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Abstract

During the Pacific War, thought control was imposed by the Japanese government. This 

paper focuses on Junichiro Tanizaki’s translation of “The Tale of Genji.” The state considered 

this classic piece of literature, which was also famous internationally, to be problematic, and 

there were fears that its publication would be banned. The reason for the ban was 

conventionally understood to be the work’s potentially impious descriptions of the emperor. 

However, an investigation of related materials, letters, and testimonies from those involved at 

the time reveals a different reality. This paper clarifies that the state’s true issue with the tale 

was its problematic plot that disturbed the ethics of the family community.
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の
死
後
も
続
く
の
で
あ
る
。
問
題
視
さ
れ
た
筋
書
き
を
経
過
し
た
後
の
訳
文
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
を
検
証
せ
ず
し
て
削
除
と
い
う
処
置
の
本
質
を
解

明
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
本
稿
で
は
前
稿
で
可
能
性
に
言
及
す
る
の
み
に
留
め

た
禁
忌
三
箇
条
以
外
の
削
除
に
つ
い
て
も
再
考
し
、
削
除
を
め
ぐ
る
論
争
に
一
定

の
結
論
を
導
き
た
い
。

一
、「
脊
髄
」
か
ら
「
小
骨
」
へ
―
削
除
の
全
貌
を
概
観
す
る

（
一
）
訳
出
開
始
か
ら
刊
行
完
了
に
至
る
経
緯

　
第
一
回
配
本
の
目
前
、
谷
崎
は
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
二
月
一
日
発
行
「
中

央
公
論
」
二
月
号
に
「
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
」
を
発
表
す
る

）
10
（

。
ま
ず

注
目
し
た
い
の
は
参
照
テ
キ
ス
ト
へ
の
言
及
で
あ
る
。

　
博
士
（
大
津
注
・
山
田
）
は
大
体
「
湖
月
抄
」
を
テ
キ
ス
ト
に
せ
よ
と
い
ふ

お
話
で
あ
つ
た
し
、
私
自
身
も
「
湖
月
抄
」
に
依
つ
て
源
氏
を
知
つ
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
専
ら
そ
れ
に
基
い
て
訳
す
こ
と
に
し
、
古
い
註
釈
書
で
は
「
岷

江
入
楚
」
を
最
も
多
く
参
考
に
し
た
。
が
、
現
代
人
が
現
代
文
に
訳
す
上
に
、

何
と
い
つ
て
も
一
ば
ん
参
考
に
な
る
も
の
は
明
治
以
後
に
出
版
さ
れ
た
口
語

訳
で
あ
る
か
ら
、
与
謝
野
晶
子
氏
の
も
の
、
吉
澤
博
士
校
閲
の
宮
田
和
一
郎

氏
訳
の
も
の
、
全
訳
王
朝
文
学
叢
書
の
中
に
収
め
て
あ
る
全
七
巻
の
も
の
、

窪
田
空
穂
氏
訳
の
も
の
、
楽
浪
書
院
発
行
の
源
氏
物
語
総
釈
、
島
津
久
基
氏

の
源
氏
物
語
講
話
等
、
既
に
完
成
さ
れ
た
も
の
は
素
よ
り
、
目
下
続
々
出
版

さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
も
、
出
る
に
隨
つ
て
座
右
に
置
く
や
う
に
し
て
ゐ
る
。

　
右
の
通
り
、
谷
崎
源
氏
の
底
本
は
『
湖
月
抄
』
で
あ
る
。
既
に
昭
和
二
年
（
一

九
二
七
）、
有
川
武
彦
に
よ
る
増
註
版
が
弘
文
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
谷

崎
が
使
用
し
た
の
は
お
そ
ら
く
こ
れ
で
は
な
い
。
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
）、

谷
崎
の
養
女
で
あ
る
観
世
恵
美
子
氏
よ
り
國
學
院
大
學
に
寄
贈
さ
れ
た
〈
新
訳
〉

草
稿
に
は
、
谷
崎
旧
蔵
の
大
正
十
五
年
版
『
湖
月
抄
』（
吉
澤
義
則
監
修
、
宮
田

和
一
郎
校
合
、
文
献
書
院
発
行
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る

）
11
（

（
画
像
Ａ
）。

こ
と
は
注
目
さ
れ
る

（
８
）

。

後
藤

　
「
源
氏
物
語
」
は
ど
う
で
す
か
、
す
っ
か
り
翻
訳
し
た
の
？

谷
崎

　
余
命
あ
ら
ば
も
う
一
度
や
り
直
し
て
完
訳
し
よ
う
と
思
う
。

和


　
あ
れ
を
君
が
や
っ
て
い
た
時
分
に
、
内
務
省
の
検
閲
官
の
Ｍ
と
い
う

の
が
や
っ
て
来
て
、
国
文
学
者
の
山
田
〔
孝
雄
〕
さ
ん
が
無
暗
に
抜

き
た
が
る
の
は
変
だ
と
言
っ
て
い
た
が
。

谷
崎

　
あ
れ
は
僕
の
方
か
ら
だ
。
姦
通
の
事
や
、
源
氏
が
天
子
の
位
に
つ
い

て
い
る
事
、
等
々
は
当
然
出
せ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
始
め
か
ら
こ
れ

は
抜
く
と
云
っ
て
、
山
田
さ
ん
に
話
し
に
行
っ
た
の
だ
。
そ
れ
な
ら

や
り
ま
す
と
云
う
。
そ
れ
か
ら
後
は
僕
が
勝
手
に
抜
い
た
ん
だ
。

　
戦
前
、
山
田
に
校
閲
を
依
頼
す
る
よ
り
も
前
に
、
禁
忌
三
箇
条
に
ま
つ
わ
る
箇

所
を
「
抜
く
」、
つ
ま
り
訳
出
し
な
い
こ
と
は
決
め
て
い
た
。
山
田
は
「
そ
れ
な
ら
」

引
き
受
け
て
も
い
い
と
受
諾
し
た
に
過
ぎ
ず
、
削
除
の
判
断
も
谷
崎
自
身
で
行
っ

た
と
言
う
の
で
あ
る
。
敗
戦
か
ら
四
年
、〈
新
訳
〉
に
着
手
す
る
直
前
の
証
言
は

前
掲
追
悼
文
の
内
容
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る

（
９
）

。
果
た
し
て
ど
ち
ら
が
真
実
、
乃
至

谷
崎
の
本
音
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
推
測
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
追
悼
文
と

い
う
文
章
の
性
質
を
加
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
故
人
の
人
柄
が
国
学
の
四
大
人
の

一
人
平
田
篤
胤
に
装
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
追
悼
文
に
記
さ
れ
た

逸
話
は
、
思
想
信
条
を
生
涯
貫
い
た
人
物
と
し
て
山
田
を
顕
彰
す
る
意
図
で
仕
立

て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
た
だ
し
、
削
除
に
ま
つ
わ
る
問
題
の
本
質
は
「
誰
が
主
導
し
た
か
」
と
い
う
点

に
あ
る
の
で
は
な
い
。〈
旧
訳
〉
に
は
禁
忌
三
箇
条
に
抵
触
し
な
い
表
現
や
文
脈

に
も
大
幅
な
削
除
が
存
在
し
て
い
る
（
後
述
）。
し
た
が
っ
て
真
に
重
要
な
こ
と
は
、

『
源
氏
物
語
』
か
ら
「
抜
か
れ
た
」
箇
所
全
体
を
見
据
え
た
上
で
、
な
ぜ
、
ど
ん

な
点
が
削
除
さ
れ
た
か
―
「
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
」
―
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
刊

行
当
時
の
社
会
に
お
い
て
も
研
究
史
上
に
お
い
て
も
、〈
旧
訳
〉
に
関
し
て
は
藤

壺
と
い
う
「
脊
髄
」
に
ば
か
り
過
度
な
関
心
が
集
ま
り
す
ぎ
て
い
た
。
約
七
〇
余

年
の
時
間
が
流
れ
四
代
の
帝
の
時
代
を
描
く
『
源
氏
物
語
』
は
、
藤
壺
や
光
源
氏
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し
、
密
通
が
描
か
れ
る
「
紅
葉
賀
や
賢
木
な
ど
の
深
刻
な
描
写
」
が
、
あ
た
か
も

も
と
よ
り
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
。
そ
の

上
で
、
光
源
氏
の
恋
愛
遍
歴
の
根
本
に
あ
る
存
在
、
藤
壺
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
脊

髄
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
削
っ
た
〈
旧
訳
〉
は
「
骨
無
し
源
氏
」
で
あ
る
と
断
じ
た

の
で
あ
っ
た

（
５
）

。
戦
後
、
削
除
箇
所
を
補
っ
た
完
訳
『
潤
一
郎
新
訳

　
源
氏
物
語
』

―
通
称
〈
新
訳
〉
の
刊
行
に
伴
い
、〈
旧
訳
〉
は
時
局
に
蹂
躙
さ
れ
た
不
完
全
な

訳
と
し
て
忘
却
さ
れ
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
後
年
、
山
田
が
亡
く
な
っ
た
折
に
谷

崎
が
寄
せ
た
追
悼
文
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
こ
の
問
題
は
再
び
注
目
を
集
め
る
こ

と
と
な
る

（
６
）

。

そ
の
時
先
生
は
、
何
よ
り
先
に
私
に
次
の
こ
と
を
条
件
と
し
て
申
し
出
さ
れ

た
。
即
ち
「
源
氏
の
構
想
の
中
に
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ゝ
現
代
に
移
植
す
る

の
は
穏
当
で
な
い
三
ヶ
条
の
事
柄
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
臣
下
た
る
者
が

皇
后
と
密
通
し
て
ゐ
る
こ
と
、
他
の
一
つ
は
、
皇
后
と
臣
下
と
の
密
通
に
依

つ
て
生
れ
た
子
が
天
皇
の
位
に
即
い
て
ゐ
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、

臣
下
た
る
者
が
太
政
天
皇
に
準
ず
る
地
位
に
登
つ
て
ゐ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
三
ヶ
条
は
、
筋
の
根
幹
を
成
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
悉

く
を
抹
殺
し
去
つ
て
も
、
全
体
の
物
語
の
発
展
に
は
殆
ど
影
響
が
な
い
と
云

つ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
源
氏
を
訳
す
る
に
方
つ
て
は
こ
の
三
ヶ
条
に

関
す
る
事
柄
は
必
ず
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。 

（
昭
和
三
四
年
一
二
月
稿
）

　
傍
線
部
の
通
り
、
谷
崎
は
、
山
田
が
「
源
氏
の
構
想
の
中
」
に
あ
る
「
そ
の
ま
ゝ

現
代
に
移
植
す
る
の
は
穏
当
で
な
い
三
ヶ
条
の
事
柄
」、
乃
ち
光
源
氏
と
藤
壺
と

の
密
通
、
冷
泉
帝
の
即
位
、
光
源
氏
へ
の
太
上
天
皇
（
上
皇
）
に
准
ず
る
待
遇
と

い
う
三
点
を
削
除
す
る
こ
と
を
条
件
に
校
閲
を
引
き
受
け
た
、
と
振
り
返
っ
た
。

こ
の
追
悼
文
を
根
拠
と
し
て
、
研
究
史
上
で
は
長
ら
く
削
除
を
主
導
し
た
の
は
山

田
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
定
説
と
な
り

（
７
）

、「
三
ヶ
条
の
事
柄
」
も
ま
た
戦
時
下
に

お
け
る
『
源
氏
物
語
』
排
斥
の
事
由
、
禁
忌
三
箇
条
と
し
て
共
有
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、『
塔
』
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

和

哲
郎
、
後
藤
末
雄
と
の
鼎
談
に
お
い
て
、
谷
崎
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た

は
じ
め
に

　
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
一
月
、『
潤
一
郎
訳

　
源
氏
物
語
』
―
通
称
〈
旧
訳
〉

の
刊
行
が
開
始
す
る
。
二
冊
ず
つ
を
専
用
の
箱
に
収
め
予
約
制
で
行
わ
れ
た
配
本

は
、
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
七
月
ま
で
の
凡
そ
二
年
半
続
い
た
。
尾
上
柴
舟

が
揮
毫
し
長
野
草
風
が
装
幀
を
手
掛
け
た
普
及
版
は
、
菊
版
を
採
用
し
各
頁
に
美

し
い
地
模
様
を
入
れ
る
と
い
う
凝
り
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
他
に
千
部
限
定
の
桐
箱

入
り
の
愛
蔵
版
ま
で
も
作
ら
れ
た
。
日
本
社
会
が
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
ゆ
く
時

期
に
あ
っ
て
も
、
訳
者
谷
崎
の
こ
だ
わ
り
は
貫
か
れ
た
の
で
あ
る

（
１
）

。

　
こ
の
企
画
は
「
ま
だ
戦
雲
の
捲
き
起
ら
ぬ
平
和
な
昭
和
八
年
頃

（
２
）

」、
中
央
公
論

社
の
方
か
ら
持
ち
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
谷
崎
は
翌
年
か
ら
訳
業
に
い
そ

し
ん
で
き
た
が
、
六
年
余
り
の
間
に
日
本
社
会
は
大
き
く
変
容
し
て
い
た
。
事
態

を
予
期
し
て
い
た
谷
崎
と
中
央
公
論
社
と
は
、
源
氏
訳
を
完
遂
す
る
た
め
、
二
つ

の
手
を
打
っ
た
。
一
つ
は
国
粋
主
義
者
と
し
て
勢
威
凄
ま
じ
か
っ
た
国
語
国
文
学

者
山
田
孝
雄
を
校
閲
者
に
迎
え
た
こ
と

（
３
）

、
今
一
つ
は
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
を
は

じ
め
と
し
た
不
敬
箇
所
の
削
除
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
対
処
も

国
文
学
界
に
は
波
紋
を
広
げ
た
が
、
と
り
わ
け
大
き
く
取
り
ざ
た
さ
れ
た
の
は
後

者
で
あ
っ
た
。「
花
散
里
」
ま
で
を
読
了
し
た
東
北
帝
国
大
学
教
授
岡
崎
義
恵
は
、

昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
五
月
、
四
日
に
亘
り
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
「
谷
崎

源
氏
論
」
を
発
表
す
る

（
４
）

。
最
終
回
に
お
い
て
岡
崎
は
〈
旧
訳
〉
を
次
の
よ
う
に
批

判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
今
度
の
切
捨
て
は
全
体
の
五
分
に
も
達
し
な
い
も
の
で
、
筋
の
根
幹
を
成

す
部
分
で
は
な
い
と
訳
者
は
言
は
れ
る
が
私
の
解
釈
で
は
必
ず
し
も
さ
う
は

言
へ
な
い
と
思
ふ
。
そ
の
部
分
は
分
量
は
少
く
て
も
、
ま
づ
物
語
の
脊
髄
と

も
言
ふ
べ
き
所
で
そ
の
芸
術
的
意
義
か
ら
言
へ
ば
、
こ
れ
が
有
る
と
無
い
と

で
は
、
源
氏
物
語
が
骨
無
し
源
氏
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
程
重
要
な
部
分

で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

　
岡
崎
は
、
卑
猥
な
箇
所
が
伏
字
に
さ
れ
た
西
鶴
文
学
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
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の
死
後
も
続
く
の
で
あ
る
。
問
題
視
さ
れ
た
筋
書
き
を
経
過
し
た
後
の
訳
文
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
を
検
証
せ
ず
し
て
削
除
と
い
う
処
置
の
本
質
を
解

明
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
本
稿
で
は
前
稿
で
可
能
性
に
言
及
す
る
の
み
に
留
め

た
禁
忌
三
箇
条
以
外
の
削
除
に
つ
い
て
も
再
考
し
、
削
除
を
め
ぐ
る
論
争
に
一
定

の
結
論
を
導
き
た
い
。

一
、「
脊
髄
」
か
ら
「
小
骨
」
へ
―
削
除
の
全
貌
を
概
観
す
る

（
一
）
訳
出
開
始
か
ら
刊
行
完
了
に
至
る
経
緯

　
第
一
回
配
本
の
目
前
、
谷
崎
は
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
二
月
一
日
発
行
「
中

央
公
論
」
二
月
号
に
「
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
」
を
発
表
す
る

）
10
（

。
ま
ず

注
目
し
た
い
の
は
参
照
テ
キ
ス
ト
へ
の
言
及
で
あ
る
。

　
博
士
（
大
津
注
・
山
田
）
は
大
体
「
湖
月
抄
」
を
テ
キ
ス
ト
に
せ
よ
と
い
ふ

お
話
で
あ
つ
た
し
、
私
自
身
も
「
湖
月
抄
」
に
依
つ
て
源
氏
を
知
つ
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
専
ら
そ
れ
に
基
い
て
訳
す
こ
と
に
し
、
古
い
註
釈
書
で
は
「
岷

江
入
楚
」
を
最
も
多
く
参
考
に
し
た
。
が
、
現
代
人
が
現
代
文
に
訳
す
上
に
、

何
と
い
つ
て
も
一
ば
ん
参
考
に
な
る
も
の
は
明
治
以
後
に
出
版
さ
れ
た
口
語

訳
で
あ
る
か
ら
、
与
謝
野
晶
子
氏
の
も
の
、
吉
澤
博
士
校
閲
の
宮
田
和
一
郎

氏
訳
の
も
の
、
全
訳
王
朝
文
学
叢
書
の
中
に
収
め
て
あ
る
全
七
巻
の
も
の
、

窪
田
空
穂
氏
訳
の
も
の
、
楽
浪
書
院
発
行
の
源
氏
物
語
総
釈
、
島
津
久
基
氏

の
源
氏
物
語
講
話
等
、
既
に
完
成
さ
れ
た
も
の
は
素
よ
り
、
目
下
続
々
出
版

さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
も
、
出
る
に
隨
つ
て
座
右
に
置
く
や
う
に
し
て
ゐ
る
。

　
右
の
通
り
、
谷
崎
源
氏
の
底
本
は
『
湖
月
抄
』
で
あ
る
。
既
に
昭
和
二
年
（
一

九
二
七
）、
有
川
武
彦
に
よ
る
増
註
版
が
弘
文
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
谷

崎
が
使
用
し
た
の
は
お
そ
ら
く
こ
れ
で
は
な
い
。
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
）、

谷
崎
の
養
女
で
あ
る
観
世
恵
美
子
氏
よ
り
國
學
院
大
學
に
寄
贈
さ
れ
た
〈
新
訳
〉

草
稿
に
は
、
谷
崎
旧
蔵
の
大
正
十
五
年
版
『
湖
月
抄
』（
吉
澤
義
則
監
修
、
宮
田

和
一
郎
校
合
、
文
献
書
院
発
行
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る

）
11
（

（
画
像
Ａ
）。

こ
と
は
注
目
さ
れ
る

（
８
）

。

後
藤

　
「
源
氏
物
語
」
は
ど
う
で
す
か
、
す
っ
か
り
翻
訳
し
た
の
？

谷
崎

　
余
命
あ
ら
ば
も
う
一
度
や
り
直
し
て
完
訳
し
よ
う
と
思
う
。

和


　
あ
れ
を
君
が
や
っ
て
い
た
時
分
に
、
内
務
省
の
検
閲
官
の
Ｍ
と
い
う

の
が
や
っ
て
来
て
、
国
文
学
者
の
山
田
〔
孝
雄
〕
さ
ん
が
無
暗
に
抜

き
た
が
る
の
は
変
だ
と
言
っ
て
い
た
が
。

谷
崎

　
あ
れ
は
僕
の
方
か
ら
だ
。
姦
通
の
事
や
、
源
氏
が
天
子
の
位
に
つ
い

て
い
る
事
、
等
々
は
当
然
出
せ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
始
め
か
ら
こ
れ

は
抜
く
と
云
っ
て
、
山
田
さ
ん
に
話
し
に
行
っ
た
の
だ
。
そ
れ
な
ら

や
り
ま
す
と
云
う
。
そ
れ
か
ら
後
は
僕
が
勝
手
に
抜
い
た
ん
だ
。

　
戦
前
、
山
田
に
校
閲
を
依
頼
す
る
よ
り
も
前
に
、
禁
忌
三
箇
条
に
ま
つ
わ
る
箇

所
を
「
抜
く
」、
つ
ま
り
訳
出
し
な
い
こ
と
は
決
め
て
い
た
。
山
田
は
「
そ
れ
な
ら
」

引
き
受
け
て
も
い
い
と
受
諾
し
た
に
過
ぎ
ず
、
削
除
の
判
断
も
谷
崎
自
身
で
行
っ

た
と
言
う
の
で
あ
る
。
敗
戦
か
ら
四
年
、〈
新
訳
〉
に
着
手
す
る
直
前
の
証
言
は

前
掲
追
悼
文
の
内
容
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る

（
９
）

。
果
た
し
て
ど
ち
ら
が
真
実
、
乃
至

谷
崎
の
本
音
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
推
測
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
追
悼
文
と

い
う
文
章
の
性
質
を
加
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
故
人
の
人
柄
が
国
学
の
四
大
人
の

一
人
平
田
篤
胤
に
装
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
追
悼
文
に
記
さ
れ
た

逸
話
は
、
思
想
信
条
を
生
涯
貫
い
た
人
物
と
し
て
山
田
を
顕
彰
す
る
意
図
で
仕
立

て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
た
だ
し
、
削
除
に
ま
つ
わ
る
問
題
の
本
質
は
「
誰
が
主
導
し
た
か
」
と
い
う
点

に
あ
る
の
で
は
な
い
。〈
旧
訳
〉
に
は
禁
忌
三
箇
条
に
抵
触
し
な
い
表
現
や
文
脈

に
も
大
幅
な
削
除
が
存
在
し
て
い
る
（
後
述
）。
し
た
が
っ
て
真
に
重
要
な
こ
と
は
、

『
源
氏
物
語
』
か
ら
「
抜
か
れ
た
」
箇
所
全
体
を
見
据
え
た
上
で
、
な
ぜ
、
ど
ん

な
点
が
削
除
さ
れ
た
か
―
「
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
」
―
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
刊

行
当
時
の
社
会
に
お
い
て
も
研
究
史
上
に
お
い
て
も
、〈
旧
訳
〉
に
関
し
て
は
藤

壺
と
い
う
「
脊
髄
」
に
ば
か
り
過
度
な
関
心
が
集
ま
り
す
ぎ
て
い
た
。
約
七
〇
余

年
の
時
間
が
流
れ
四
代
の
帝
の
時
代
を
描
く
『
源
氏
物
語
』
は
、
藤
壺
や
光
源
氏
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し
、
密
通
が
描
か
れ
る
「
紅
葉
賀
や
賢
木
な
ど
の
深
刻
な
描
写
」
が
、
あ
た
か
も

も
と
よ
り
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
。
そ
の

上
で
、
光
源
氏
の
恋
愛
遍
歴
の
根
本
に
あ
る
存
在
、
藤
壺
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
脊

髄
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
削
っ
た
〈
旧
訳
〉
は
「
骨
無
し
源
氏
」
で
あ
る
と
断
じ
た

の
で
あ
っ
た

（
５
）

。
戦
後
、
削
除
箇
所
を
補
っ
た
完
訳
『
潤
一
郎
新
訳

　
源
氏
物
語
』

―
通
称
〈
新
訳
〉
の
刊
行
に
伴
い
、〈
旧
訳
〉
は
時
局
に
蹂
躙
さ
れ
た
不
完
全
な

訳
と
し
て
忘
却
さ
れ
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
後
年
、
山
田
が
亡
く
な
っ
た
折
に
谷

崎
が
寄
せ
た
追
悼
文
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
こ
の
問
題
は
再
び
注
目
を
集
め
る
こ

と
と
な
る

（
６
）

。

そ
の
時
先
生
は
、
何
よ
り
先
に
私
に
次
の
こ
と
を
条
件
と
し
て
申
し
出
さ
れ

た
。
即
ち
「
源
氏
の
構
想
の
中
に
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ゝ
現
代
に
移
植
す
る

の
は
穏
当
で
な
い
三
ヶ
条
の
事
柄
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
臣
下
た
る
者
が

皇
后
と
密
通
し
て
ゐ
る
こ
と
、
他
の
一
つ
は
、
皇
后
と
臣
下
と
の
密
通
に
依

つ
て
生
れ
た
子
が
天
皇
の
位
に
即
い
て
ゐ
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、

臣
下
た
る
者
が
太
政
天
皇
に
準
ず
る
地
位
に
登
つ
て
ゐ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
三
ヶ
条
は
、
筋
の
根
幹
を
成
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
悉

く
を
抹
殺
し
去
つ
て
も
、
全
体
の
物
語
の
発
展
に
は
殆
ど
影
響
が
な
い
と
云

つ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
源
氏
を
訳
す
る
に
方
つ
て
は
こ
の
三
ヶ
条
に

関
す
る
事
柄
は
必
ず
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。 

（
昭
和
三
四
年
一
二
月
稿
）

　
傍
線
部
の
通
り
、
谷
崎
は
、
山
田
が
「
源
氏
の
構
想
の
中
」
に
あ
る
「
そ
の
ま
ゝ

現
代
に
移
植
す
る
の
は
穏
当
で
な
い
三
ヶ
条
の
事
柄
」、
乃
ち
光
源
氏
と
藤
壺
と

の
密
通
、
冷
泉
帝
の
即
位
、
光
源
氏
へ
の
太
上
天
皇
（
上
皇
）
に
准
ず
る
待
遇
と

い
う
三
点
を
削
除
す
る
こ
と
を
条
件
に
校
閲
を
引
き
受
け
た
、
と
振
り
返
っ
た
。

こ
の
追
悼
文
を
根
拠
と
し
て
、
研
究
史
上
で
は
長
ら
く
削
除
を
主
導
し
た
の
は
山

田
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
定
説
と
な
り

（
７
）

、「
三
ヶ
条
の
事
柄
」
も
ま
た
戦
時
下
に

お
け
る
『
源
氏
物
語
』
排
斥
の
事
由
、
禁
忌
三
箇
条
と
し
て
共
有
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、『
塔
』
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

和

哲
郎
、
後
藤
末
雄
と
の
鼎
談
に
お
い
て
、
谷
崎
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た

は
じ
め
に

　
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
一
月
、『
潤
一
郎
訳

　
源
氏
物
語
』
―
通
称
〈
旧
訳
〉

の
刊
行
が
開
始
す
る
。
二
冊
ず
つ
を
専
用
の
箱
に
収
め
予
約
制
で
行
わ
れ
た
配
本

は
、
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
七
月
ま
で
の
凡
そ
二
年
半
続
い
た
。
尾
上
柴
舟

が
揮
毫
し
長
野
草
風
が
装
幀
を
手
掛
け
た
普
及
版
は
、
菊
版
を
採
用
し
各
頁
に
美

し
い
地
模
様
を
入
れ
る
と
い
う
凝
り
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
他
に
千
部
限
定
の
桐
箱

入
り
の
愛
蔵
版
ま
で
も
作
ら
れ
た
。
日
本
社
会
が
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
ゆ
く
時

期
に
あ
っ
て
も
、
訳
者
谷
崎
の
こ
だ
わ
り
は
貫
か
れ
た
の
で
あ
る

（
１
）

。

　
こ
の
企
画
は
「
ま
だ
戦
雲
の
捲
き
起
ら
ぬ
平
和
な
昭
和
八
年
頃

（
２
）

」、
中
央
公
論

社
の
方
か
ら
持
ち
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
谷
崎
は
翌
年
か
ら
訳
業
に
い
そ

し
ん
で
き
た
が
、
六
年
余
り
の
間
に
日
本
社
会
は
大
き
く
変
容
し
て
い
た
。
事
態

を
予
期
し
て
い
た
谷
崎
と
中
央
公
論
社
と
は
、
源
氏
訳
を
完
遂
す
る
た
め
、
二
つ

の
手
を
打
っ
た
。
一
つ
は
国
粋
主
義
者
と
し
て
勢
威
凄
ま
じ
か
っ
た
国
語
国
文
学

者
山
田
孝
雄
を
校
閲
者
に
迎
え
た
こ
と

（
３
）

、
今
一
つ
は
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
を
は

じ
め
と
し
た
不
敬
箇
所
の
削
除
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
対
処
も

国
文
学
界
に
は
波
紋
を
広
げ
た
が
、
と
り
わ
け
大
き
く
取
り
ざ
た
さ
れ
た
の
は
後

者
で
あ
っ
た
。「
花
散
里
」
ま
で
を
読
了
し
た
東
北
帝
国
大
学
教
授
岡
崎
義
恵
は
、

昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
五
月
、
四
日
に
亘
り
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
「
谷
崎

源
氏
論
」
を
発
表
す
る

（
４
）

。
最
終
回
に
お
い
て
岡
崎
は
〈
旧
訳
〉
を
次
の
よ
う
に
批

判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
今
度
の
切
捨
て
は
全
体
の
五
分
に
も
達
し
な
い
も
の
で
、
筋
の
根
幹
を
成

す
部
分
で
は
な
い
と
訳
者
は
言
は
れ
る
が
私
の
解
釈
で
は
必
ず
し
も
さ
う
は

言
へ
な
い
と
思
ふ
。
そ
の
部
分
は
分
量
は
少
く
て
も
、
ま
づ
物
語
の
脊
髄
と

も
言
ふ
べ
き
所
で
そ
の
芸
術
的
意
義
か
ら
言
へ
ば
、
こ
れ
が
有
る
と
無
い
と

で
は
、
源
氏
物
語
が
骨
無
し
源
氏
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
程
重
要
な
部
分

で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

　
岡
崎
は
、
卑
猥
な
箇
所
が
伏
字
に
さ
れ
た
西
鶴
文
学
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出

（2）許されざる表象272



画
像
Ｃ

画
像
Ｄ

（5） 同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第39巻　2022年

　
扉
を
開
く
と
、
右
上
に
谷
崎
の
、
左
下
に
松
子
夫
人
の
蔵
印
が
あ
る
（
画
像
Ｂ
）。

残
念
な
が
ら
現
存
す
る
の
は
首
巻
の
み
で
あ
り
、
訳
出
に
用
い
ら
れ
た
本
文
部
分

は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、〈
新
訳
〉
草
稿
の
方
に
た
び
た
び
『
湖
月
抄
』

の
該
当
箇
所
を
示
す
書
き
入
れ
が
あ
る
（
画
像
Ｃ
、
Ｄ
、
枠
線
は
稿
者
に
依
る
）。

欄
外
に
書
か
れ
た
頁
数
行
数
は
、
大
正
十
五
年
版
と
一
致
す
る
。
加
え
て
、
谷
崎

は
一
高
時
代
か
ら
『
湖
月
抄
』
を
手
に
取
り
会
話
と
地
の
文
と
の
区
別
が
や
や
こ

し
く
、
何
処
か
ら
誰
の
言
葉
に
な
る
の
だ
か
分
り
に
く
い
点
に
関
心
を
寄
せ
て
き

た
）
12
（

。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
訳
出
に
使
用
し
た
の
は
句
読
点
、
鍵
括
弧
が
付

さ
れ
て
い
る
増
註
版
で
は
な
く
、
や
は
り
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
大
正
十
五
年
版
と

見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
底
本
が
定
ま
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
は
、〈
旧
訳
〉
の
構
想

段
階
か
ら
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
秋
に
「
中
央
公
論
」
の
編
集
に
異
動
す
る

ま
で
初
期
の
編
集
を
担
当
し
た
雨
宮
庸
蔵
の
回
顧
録
に
も
記
さ
れ
て
い
る

）
13
（

。
当
初
、

解
釈
に
青
表
紙
本
系
統
と
河
内
本
と
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
検
討

さ
れ
た
が
、「
青
表
紙
本
系
統
の
湖
月
抄
本
を
主
と
し
て
河
内
本
を
参
照
」
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
原
文
の
異
同
を
比
較
す
る
精
緻
な
訳
出
ス
タ

イ
ル
を
全
期
間
に
亘
っ
て
貫
け
た
か
に
つ
い
て
は
大
い
に
検
証
の
余
地
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
刊
行
終
了
時
に
発
表
さ
れ
た
「
奥
書
」
冒
頭
に
は
、
時
局
の
変
化

に
伴
っ
て
生
じ
た
訳
出
の
苦
労
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〇
顧
れ
ば
昭
和
十
三
年
十
一
月
、
私
が
拙
訳
源
氏
物
語
第
一
巻
の
序
文
を
草

し
た
当
時
の
予
定
で
は
、
此
の
書
の
出
版
は
昭
和
十
四
年
一
月
に
第
一
、
第

二
巻
を
刊
行
し
、
爾
後
毎
月
二
巻
づ
ゝ
配
本
し
て
行
つ
て
、
翌
十
五
年
二
月

に
は
全
廿
六
巻
の
完
成
を
見
る
筈
の
と
こ
ろ
、
そ
の
後
御
承
知
の
通
り
時
局

の
進
展
と
緊
迫
に
つ
れ
て
種
々
な
る
社
会
状
勢
の
変
化
に
遭
ひ
、
人
力
や
機

械
力
や
資
材
な
ど
の
上
に
も
思
は
ぬ
障
害
が
起
つ
て
来
た
り
し
て
、
漸
く
本

年
の
七
月
に
、
兎
も
角
も
有
終
の
美
を
成
し
得
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。

 

（〈
旧
訳
〉
巻
二
六
―
一
九
九
頁
）

　
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
二
月
に
訳
了
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
予
定
は
、「
思

は
ぬ
障
害
」
を
経
て
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
七
月
ま
で
ず
れ
込
ん
だ
。
真
珠

画
像
Ａ

画
像
Ｂ
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画
像
Ｃ

画
像
Ｄ
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扉
を
開
く
と
、
右
上
に
谷
崎
の
、
左
下
に
松
子
夫
人
の
蔵
印
が
あ
る
（
画
像
Ｂ
）。

残
念
な
が
ら
現
存
す
る
の
は
首
巻
の
み
で
あ
り
、
訳
出
に
用
い
ら
れ
た
本
文
部
分

は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、〈
新
訳
〉
草
稿
の
方
に
た
び
た
び
『
湖
月
抄
』

の
該
当
箇
所
を
示
す
書
き
入
れ
が
あ
る
（
画
像
Ｃ
、
Ｄ
、
枠
線
は
稿
者
に
依
る
）。

欄
外
に
書
か
れ
た
頁
数
行
数
は
、
大
正
十
五
年
版
と
一
致
す
る
。
加
え
て
、
谷
崎

は
一
高
時
代
か
ら
『
湖
月
抄
』
を
手
に
取
り
会
話
と
地
の
文
と
の
区
別
が
や
や
こ

し
く
、
何
処
か
ら
誰
の
言
葉
に
な
る
の
だ
か
分
り
に
く
い
点
に
関
心
を
寄
せ
て
き

た
）
12
（

。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
訳
出
に
使
用
し
た
の
は
句
読
点
、
鍵
括
弧
が
付

さ
れ
て
い
る
増
註
版
で
は
な
く
、
や
は
り
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
大
正
十
五
年
版
と

見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
底
本
が
定
ま
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
は
、〈
旧
訳
〉
の
構
想

段
階
か
ら
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
秋
に
「
中
央
公
論
」
の
編
集
に
異
動
す
る

ま
で
初
期
の
編
集
を
担
当
し
た
雨
宮
庸
蔵
の
回
顧
録
に
も
記
さ
れ
て
い
る

）
13
（

。
当
初
、

解
釈
に
青
表
紙
本
系
統
と
河
内
本
と
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
検
討

さ
れ
た
が
、「
青
表
紙
本
系
統
の
湖
月
抄
本
を
主
と
し
て
河
内
本
を
参
照
」
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
原
文
の
異
同
を
比
較
す
る
精
緻
な
訳
出
ス
タ

イ
ル
を
全
期
間
に
亘
っ
て
貫
け
た
か
に
つ
い
て
は
大
い
に
検
証
の
余
地
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
刊
行
終
了
時
に
発
表
さ
れ
た
「
奥
書
」
冒
頭
に
は
、
時
局
の
変
化

に
伴
っ
て
生
じ
た
訳
出
の
苦
労
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〇
顧
れ
ば
昭
和
十
三
年
十
一
月
、
私
が
拙
訳
源
氏
物
語
第
一
巻
の
序
文
を
草

し
た
当
時
の
予
定
で
は
、
此
の
書
の
出
版
は
昭
和
十
四
年
一
月
に
第
一
、
第

二
巻
を
刊
行
し
、
爾
後
毎
月
二
巻
づ
ゝ
配
本
し
て
行
つ
て
、
翌
十
五
年
二
月

に
は
全
廿
六
巻
の
完
成
を
見
る
筈
の
と
こ
ろ
、
そ
の
後
御
承
知
の
通
り
時
局

の
進
展
と
緊
迫
に
つ
れ
て
種
々
な
る
社
会
状
勢
の
変
化
に
遭
ひ
、
人
力
や
機

械
力
や
資
材
な
ど
の
上
に
も
思
は
ぬ
障
害
が
起
つ
て
来
た
り
し
て
、
漸
く
本

年
の
七
月
に
、
兎
も
角
も
有
終
の
美
を
成
し
得
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。

 

（〈
旧
訳
〉
巻
二
六
―
一
九
九
頁
）

　
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
二
月
に
訳
了
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
予
定
は
、「
思

は
ぬ
障
害
」
を
経
て
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
七
月
ま
で
ず
れ
込
ん
だ
。
真
珠

画
像
Ａ

画
像
Ｂ
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参
院
さ
せ
よ
う
か
と
思
い
悩
む
母
に
向
け
た
、
息
子
た
ち
の
発
言
で
あ
っ
た
。
冷

泉
院
の
素
晴
ら
し
さ
は
認
め
る
も
の
の
、
美
し
か
っ
た
容
姿
が
衰
え
つ
つ
あ
り
、

春
宮
や
帝
へ
の
入
内
と
比
較
す
る
と
栄
え
が
な
い
。
参
院
を
軽
視
す
る
発
言
が
削

ら
れ
て
い
る
。

　
冷
泉
院
の
大
君
へ
の
強
い
関
心
は
、
実
の
と
こ
ろ
か
つ
て
尚
侍
と
し
て
出
仕
し

た
折
に
抱
い
た
母
玉
鬘
へ
の
忘
れ
得
ぬ
執
着
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
大
君
を

寵
愛
す
る
一
方
で
、
冷
泉
院
は
な
お
も
玉
鬘
へ
「
厄
介
な
お
心
持
」
を
抱
き
続
け

る
。
そ
の
た
め
、
玉
鬘
は
娘
の
世
話
も
ま
ま
な
ら
な
い
。

・
・
・
と
き


内
裏
へ
こ
つ
そ
り
と
伺
つ
た
り
し
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
。

【
院
へ
は
、
あ
の
厄
介
な
お
心
持
が
今
も
絶
え
な
い
で
い
ら
つ
し
や
い
ま
す

の
で
、
御
用
の
あ
る
時
に
も
決
し
て
参
上
な
さ
い
ま
せ
ぬ
。
昔
を
思
ひ
出
し

ま
す
と
、
さ
す
が
に
忝
く
思
ふ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
お
詫
び
に

も
と
、
皆
が
反
対
し
て
ゐ
た
の
を
さ
へ
知
ら
ぬ
顔
で
通
す
つ
も
り
で
、
姫
を

参
ら
せ
た
の
に
、
自
分
ま
で
が
仮
に
も
う
は
つ
い
た
噂
を
立
て
ら
れ
た
ら
、

顔
向
け
の
出
来
な
い
見
苦
し
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
と
お
思
ひ
に
な
る
の

で
し
た
が
、
さ
う
云
ふ
訳
で
参
上
を
控
へ
て
ゐ
る
と
は
、
御
息
所
に
さ
へ
お

打
ち
明
け
に
な
り
ま
せ
ぬ
の
で
、
亡
き
父
君
は
私
の
こ
と
を
昔
か
ら
取
り
分

け
大
切
に
し
て
下
す
つ
た
の
に
、
尚
侍
の
君
は
、
桜
の
争
ひ
の
や
う
な
ち
よ

つ
と
し
た
折
に
も
、
中
姫
君
に
心
を
お
寄
せ
に
な
る
風
が
あ
つ
て
、
今
も
私

の
こ
と
は
そ
ん
な
に
も
思
つ
て
下
さ
ら
な
い
と
、
恨
め
し
く
感
じ
て
い
ら
つ

し
や
る
の
で
し
た
。
院
も
亦
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
尚
侍
の
君
を
つ
れ
な
い

人
と
思
つ
て
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。「
私
の
や
う
な
老
人
に
、
あ
な
た
を

預
け
放
し
に
し
て
、
思
ひ
貶
し
め
て
を
ら
れ
る
の
も
尤
も
で
す
」
と
語
り
合

ひ
給
う
て
、
一
層
御
息
所
を
い
と
し
が
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
。】
そ
の

後
何
年
か
過
ぎ
て
、
御
息
所
は
又
男
御
子
を
お
産
み
に
な
り
ま
し
た
。

 

（〈
新
訳
〉
巻
八
ー
五
二
頁
）

　
【

　
】
で
示
し
た
通
り
、
右
の
箇
所
は
十
数
行
に
亘
る
文
脈
が
補
わ
れ
て
い
る
。

注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
、
玉
鬘
の
後
悔
で
あ
る
。
務
め
を
果
た
し
切
れ
な
か
っ

集
中
し
て
い
る
が
、
第
二
部
以
降
の
描
写
は
い
か
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
大
幅
な
削
除
箇
所
と
し
て
は
、「
鈴
虫
」、「
竹
河
」
二
巻
が
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
は
第
二
部
、
中
秋
の
名
月
を
愛
で
て
い
た
光
源
氏
が
冷
泉
院
か
ら
の
求
め
に

応
じ
て
参
院
す
る
「
鈴
虫
」
巻
に
注
目
し
た
い
。

大
殿
は
【
春
宮
の
女
御
の
お
ん
有
様
が
、
世
に
並
び
な
く
て
お
い
で
な
さ
れ

て
、
折
角
お
育
て
申
さ
れ
ま
し
た
甲
斐
が
あ
り
ま
す
の
も
、
又
大
将
の
、
人

に
異
な
る
お
立
派
さ
を
も
、
い
づ
れ
も
満
足
に
お
思
ひ
に
な
る
の
で
す
け
れ

ど
も
、
矢
張
こ
の
冷
泉
院
を
お
思
ひ
に
な
る
御
愛
情
に
は
格
別
な
も
の
が
あ

り
ま
し
て
、
何
に
も
増
し
て
し
み


と
深
く
お
感
じ
に
な
り
ま
す
。
院
も

始
終
大
殿
に
会
ひ
た
く
お
思
ひ
に
な
り
な
が
ら
、
御
対
面
の
折
も
稀
な
の
を

御
不
満
に
思
し
召
さ
れ
て
、
そ
れ
に
促
さ
れ
給
う
て
、
か
う
云
ふ
気
楽
な
境

遇
に
な
り
た
い
と
、
思
し
召
す
や
う
に
な
つ
た
の
で
し
た
。】
中
宮
は
、
今

は
却
つ
て
里
へ
お
退
り
に
な
る
こ
と
な
ど
も
む
づ
か
し
く
な
り
ま
し
て
、・
・
・

 

（〈
新
訳
〉
巻
七
―
七
四
頁
）

　
訳
文
の
引
用
は
〈
新
訳
〉
に
依
り
、〈
旧
訳
〉
で
削
除
さ
れ
て
い
た
該
当
箇
所

を
【

　
】
で
く
く
っ
て
い
る
。
明
石
の
女
御
、
夕
霧
大
将
と
比
較
し
て
も
ひ
と
き

わ
深
い
光
源
氏
の
冷
泉
院
へ
の
愛
情
、
そ
し
て
冷
泉
院
が
秘
か
に
抱
く
光
源
氏
へ

の
思
慕
が
、
数
行
に
亘
っ
て
大
き
く
削
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
父
子
の
秘

さ
れ
た
情
愛
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
禁
忌
三
箇
条
の
延
長

線
上
に
あ
る
く
だ
り
と
い
え
よ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
冷
泉
院
の
出
生
の
秘
密
と

は
無
関
係
の
文
脈
で
あ
る
。
第
三
部
、「
竹
河
」
巻
に
も
注
目
し
た
い
。

「
・
・
・
す
べ
て
物
事
は
時
の
勢
に
従
つ
て
こ
そ
、
世
間
の
人
も
納
得
す
る

の
で
す
。【
な
る
ほ
ど
院
は
、
世
に
類
な
く
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

盛
り
が
過
ぎ
た
と
云
ふ
感
じ
が
し
ま
す
。】
琴
笛
の
し
ら
べ
で
も
、
花
の
色

で
も
鳥
の
音
で
も
、季
節
に
合
し
て
こ
そ
人
の
耳
に
も
と
ま
る
の
で
す
・
・
・
」

 

（〈
新
訳
〉
巻
八
―
三
一
頁
）

　
右
は
、
玉
鬘
が
娘
大
君
の
処
遇
に
つ
い
て
息
子
た
ち
に
相
談
す
る
場
面
で
あ
る
。

〈
旧
訳
〉
で
削
除
さ
れ
て
い
た
の
は
、
冷
泉
院
の
熱
心
な
所
望
を
受
け
て
大
君
を
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に
わ
た
る
こ
と
も
あ
り
、
外
の
場
面
と
は
明
ら
か
な
断
絶
が
あ
る
。
し
か
し
、
皇

族
以
外
の
作
中
人
物
に
つ
い
て
も
訳
出
さ
れ
な
か
っ
た
箇
所
が
あ
る
と
い
う
事
実

は
、
や
む
な
く
最
小
限
度
の
本
文
を
削
除
し
た
と
い
う
〈
旧
訳
〉
序
文
と
は
齟
齬

を
き
た
す
。
前
稿
で
は
、
削
除
の
新
た
な
傾
向
と
し
て
「
同
居
す
る
異
性
に
向
け

た
性
的
な
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
第
四
の
禁
忌
性
が
見
出
せ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

具
体
的
に
は
、
光
源
氏
と
二
人
の
養
女
前
斎
宮
（
秋
好
中
宮
）
と
玉
鬘
、
夕
霧
と

継
母
紫
の
上
、
紀
伊
守
（
河
内
守
）
と
継
母
空

に
ま
つ
わ
る
描
写
で
あ
る
。
彼

ら
は
、
い
ず
れ
も
皇
族
で
は
な
い
。
な
ぜ
こ
れ
ら
の
作
中
人
物
の
言
動
が
一
様
に

削
除
さ
れ
た
の
か
。
前
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
結
論
を
留
保
し
た
。
女
子
供

が
読
む
の
に
適
す
る
よ
う
に
教
育
的
配
慮
が
働
い
た
、
儒
教
的
観
点
か
ら
ゆ
が
ん

だ
親
子
の
形
を
良
し
と
し
な
い
山
田
の
立
場
を
重
ん
じ
た
、
あ
る
い
は
谷
崎
自
身

が
松
子
夫
人
の
連
れ
子
と
同
居
し
て
い
た
頃
で
あ
り
養
女
に
迫
る
光
源
氏
に
何
ら

か
の
意
識
を
働
か
せ
た
、
と
い
う
い
く
つ
か
の
可
能
性
の
み
を
提
示
し
て
論
を
結

ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）
藤
壺
以
後
の
削
除
の
実
態

　
さ
て
、光
源
氏
の
誕
生
か
ら
太
上
天
皇
に
准
ず
る
位
を
得
る
ま
で
を
第
一
部（「
桐

壺
」
～
「
藤
裏
葉
」）、
光
源
氏
の
死
ま
で
を
第
二
部
（「
若
菜
上
」
～
「
幻
」
ま

た
は
「
雲
隠
」）、
光
源
氏
の
死
後
を
第
三
部
と
す
る
い
わ
ゆ
る
三
部
構
成
説
を
ふ

ま
え
、
改
め
て
削
除
の
割
合
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
部
・
・
・
七
〇
％

第
二
部
・
・
・
二
四
％

第
三
部
・
・
・
六
％

　
削
除
は
、
禁
忌
三
箇
条
の
筋
書
き
と
第
四
の
禁
忌
性
に
関
わ
る
玉
鬘
十
帖
と
を

内
包
す
る
第
一
部
に
大
き
く
偏
っ
て
い
る
。
第
二
部
以
降
は
、
柏
木
と
女
三
の
宮

の
密
通
、
そ
の
事
件
か
ら
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
が
顧
み
ら
れ
る
文
脈
に
多
く
削

除
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
今
般
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
亘
り

登
場
す
る
不
義
の
子
冷
泉
帝
（「
冷
泉
院
」）
で
あ
る
。
削
除
の
大
半
は
第
一
部
に

湾
攻
撃
の
わ
ず
か
五
箇
月
前
に
刊
行
が
完
了
す
る
〈
旧
訳
〉
は
、
ま
さ
に
「
時
局

の
進
展
と
緊
迫
」
を
す
り
抜
け
る
形
で
世
に
出
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
削
除
行
為
を
巻
き
戻
す
―
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と

　
残
念
な
が
ら
〈
旧
訳
〉
の
原
稿
・
草
稿
の
一
切
は
所
在
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、

改
訳
は
谷
崎
と
引
き
続
き
校
閲
を
担
当
す
る
山
田
、新
た
に
助
力
す
る
こ
と
と
な
っ

た
玉
上

彌
を
中
心
と
す
る
京
都
大
学
グ
ル
ー
プ
と
が
、
草
稿
を
介
し
て
対
面
す

る
こ
と
な
く
進
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
改
訳
の
工
程
は
〈
新
訳
〉
草
稿
に
ほ
ぼ

完
全
に
留
め
ら
れ
て
お
り
、
幸
い
に
も
そ
の
実
態
を
遡
及
的
に
た
ど
る
こ
と
が
出

来
る
。
稿
者
は
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
よ
り
削
除
箇
所
へ
の
加
筆
の
痕
跡
を

調
査
し
、「
國
學
院
大
學
蔵
『
潤
一
郎
新
訳

　
源
氏
物
語
』
草
稿
山
田
書
き
入
れ

旧
訳
本

　
本
文
加
筆
箇
所
対
照
表
」（
以
下
「
対
照
表

）
14
（

」）、「
二
つ
の
谷
崎
源
氏
―

國
學
院
大
學
蔵
『
潤
一
郎
新
訳

　
源
氏
物
語
』
草
稿
よ
り
見
る
一
考
察
―
」（
以

下
「
前
稿

）
15
（

」）
と
し
て
報
告
し
た
。
山
田
書
き
入
れ
旧
訳
本
と
は
、
山
田
が
刊
行

済
み
の
旧
訳
本
に
意
見
を
書
き
入
れ
谷
崎
に
送
っ
た
校
閲
原
稿
で
あ
る
。
前
稿
で

は
加
筆
の
要
を
指
摘
す
る
書
き
入
れ
は
約
四
六
〇
箇
所
存
在
し
（
山
田
と
玉
上
と

で
誤
差
が
あ
る

）
16
（

）、禁
忌
三
箇
条
と
は
関
わ
ら
な
い
文
脈
に
も
多
く
の
削
除
が
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
割
合
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
禁
忌
三
箇
条
に
抵
触
す
る
箇
所
…
二
三
％
（
内
訳
は
、
光
源
氏
と
藤
壺
の

密
通
…
一
四
％
、
冷
泉
帝
の
出
生
…
五
％
、
光
源
氏
へ
の
太
上
天
皇
に
准

ず
る
待
遇
…
四
％
）

②
帝
（
桐
壺
帝
／
朱
雀
帝
／
冷
泉
帝
／
今
上
帝
）
の
登
場
箇
所
…
一
六
％

③
そ
の
他
…
六
一
％

※
②
は
各
帝
の
春
宮
時
代
、
譲
位
後
も
含
む
。
ま
た
、
冷
泉
帝
に
関
し
て

は
、
光
源
氏
と
の
容
貌
の
酷
似
・
出
生
な
ど
禁
忌
三
箇
条
に
関
す
る
文

脈
を
①
に
、
関
わ
ら
な
い
文
脈
を
②
に
振
り
分
け
た
。

　
問
題
は
③
、
禁
忌
三
箇
条
や
帝
に
関
わ
る
文
脈
で
は
な
い
箇
所
が
全
体
の
六
割

を
占
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
禁
忌
三
箇
条
に
関
す
る
削
除
は
数
頁
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参
院
さ
せ
よ
う
か
と
思
い
悩
む
母
に
向
け
た
、
息
子
た
ち
の
発
言
で
あ
っ
た
。
冷

泉
院
の
素
晴
ら
し
さ
は
認
め
る
も
の
の
、
美
し
か
っ
た
容
姿
が
衰
え
つ
つ
あ
り
、

春
宮
や
帝
へ
の
入
内
と
比
較
す
る
と
栄
え
が
な
い
。
参
院
を
軽
視
す
る
発
言
が
削

ら
れ
て
い
る
。

　
冷
泉
院
の
大
君
へ
の
強
い
関
心
は
、
実
の
と
こ
ろ
か
つ
て
尚
侍
と
し
て
出
仕
し

た
折
に
抱
い
た
母
玉
鬘
へ
の
忘
れ
得
ぬ
執
着
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
大
君
を

寵
愛
す
る
一
方
で
、
冷
泉
院
は
な
お
も
玉
鬘
へ
「
厄
介
な
お
心
持
」
を
抱
き
続
け

る
。
そ
の
た
め
、
玉
鬘
は
娘
の
世
話
も
ま
ま
な
ら
な
い
。

・
・
・
と
き


内
裏
へ
こ
つ
そ
り
と
伺
つ
た
り
し
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
。

【
院
へ
は
、
あ
の
厄
介
な
お
心
持
が
今
も
絶
え
な
い
で
い
ら
つ
し
や
い
ま
す

の
で
、
御
用
の
あ
る
時
に
も
決
し
て
参
上
な
さ
い
ま
せ
ぬ
。
昔
を
思
ひ
出
し

ま
す
と
、
さ
す
が
に
忝
く
思
ふ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
お
詫
び
に

も
と
、
皆
が
反
対
し
て
ゐ
た
の
を
さ
へ
知
ら
ぬ
顔
で
通
す
つ
も
り
で
、
姫
を

参
ら
せ
た
の
に
、
自
分
ま
で
が
仮
に
も
う
は
つ
い
た
噂
を
立
て
ら
れ
た
ら
、

顔
向
け
の
出
来
な
い
見
苦
し
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
と
お
思
ひ
に
な
る
の

で
し
た
が
、
さ
う
云
ふ
訳
で
参
上
を
控
へ
て
ゐ
る
と
は
、
御
息
所
に
さ
へ
お

打
ち
明
け
に
な
り
ま
せ
ぬ
の
で
、
亡
き
父
君
は
私
の
こ
と
を
昔
か
ら
取
り
分

け
大
切
に
し
て
下
す
つ
た
の
に
、
尚
侍
の
君
は
、
桜
の
争
ひ
の
や
う
な
ち
よ

つ
と
し
た
折
に
も
、
中
姫
君
に
心
を
お
寄
せ
に
な
る
風
が
あ
つ
て
、
今
も
私

の
こ
と
は
そ
ん
な
に
も
思
つ
て
下
さ
ら
な
い
と
、
恨
め
し
く
感
じ
て
い
ら
つ

し
や
る
の
で
し
た
。
院
も
亦
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
尚
侍
の
君
を
つ
れ
な
い

人
と
思
つ
て
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。「
私
の
や
う
な
老
人
に
、
あ
な
た
を

預
け
放
し
に
し
て
、
思
ひ
貶
し
め
て
を
ら
れ
る
の
も
尤
も
で
す
」
と
語
り
合

ひ
給
う
て
、
一
層
御
息
所
を
い
と
し
が
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
。】
そ
の

後
何
年
か
過
ぎ
て
、
御
息
所
は
又
男
御
子
を
お
産
み
に
な
り
ま
し
た
。

 

（〈
新
訳
〉
巻
八
ー
五
二
頁
）

　
【

　
】
で
示
し
た
通
り
、
右
の
箇
所
は
十
数
行
に
亘
る
文
脈
が
補
わ
れ
て
い
る
。

注
目
し
た
い
の
は
傍
線
部
、
玉
鬘
の
後
悔
で
あ
る
。
務
め
を
果
た
し
切
れ
な
か
っ

集
中
し
て
い
る
が
、
第
二
部
以
降
の
描
写
は
い
か
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
大
幅
な
削
除
箇
所
と
し
て
は
、「
鈴
虫
」、「
竹
河
」
二
巻
が
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
は
第
二
部
、
中
秋
の
名
月
を
愛
で
て
い
た
光
源
氏
が
冷
泉
院
か
ら
の
求
め
に

応
じ
て
参
院
す
る
「
鈴
虫
」
巻
に
注
目
し
た
い
。

大
殿
は
【
春
宮
の
女
御
の
お
ん
有
様
が
、
世
に
並
び
な
く
て
お
い
で
な
さ
れ

て
、
折
角
お
育
て
申
さ
れ
ま
し
た
甲
斐
が
あ
り
ま
す
の
も
、
又
大
将
の
、
人

に
異
な
る
お
立
派
さ
を
も
、
い
づ
れ
も
満
足
に
お
思
ひ
に
な
る
の
で
す
け
れ

ど
も
、
矢
張
こ
の
冷
泉
院
を
お
思
ひ
に
な
る
御
愛
情
に
は
格
別
な
も
の
が
あ

り
ま
し
て
、
何
に
も
増
し
て
し
み


と
深
く
お
感
じ
に
な
り
ま
す
。
院
も

始
終
大
殿
に
会
ひ
た
く
お
思
ひ
に
な
り
な
が
ら
、
御
対
面
の
折
も
稀
な
の
を

御
不
満
に
思
し
召
さ
れ
て
、
そ
れ
に
促
さ
れ
給
う
て
、
か
う
云
ふ
気
楽
な
境

遇
に
な
り
た
い
と
、
思
し
召
す
や
う
に
な
つ
た
の
で
し
た
。】
中
宮
は
、
今

は
却
つ
て
里
へ
お
退
り
に
な
る
こ
と
な
ど
も
む
づ
か
し
く
な
り
ま
し
て
、・
・
・

 
（〈
新
訳
〉
巻
七
―
七
四
頁
）

　
訳
文
の
引
用
は
〈
新
訳
〉
に
依
り
、〈
旧
訳
〉
で
削
除
さ
れ
て
い
た
該
当
箇
所

を
【

　
】
で
く
く
っ
て
い
る
。
明
石
の
女
御
、
夕
霧
大
将
と
比
較
し
て
も
ひ
と
き

わ
深
い
光
源
氏
の
冷
泉
院
へ
の
愛
情
、
そ
し
て
冷
泉
院
が
秘
か
に
抱
く
光
源
氏
へ

の
思
慕
が
、
数
行
に
亘
っ
て
大
き
く
削
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
父
子
の
秘

さ
れ
た
情
愛
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
禁
忌
三
箇
条
の
延
長

線
上
に
あ
る
く
だ
り
と
い
え
よ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
冷
泉
院
の
出
生
の
秘
密
と

は
無
関
係
の
文
脈
で
あ
る
。
第
三
部
、「
竹
河
」
巻
に
も
注
目
し
た
い
。

「
・
・
・
す
べ
て
物
事
は
時
の
勢
に
従
つ
て
こ
そ
、
世
間
の
人
も
納
得
す
る

の
で
す
。【
な
る
ほ
ど
院
は
、
世
に
類
な
く
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

盛
り
が
過
ぎ
た
と
云
ふ
感
じ
が
し
ま
す
。】
琴
笛
の
し
ら
べ
で
も
、
花
の
色

で
も
鳥
の
音
で
も
、季
節
に
合
し
て
こ
そ
人
の
耳
に
も
と
ま
る
の
で
す
・
・
・
」

 

（〈
新
訳
〉
巻
八
―
三
一
頁
）

　
右
は
、
玉
鬘
が
娘
大
君
の
処
遇
に
つ
い
て
息
子
た
ち
に
相
談
す
る
場
面
で
あ
る
。

〈
旧
訳
〉
で
削
除
さ
れ
て
い
た
の
は
、
冷
泉
院
の
熱
心
な
所
望
を
受
け
て
大
君
を
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に
わ
た
る
こ
と
も
あ
り
、
外
の
場
面
と
は
明
ら
か
な
断
絶
が
あ
る
。
し
か
し
、
皇

族
以
外
の
作
中
人
物
に
つ
い
て
も
訳
出
さ
れ
な
か
っ
た
箇
所
が
あ
る
と
い
う
事
実

は
、
や
む
な
く
最
小
限
度
の
本
文
を
削
除
し
た
と
い
う
〈
旧
訳
〉
序
文
と
は
齟
齬

を
き
た
す
。
前
稿
で
は
、
削
除
の
新
た
な
傾
向
と
し
て
「
同
居
す
る
異
性
に
向
け

た
性
的
な
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
第
四
の
禁
忌
性
が
見
出
せ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

具
体
的
に
は
、
光
源
氏
と
二
人
の
養
女
前
斎
宮
（
秋
好
中
宮
）
と
玉
鬘
、
夕
霧
と

継
母
紫
の
上
、
紀
伊
守
（
河
内
守
）
と
継
母
空

に
ま
つ
わ
る
描
写
で
あ
る
。
彼

ら
は
、
い
ず
れ
も
皇
族
で
は
な
い
。
な
ぜ
こ
れ
ら
の
作
中
人
物
の
言
動
が
一
様
に

削
除
さ
れ
た
の
か
。
前
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
結
論
を
留
保
し
た
。
女
子
供

が
読
む
の
に
適
す
る
よ
う
に
教
育
的
配
慮
が
働
い
た
、
儒
教
的
観
点
か
ら
ゆ
が
ん

だ
親
子
の
形
を
良
し
と
し
な
い
山
田
の
立
場
を
重
ん
じ
た
、
あ
る
い
は
谷
崎
自
身

が
松
子
夫
人
の
連
れ
子
と
同
居
し
て
い
た
頃
で
あ
り
養
女
に
迫
る
光
源
氏
に
何
ら

か
の
意
識
を
働
か
せ
た
、
と
い
う
い
く
つ
か
の
可
能
性
の
み
を
提
示
し
て
論
を
結

ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）
藤
壺
以
後
の
削
除
の
実
態

　
さ
て
、光
源
氏
の
誕
生
か
ら
太
上
天
皇
に
准
ず
る
位
を
得
る
ま
で
を
第
一
部（「
桐

壺
」
～
「
藤
裏
葉
」）、
光
源
氏
の
死
ま
で
を
第
二
部
（「
若
菜
上
」
～
「
幻
」
ま

た
は
「
雲
隠
」）、
光
源
氏
の
死
後
を
第
三
部
と
す
る
い
わ
ゆ
る
三
部
構
成
説
を
ふ

ま
え
、
改
め
て
削
除
の
割
合
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
部
・
・
・
七
〇
％

第
二
部
・
・
・
二
四
％

第
三
部
・
・
・
六
％

　
削
除
は
、
禁
忌
三
箇
条
の
筋
書
き
と
第
四
の
禁
忌
性
に
関
わ
る
玉
鬘
十
帖
と
を

内
包
す
る
第
一
部
に
大
き
く
偏
っ
て
い
る
。
第
二
部
以
降
は
、
柏
木
と
女
三
の
宮

の
密
通
、
そ
の
事
件
か
ら
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
が
顧
み
ら
れ
る
文
脈
に
多
く
削

除
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
今
般
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
に
亘
り

登
場
す
る
不
義
の
子
冷
泉
帝
（「
冷
泉
院
」）
で
あ
る
。
削
除
の
大
半
は
第
一
部
に

湾
攻
撃
の
わ
ず
か
五
箇
月
前
に
刊
行
が
完
了
す
る
〈
旧
訳
〉
は
、
ま
さ
に
「
時
局

の
進
展
と
緊
迫
」
を
す
り
抜
け
る
形
で
世
に
出
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
削
除
行
為
を
巻
き
戻
す
―
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と

　
残
念
な
が
ら
〈
旧
訳
〉
の
原
稿
・
草
稿
の
一
切
は
所
在
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、

改
訳
は
谷
崎
と
引
き
続
き
校
閲
を
担
当
す
る
山
田
、新
た
に
助
力
す
る
こ
と
と
な
っ

た
玉
上

彌
を
中
心
と
す
る
京
都
大
学
グ
ル
ー
プ
と
が
、
草
稿
を
介
し
て
対
面
す

る
こ
と
な
く
進
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
改
訳
の
工
程
は
〈
新
訳
〉
草
稿
に
ほ
ぼ

完
全
に
留
め
ら
れ
て
お
り
、
幸
い
に
も
そ
の
実
態
を
遡
及
的
に
た
ど
る
こ
と
が
出

来
る
。
稿
者
は
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
よ
り
削
除
箇
所
へ
の
加
筆
の
痕
跡
を

調
査
し
、「
國
學
院
大
學
蔵
『
潤
一
郎
新
訳

　
源
氏
物
語
』
草
稿
山
田
書
き
入
れ

旧
訳
本

　
本
文
加
筆
箇
所
対
照
表
」（
以
下
「
対
照
表

）
14
（

」）、「
二
つ
の
谷
崎
源
氏
―

國
學
院
大
學
蔵
『
潤
一
郎
新
訳

　
源
氏
物
語
』
草
稿
よ
り
見
る
一
考
察
―
」（
以

下
「
前
稿

）
15
（

」）
と
し
て
報
告
し
た
。
山
田
書
き
入
れ
旧
訳
本
と
は
、
山
田
が
刊
行

済
み
の
旧
訳
本
に
意
見
を
書
き
入
れ
谷
崎
に
送
っ
た
校
閲
原
稿
で
あ
る
。
前
稿
で

は
加
筆
の
要
を
指
摘
す
る
書
き
入
れ
は
約
四
六
〇
箇
所
存
在
し
（
山
田
と
玉
上
と

で
誤
差
が
あ
る

）
16
（

）、禁
忌
三
箇
条
と
は
関
わ
ら
な
い
文
脈
に
も
多
く
の
削
除
が
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
割
合
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
禁
忌
三
箇
条
に
抵
触
す
る
箇
所
…
二
三
％
（
内
訳
は
、
光
源
氏
と
藤
壺
の

密
通
…
一
四
％
、
冷
泉
帝
の
出
生
…
五
％
、
光
源
氏
へ
の
太
上
天
皇
に
准

ず
る
待
遇
…
四
％
）

②
帝
（
桐
壺
帝
／
朱
雀
帝
／
冷
泉
帝
／
今
上
帝
）
の
登
場
箇
所
…
一
六
％

③
そ
の
他
…
六
一
％

※
②
は
各
帝
の
春
宮
時
代
、
譲
位
後
も
含
む
。
ま
た
、
冷
泉
帝
に
関
し
て

は
、
光
源
氏
と
の
容
貌
の
酷
似
・
出
生
な
ど
禁
忌
三
箇
条
に
関
す
る
文

脈
を
①
に
、
関
わ
ら
な
い
文
脈
を
②
に
振
り
分
け
た
。

　
問
題
は
③
、
禁
忌
三
箇
条
や
帝
に
関
わ
る
文
脈
で
は
な
い
箇
所
が
全
体
の
六
割

を
占
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
禁
忌
三
箇
条
に
関
す
る
削
除
は
数
頁

（6）許されざる表象268



　
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
一
月
、
既
に
第
七
回
配
本
が
終
わ
り
三
八
巻
目
「
鈴

虫
」
ま
で
が
刊
行
済
み
の
時
期
の
手
紙
で
あ
る
。
次
巻
「
夕
霧
」
巻
の
進
捗
の
遅

れ
を
心
配
す
る
内
容
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
「
内
務
省
内
閲
」
と
い
う
文
言
が
確
認

で
き
る
。
内
閲
と
は
、
発
行
者
側
が
原
稿
や
ゲ
ラ
刷
り
の
段
階
で
検
閲
官
に
閲
覧

を
乞
い
、
問
題
箇
所
を
是
正
す
る
事
前
検
査
で
あ
る
。
戦
前
の
出
版
物
は
、
検
閲

に
よ
っ
て
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
発
売
頒
布
禁
止
（
発
禁
）、
削
除
処
分
、

分
割
還
付
、
次
版
改
訂
（
次
版
削
除
）
の
四
段
階
の
処
分
が
下
る
場
合
が
あ
っ
た
。

内
閲
は
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
超
法
規
的
措
置
で
あ
る
。
そ
の
実
態
は
長
ら
く
不

明
瞭
で
あ
っ
た
が
、
近
年
急
速
に
解
明
が
進
ん
で
い
る
。
牧
義
之
氏
に
よ
れ
ば
、

内
閲
が
制
度
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
の
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
頃
～
昭
和

二
年
（
一
九
二
七
）
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
も
内
々
に
適
用
さ
れ
る
場
合
が

あ
っ
た
と
い
う

）
20
（

。
次
節
で
引
用
す
る
嶋
中
宛
書
簡
や
前
掲
昭
和
一
六
年
（
一
九
四

一
）
稿
の
〈
旧
訳
〉「
奥
書
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
内
閲
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
唆
す
る
よ
う
な
記
述
は
あ
り
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
右

の
木
内
宛
封
緘
葉
書
の
言
葉
は
そ
の
確
た
る
証
拠
で
あ
り
、
刮
目
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
谷
崎
が
「
忌
避
」
の
基
準
を
把
握
し
た
上
で
そ
れ
に
基
づ

い
て
「
自
発
的
に
」
削
除
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
夕
霧
」
か
ら
「
竹
河
」

に
か
け
て
の
削
除
の
実
態
は
、
前
節
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
傍
線
部
の
書
き

ぶ
り
か
ら
、
あ
れ
が
「
内
務
省
内
閲
」
の
「
忌
避
」
に
照
ら
し
た
削
除
で
あ
っ
た

と
知
ら
れ
る
。

　
藤
壺
と
い
う
「
脊
髄
」
が
物
語
か
ら
退
場
し
、
禁
忌
三
箇
条
の
筋
書
き
を
経
過

し
た
後
も
、
谷
崎
源
氏
に
は
削
除
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
内
務
省
に
よ
る
「
忌

避
」、
即
ち
国
家
に
よ
っ
て
「
許
さ
れ
な
か
っ
た
」
こ
と
に
よ
る
処
置
で
あ
っ
た

こ
と
が
こ
こ
に
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、「
忌
避
」
の
基
準
は
一
貫
し
て
い
た
か

　
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
二
月
、〈
旧
訳
〉
を
起
筆
す
る
に
あ
た
り
、
谷
崎
は

　
前
者
は
北
山
の
僧
都
の
発
言
で
あ
る
。
原
文
「
い
と
む
つ
か
し
き
日
の
も
と
」

（『
湖
月
抄
』
三
〇
四
頁
）
と
は
仏
教
の
祖
国
イ
ン
ド
と
比
較
し
て
日
本
を
辺
境

の
地
と
と
ら
え
る
も
の
で
、
い
か
に
も
宗
教
者
ら
し
い
口
上
な
の
だ
が
〈
旧
訳
〉

で
は
取
り
除
か
れ
て
い
る
。
後
者
は
物
の
怪
と
し
て
出
現
し
た
六
条
御
息
所
の
言

葉
で
あ
る
。
問
題
視
さ
れ
た
の
は
原
文
「
斎
宮
に
お
は
し
ま
し
ゝ
比
ほ
ひ
の
、
御

つ
み
」（『
湖
月
抄
』
四
七
五
頁
）
と
い
う
箇
所
で
あ
ろ
う
。
仏
教
を
忌
み
、
神
に

仕
え
る
生
活
を
送
る
斎
宮
の
特
殊
性
を
言
わ
ん
と
す
る
言
葉
な
の
だ
が
、
天
照
大

御
神
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
を
「
罪
」
と
言
い
な
す
こ
と
が
避
け
ら
れ
た
と
思
し

い
。

　
い
ま
見
て
き
た
よ
う
な
事
例
は
戦
後
社
会
以
来
の
感
覚
で
は
実
に
他
愛
な
い
描

写
に
見
え
る
。
し
か
し
、
戦
時
下
の
社
会
に
は
、
た
と
え
些
細
な
レ
ベ
ル
で
あ
っ

て
も
国
家
の
威
厳
に
触
れ
る
箇
所
を
移
植
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

あ
た
か
も
幼
子
に
鰊
の
小
骨
を
取
っ
て
与
え
る
か
の
よ
う
に
、
実
に
丁
寧
に
取
り

除
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
処
置
は
、
い
か
な
る
配
慮
か
ら
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
平

成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）、
谷
崎
源
氏
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
西
野
厚
志
氏
に
よ
っ

て
、
雨
宮
の
後
任
と
し
て
〈
旧
訳
〉
の
編
集
を
担
当
し
た
木
内
高
音
宛
の
谷
崎
の

書
簡
四
十
四
通
が
紹
介
さ
れ
た

）
19
（

。
そ
の
全
て
が
刊
行
の
背
景
を
探
る
上
で
貴
重
で

あ
る
が
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

２
　
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
一
月
二
十
八
日
木
内
高
音
宛
〔
封
緘
葉
書
〕

（
消
印
15
・
１
・
28
）

「
夕
霧
」
よ
り
「
竹
河
」
ま
で
内
務
省
内
閲
の
方
は
パ
ス
し
て
ゐ
る
の

で
せ
う
か
、
今
度
の
所
は
別
に
忌
避
に
触
れ
さ
う
な
文
句
は
沢
山
あ
り

ま
せ
ん
し
、
二
三
気
が
つ
い
た
と
こ
ろ
は
自
発
的
に
削
除
し
ま
し
た
か

ら
心
配
は
な
い
つ
も
り
で
す
が
一
応
諒
解
だ
け
は
得
て
お
い
て
下
さ
い
、

萬
事
福
山
君
が
心
得
て
ゐ
る
筈
で
す
が
右
一
寸
ご
注
意
ま
で
に

廿
八
日 

谷
崎
生

木
内
様
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右
は
〈
旧
訳
〉
の
本
文
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

瀬
の
場
面
に
は
一
切

削
除
が
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
性
行
為
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
そ
の
ま
ゝ
放
し
て
お
し
ま
ひ
に
な
る
の
は
口
惜
し
」

い
と
す
る
女
の
肉
体
に
手
を
触
れ
た
と
い
う
事
実
、「
初
々
し
う
、
た
を


」

と
し
た
女
の
態
度
、
夜
が
明
け
ゆ
く
ま
で
の
時
間
の
経
過
は
し
っ
か
り
と
訳
出
さ

れ
て
い
る
。
行
き
ず
り
の

瀬
の
官
能
性
や
享
楽
性
よ
り
も
、
帝
で
あ
る
か
の
よ

う
に
ふ
る
ま
う
光
源
氏
の
態
度
の
方
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
重
要

で
あ
ろ
う

）
17
（

。

　
い
さ
さ
か
神
経
質
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
次
の
幼
い
匂
宮
の
発
言
で
あ
る
。

私
は
【
内
裏
の
上
よ
り
も
宮
よ
り
も
】
母
が
一
番
好
き
な
の
で
す
。

 

（〈
新
訳
〉
巻
七
―
一
五
六
頁
）

　
「
御
法
」
巻
、
紫
の
上
が
愛
す
る
紅
梅
を
匂
宮
に
託
す
場
面
で
あ
る
。
祖
母
の

死
期
が
近
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
子
ど
も
の
、
実
父
今
上
帝
よ
り
も
実
母
明
石
中

宮
よ
り
も
祖
母
が
好
き
だ
、
と
い
う
言
葉
ま
で
が
取
り
除
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
〈
旧
訳
〉
は
、
た
と
え
子
ど
も
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
帝
、
皇
族
と
誰
か
を

比
較
す
る
言
動
を
一
切
許
容
し
な
い
。
類
例
と
し
て
は
、
第
三
部
、
亡
き
大
君
へ

の
思
慕
ゆ
え
に
、
内
親
王
を
賜
る
こ
と
に
あ
り
が
た
み
を
感
じ
ら
れ
な
い
で
い
る

薫
の
心
情
が
削
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
指
摘
で
き
る

）
18
（

。

　
加
え
て
、
物
語
の
筋
書
き
や
作
中
人
物
の
動
向
と
は
質
の
異
な
る
、
平
安
時
代

の
信
仰
や
慣
習
に
関
す
る
箇
所
が
削
除
さ
れ
た
例
も
見
て
み
よ
う
。

「
全
く
、
何
の
因
縁
で
、
か
う
も
め
で
た
い
お
人
柄
の
お
方
が
、
か
や
う
な

【
ご
み


し
た
日ひ

の
も
と本

の
】
末
の
世
に
お
生
れ
な
さ
つ
た
こ
と
や
ら
と
思
ふ

と
、
悲
し
く
な
る
」・
・
・ 

（〈
新
訳
〉「
若
紫
」
一
―
一
五
八
頁
）

ど
う
か
中
宮
に
も
此
の
こ
と
を
お
伝
へ
申
し
て
下
さ
い
。【
ゆ
め


お
宮

仕
の
折
に
も
、
人
と
争
ひ
嫉
む
心
を
お
起
し
な
さ
い
ま
す
な
。
斎
宮
で
い
ら

つ
し
や
い
ま
し
た
時
の
お
罪
が
軽
く
な
る
や
う
に
、
功
徳
を
積
む
こ
と
を
必

ず
お
忘
れ
な
さ
い
ま
す
な
。】
残
念
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
な
ど
ゝ
云

ひ
続
け
る
の
で
す
が
、
・
・
・ 

（〈
新
訳
〉「
若
菜
下
」
六
―
一
五
九
頁
）

た
不
義
理
に
報
い
た
い
と
、
息
子
た
ち
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
ま
で
娘
を
参
ら
せ

た
の
に
、
そ
の
こ
と
が
皮
肉
に
も
冷
泉
院
の
執
着
心
を
煽
っ
て
し
ま
っ
た
。「
自

分
ま
で
が
仮
に
も
う
は
つ
い
た
噂
を
立
て
ら
れ
た
ら
、
顔
向
け
の
出
来
な
い
見
苦

し
い
こ
と
に
な
る
」
と
は
、
未
亡
人
で
あ
る
彼
女
自
身
が
冷
泉
院
と
深
い
仲
で
あ

る
と
い
う
流
言
が
発
生
す
る
こ
と
へ
の
危
惧
で
あ
る
。
傍
線
部
以
降
も
削
除
さ
れ

た
文
脈
は
続
き
、
そ
の
真
意
に
気
付
か
な
い
大
君
が
、
母
に
参
院
し
て
も
ら
え
な

い
こ
と
を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
、
冷
泉
院
が
距
離
を
置
く
玉
鬘
に
不
満
を

抱
い
て
い
る
こ
と
な
ど
が
〈
新
訳
〉
で
初
め
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
長
大
な
削
除

が
母
子
姦
通
の
可
能
性
に
言
及
し
た
文
脈
に
あ
た
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
光
源
氏
と
夕
顔
玉
鬘
母
娘
、
六
条
の
御
息
所
前
斎
宮
母
娘
の
例
と
相
通

ず
る
第
四
の
禁
忌
性
が
透
か
し
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
、
第
四
の
禁
忌
性
と
は
別
に
全
巻
を
通
じ
て
丁
寧
に
取
り
除
か
れ
て
い
る

点
と
し
て
、
帝
や
皇
族
と
臣
下
と
が
比
較
さ
れ
、
臣
下
が
優
越
す
る
文
脈
が
あ
る
。

例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

打
ち
ふ
る
へ
な
が
ら
「
此
処
に
人
が
」
と
仰
つ
し
や
る
の
で
す
が
、【「
私
は

誰
か
ら
も
許
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
人
を
お
呼
び
に
な
り
ま
し
て
も
、

何
も
な
り
ま
せ
ん
。】
ど
う
ぞ
お
静
か
に
」 

（〈
新
訳
〉
巻
二
―
七
〇
頁
）

　
光
源
氏
が
弘

殿
に
上
が
り
こ
み
朧
月
夜
と
契
る
「
花
宴
」
巻
、
原
文
で
は
光

源
氏
が
「
ま
ろ
は
み
な
人
に
ゆ
る
さ
れ
た
れ
ば
、
め
し
よ
せ
た
り
と
も
、
な
で
う

こ
と
か
あ
ら
ん
」（『
湖
月
抄
』
四
八
八
頁
）
と
い
っ
て
彼
女
を
説
き
伏
せ
る
。
あ

た
か
も
宮
廷
の
女
性
た
ち
を
領
有
す
る
帝
で
あ
る
か
の
よ
う
な
【

　
】
内
の
発
言

が
〈
旧
訳
〉
に
は
存
在
し
な
い
。
続
く
、
朧
月
夜
を
抱
き
上
げ
て
戸
を
閉
め
た
後

の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

君
は
酔
ひ
心
地
が
度
を
過
ぎ
て
い
ら
つ
し
や
つ
た
の
か
、
そ
の
ま
ゝ
放
し
て

お
し
ま
ひ
に
な
る
の
は
口
惜
し
く
お
思
ひ
に
な
る
の
に
、
女
も
初
々
し
う
、

た
を


と
し
て
い
ら
し
つ
て
、
手
強
い
仕
打
も
お
出
来
に
な
ら
な
い
ら
し

い
の
を
、
てマ

もマ

愛
ら
し
う
お
眺
め
に
な
る
う
ち
に
、
直
き
に
夜
が
明
け
て
行

く
あ
わ
た
ゞ
し
さ
。 

（〈
旧
訳
〉
巻
三
―
一
〇
六
頁
）
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昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
一
月
、
既
に
第
七
回
配
本
が
終
わ
り
三
八
巻
目
「
鈴

虫
」
ま
で
が
刊
行
済
み
の
時
期
の
手
紙
で
あ
る
。
次
巻
「
夕
霧
」
巻
の
進
捗
の
遅

れ
を
心
配
す
る
内
容
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
「
内
務
省
内
閲
」
と
い
う
文
言
が
確
認

で
き
る
。
内
閲
と
は
、
発
行
者
側
が
原
稿
や
ゲ
ラ
刷
り
の
段
階
で
検
閲
官
に
閲
覧

を
乞
い
、
問
題
箇
所
を
是
正
す
る
事
前
検
査
で
あ
る
。
戦
前
の
出
版
物
は
、
検
閲

に
よ
っ
て
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
発
売
頒
布
禁
止
（
発
禁
）、
削
除
処
分
、

分
割
還
付
、
次
版
改
訂
（
次
版
削
除
）
の
四
段
階
の
処
分
が
下
る
場
合
が
あ
っ
た
。

内
閲
は
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
超
法
規
的
措
置
で
あ
る
。
そ
の
実
態
は
長
ら
く
不

明
瞭
で
あ
っ
た
が
、
近
年
急
速
に
解
明
が
進
ん
で
い
る
。
牧
義
之
氏
に
よ
れ
ば
、

内
閲
が
制
度
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
の
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
頃
～
昭
和

二
年
（
一
九
二
七
）
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
も
内
々
に
適
用
さ
れ
る
場
合
が

あ
っ
た
と
い
う

）
20
（

。
次
節
で
引
用
す
る
嶋
中
宛
書
簡
や
前
掲
昭
和
一
六
年
（
一
九
四

一
）
稿
の
〈
旧
訳
〉「
奥
書
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
内
閲
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
唆
す
る
よ
う
な
記
述
は
あ
り
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
右

の
木
内
宛
封
緘
葉
書
の
言
葉
は
そ
の
確
た
る
証
拠
で
あ
り
、
刮
目
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
谷
崎
が
「
忌
避
」
の
基
準
を
把
握
し
た
上
で
そ
れ
に
基
づ

い
て
「
自
発
的
に
」
削
除
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
夕
霧
」
か
ら
「
竹
河
」

に
か
け
て
の
削
除
の
実
態
は
、
前
節
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
傍
線
部
の
書
き

ぶ
り
か
ら
、
あ
れ
が
「
内
務
省
内
閲
」
の
「
忌
避
」
に
照
ら
し
た
削
除
で
あ
っ
た

と
知
ら
れ
る
。

　
藤
壺
と
い
う
「
脊
髄
」
が
物
語
か
ら
退
場
し
、
禁
忌
三
箇
条
の
筋
書
き
を
経
過

し
た
後
も
、
谷
崎
源
氏
に
は
削
除
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
内
務
省
に
よ
る
「
忌

避
」、
即
ち
国
家
に
よ
っ
て
「
許
さ
れ
な
か
っ
た
」
こ
と
に
よ
る
処
置
で
あ
っ
た

こ
と
が
こ
こ
に
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、「
忌
避
」
の
基
準
は
一
貫
し
て
い
た
か

　
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
二
月
、〈
旧
訳
〉
を
起
筆
す
る
に
あ
た
り
、
谷
崎
は

　
前
者
は
北
山
の
僧
都
の
発
言
で
あ
る
。
原
文
「
い
と
む
つ
か
し
き
日
の
も
と
」

（『
湖
月
抄
』
三
〇
四
頁
）
と
は
仏
教
の
祖
国
イ
ン
ド
と
比
較
し
て
日
本
を
辺
境

の
地
と
と
ら
え
る
も
の
で
、
い
か
に
も
宗
教
者
ら
し
い
口
上
な
の
だ
が
〈
旧
訳
〉

で
は
取
り
除
か
れ
て
い
る
。
後
者
は
物
の
怪
と
し
て
出
現
し
た
六
条
御
息
所
の
言

葉
で
あ
る
。
問
題
視
さ
れ
た
の
は
原
文
「
斎
宮
に
お
は
し
ま
し
ゝ
比
ほ
ひ
の
、
御

つ
み
」（『
湖
月
抄
』
四
七
五
頁
）
と
い
う
箇
所
で
あ
ろ
う
。
仏
教
を
忌
み
、
神
に

仕
え
る
生
活
を
送
る
斎
宮
の
特
殊
性
を
言
わ
ん
と
す
る
言
葉
な
の
だ
が
、
天
照
大

御
神
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
を
「
罪
」
と
言
い
な
す
こ
と
が
避
け
ら
れ
た
と
思
し

い
。

　
い
ま
見
て
き
た
よ
う
な
事
例
は
戦
後
社
会
以
来
の
感
覚
で
は
実
に
他
愛
な
い
描

写
に
見
え
る
。
し
か
し
、
戦
時
下
の
社
会
に
は
、
た
と
え
些
細
な
レ
ベ
ル
で
あ
っ

て
も
国
家
の
威
厳
に
触
れ
る
箇
所
を
移
植
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

あ
た
か
も
幼
子
に
鰊
の
小
骨
を
取
っ
て
与
え
る
か
の
よ
う
に
、
実
に
丁
寧
に
取
り

除
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
処
置
は
、
い
か
な
る
配
慮
か
ら
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
平

成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）、
谷
崎
源
氏
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
西
野
厚
志
氏
に
よ
っ

て
、
雨
宮
の
後
任
と
し
て
〈
旧
訳
〉
の
編
集
を
担
当
し
た
木
内
高
音
宛
の
谷
崎
の

書
簡
四
十
四
通
が
紹
介
さ
れ
た

）
19
（

。
そ
の
全
て
が
刊
行
の
背
景
を
探
る
上
で
貴
重
で

あ
る
が
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

２
　
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
一
月
二
十
八
日
木
内
高
音
宛
〔
封
緘
葉
書
〕

（
消
印
15
・
１
・
28
）

「
夕
霧
」
よ
り
「
竹
河
」
ま
で
内
務
省
内
閲
の
方
は
パ
ス
し
て
ゐ
る
の

で
せ
う
か
、
今
度
の
所
は
別
に
忌
避
に
触
れ
さ
う
な
文
句
は
沢
山
あ
り

ま
せ
ん
し
、
二
三
気
が
つ
い
た
と
こ
ろ
は
自
発
的
に
削
除
し
ま
し
た
か

ら
心
配
は
な
い
つ
も
り
で
す
が
一
応
諒
解
だ
け
は
得
て
お
い
て
下
さ
い
、

萬
事
福
山
君
が
心
得
て
ゐ
る
筈
で
す
が
右
一
寸
ご
注
意
ま
で
に

廿
八
日 

谷
崎
生

木
内
様
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右
は
〈
旧
訳
〉
の
本
文
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

瀬
の
場
面
に
は
一
切

削
除
が
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
性
行
為
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
そ
の
ま
ゝ
放
し
て
お
し
ま
ひ
に
な
る
の
は
口
惜
し
」

い
と
す
る
女
の
肉
体
に
手
を
触
れ
た
と
い
う
事
実
、「
初
々
し
う
、
た
を


」

と
し
た
女
の
態
度
、
夜
が
明
け
ゆ
く
ま
で
の
時
間
の
経
過
は
し
っ
か
り
と
訳
出
さ

れ
て
い
る
。
行
き
ず
り
の

瀬
の
官
能
性
や
享
楽
性
よ
り
も
、
帝
で
あ
る
か
の
よ

う
に
ふ
る
ま
う
光
源
氏
の
態
度
の
方
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
重
要

で
あ
ろ
う

）
17
（

。

　
い
さ
さ
か
神
経
質
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
次
の
幼
い
匂
宮
の
発
言
で
あ
る
。

私
は
【
内
裏
の
上
よ
り
も
宮
よ
り
も
】
母
が
一
番
好
き
な
の
で
す
。

 

（〈
新
訳
〉
巻
七
―
一
五
六
頁
）

　
「
御
法
」
巻
、
紫
の
上
が
愛
す
る
紅
梅
を
匂
宮
に
託
す
場
面
で
あ
る
。
祖
母
の

死
期
が
近
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
子
ど
も
の
、
実
父
今
上
帝
よ
り
も
実
母
明
石
中

宮
よ
り
も
祖
母
が
好
き
だ
、
と
い
う
言
葉
ま
で
が
取
り
除
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
〈
旧
訳
〉
は
、
た
と
え
子
ど
も
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
帝
、
皇
族
と
誰
か
を

比
較
す
る
言
動
を
一
切
許
容
し
な
い
。
類
例
と
し
て
は
、
第
三
部
、
亡
き
大
君
へ

の
思
慕
ゆ
え
に
、
内
親
王
を
賜
る
こ
と
に
あ
り
が
た
み
を
感
じ
ら
れ
な
い
で
い
る

薫
の
心
情
が
削
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
指
摘
で
き
る

）
18
（

。

　
加
え
て
、
物
語
の
筋
書
き
や
作
中
人
物
の
動
向
と
は
質
の
異
な
る
、
平
安
時
代

の
信
仰
や
慣
習
に
関
す
る
箇
所
が
削
除
さ
れ
た
例
も
見
て
み
よ
う
。

「
全
く
、
何
の
因
縁
で
、
か
う
も
め
で
た
い
お
人
柄
の
お
方
が
、
か
や
う
な

【
ご
み


し
た
日ひ

の
も
と本

の
】
末
の
世
に
お
生
れ
な
さ
つ
た
こ
と
や
ら
と
思
ふ

と
、
悲
し
く
な
る
」・
・
・ 

（〈
新
訳
〉「
若
紫
」
一
―
一
五
八
頁
）

ど
う
か
中
宮
に
も
此
の
こ
と
を
お
伝
へ
申
し
て
下
さ
い
。【
ゆ
め


お
宮

仕
の
折
に
も
、
人
と
争
ひ
嫉
む
心
を
お
起
し
な
さ
い
ま
す
な
。
斎
宮
で
い
ら

つ
し
や
い
ま
し
た
時
の
お
罪
が
軽
く
な
る
や
う
に
、
功
徳
を
積
む
こ
と
を
必

ず
お
忘
れ
な
さ
い
ま
す
な
。】
残
念
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
な
ど
ゝ
云

ひ
続
け
る
の
で
す
が
、
・
・
・ 

（〈
新
訳
〉「
若
菜
下
」
六
―
一
五
九
頁
）

た
不
義
理
に
報
い
た
い
と
、
息
子
た
ち
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
ま
で
娘
を
参
ら
せ

た
の
に
、
そ
の
こ
と
が
皮
肉
に
も
冷
泉
院
の
執
着
心
を
煽
っ
て
し
ま
っ
た
。「
自

分
ま
で
が
仮
に
も
う
は
つ
い
た
噂
を
立
て
ら
れ
た
ら
、
顔
向
け
の
出
来
な
い
見
苦

し
い
こ
と
に
な
る
」
と
は
、
未
亡
人
で
あ
る
彼
女
自
身
が
冷
泉
院
と
深
い
仲
で
あ

る
と
い
う
流
言
が
発
生
す
る
こ
と
へ
の
危
惧
で
あ
る
。
傍
線
部
以
降
も
削
除
さ
れ

た
文
脈
は
続
き
、
そ
の
真
意
に
気
付
か
な
い
大
君
が
、
母
に
参
院
し
て
も
ら
え
な

い
こ
と
を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
、
冷
泉
院
が
距
離
を
置
く
玉
鬘
に
不
満
を

抱
い
て
い
る
こ
と
な
ど
が
〈
新
訳
〉
で
初
め
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
長
大
な
削
除

が
母
子
姦
通
の
可
能
性
に
言
及
し
た
文
脈
に
あ
た
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
光
源
氏
と
夕
顔
玉
鬘
母
娘
、
六
条
の
御
息
所
前
斎
宮
母
娘
の
例
と
相
通

ず
る
第
四
の
禁
忌
性
が
透
か
し
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
、
第
四
の
禁
忌
性
と
は
別
に
全
巻
を
通
じ
て
丁
寧
に
取
り
除
か
れ
て
い
る

点
と
し
て
、
帝
や
皇
族
と
臣
下
と
が
比
較
さ
れ
、
臣
下
が
優
越
す
る
文
脈
が
あ
る
。

例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

打
ち
ふ
る
へ
な
が
ら
「
此
処
に
人
が
」
と
仰
つ
し
や
る
の
で
す
が
、【「
私
は

誰
か
ら
も
許
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
人
を
お
呼
び
に
な
り
ま
し
て
も
、

何
も
な
り
ま
せ
ん
。】
ど
う
ぞ
お
静
か
に
」 

（〈
新
訳
〉
巻
二
―
七
〇
頁
）

　
光
源
氏
が
弘

殿
に
上
が
り
こ
み
朧
月
夜
と
契
る
「
花
宴
」
巻
、
原
文
で
は
光

源
氏
が
「
ま
ろ
は
み
な
人
に
ゆ
る
さ
れ
た
れ
ば
、
め
し
よ
せ
た
り
と
も
、
な
で
う

こ
と
か
あ
ら
ん
」（『
湖
月
抄
』
四
八
八
頁
）
と
い
っ
て
彼
女
を
説
き
伏
せ
る
。
あ

た
か
も
宮
廷
の
女
性
た
ち
を
領
有
す
る
帝
で
あ
る
か
の
よ
う
な
【

　
】
内
の
発
言

が
〈
旧
訳
〉
に
は
存
在
し
な
い
。
続
く
、
朧
月
夜
を
抱
き
上
げ
て
戸
を
閉
め
た
後

の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

君
は
酔
ひ
心
地
が
度
を
過
ぎ
て
い
ら
つ
し
や
つ
た
の
か
、
そ
の
ま
ゝ
放
し
て

お
し
ま
ひ
に
な
る
の
は
口
惜
し
く
お
思
ひ
に
な
る
の
に
、
女
も
初
々
し
う
、

た
を


と
し
て
い
ら
し
つ
て
、
手
強
い
仕
打
も
お
出
来
に
な
ら
な
い
ら
し

い
の
を
、
てマ

もマ

愛
ら
し
う
お
眺
め
に
な
る
う
ち
に
、
直
き
に
夜
が
明
け
て
行

く
あ
わ
た
ゞ
し
さ
。 

（〈
旧
訳
〉
巻
三
―
一
〇
六
頁
）
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六
）
三
月
二
日
付
、
谷
崎
の
雨
宮
宛
の
書
簡
に
は
「
原
稿
二
六
〇
頁
最
後
の
行
よ

り
二
六
三
頁
第
二
行
目
へ
至
る
間
は
、
源
氏
物
語
中
最
も
当
局
の
忌
避
に
触
れ
る

恐
れ
あ
り
非
常
に
原
文
よ
り
も
省
略
し
た
り

）
29
（

」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
。
こ
れ

は
「
若
紫
」
巻
の
光
源
氏
と
藤
壺
の

瀬
の
箇
所
に
あ
た
る
。
言
う
な
れ
ば
禁
忌

三
箇
条
の
軸
で
あ
り
、
申
し
合
わ
せ
通
り
の
「
省
略
」
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
と

は
い
え
、
別
稿
で
指
摘
し
た
通
り
「
若
紫
」
で
は
頭
注
を
用
い
、
禁
忌
三
箇
条
の

筋
書
き
を
巧
妙
に
読
み
取
ら
せ
る
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る

）
30
（

。「
晦
渋
さ
」
を
も
っ

て
「
ボ
カ
」
す
手
法
は
当
初
の
目
論
見
通
り
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
桐
壺
」
か
ら
「
若
紫
」
に
か
け
て
は
、
か
な
り
冒
険
的
に
、
言
い
換
え
れ
ば

お
お
ら
か
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
五
巻
が
全
て
〈
旧
訳
〉
巻

一
、
二
に
収
め
ら
れ
第
一
回
目
に
配
本
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
削
除
の
実
態
を
探
る
上
で
目
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
配
本
の
時
期

な
の
で
は
な
い
か
。
今
一
度
対
照
表
を
整
理
し
、
今
度
は
配
本
ご
と
の
削
除
の
割

合
に
着
目
し
て
み
た
い
。

【
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）】

九
月

　
　
谷
崎
訳
了
（「
源
氏
物
語
序
」
よ
り
）

一
一
月

　
「
序
文
」
発
表

【
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）】

一
月

　
　
第
一
回
配
本
（
巻
一
桐
壺
～
空

・
巻
二
夕
顔
、
若
紫
）
…
二
・
八
％

四
月

　
　
第
二
回
配
本
（
巻
三
末
摘
花
～
花
宴
・
巻
四
葵
～
花
散
里
）
…
一
四
％

六
月

　
　
第
三
回
配
本
（
巻
五
須
磨
～
明
石
・
巻
六
澪
標
、
～
関
屋
）
…
一
七
％

七
月

　
　
第
四
回
配
本
（
巻
七
絵
合
～
薄
雲
・
巻
八
槿
、
乙
女
）
…
一
四
％

八
月

　
　
第
五
回
配
本
（
巻
九
玉
鬘
～
胡
蝶
・
巻
一
〇
蛍
～
行
幸
）
…
一
六
％

一
〇
月

　
第
六
回
配
本
（
巻
一
一
藤
袴
～
藤
裏
葉
・
巻
一
二
若
菜
上
）
…
一
三
％

一
二
月

　
第
七
回
配
本
（
巻
一
三
若
菜
下
・
巻
一
四
柏
木
～
鈴
虫
）…
一
五
・
二
％

【
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）】

三
月

　
　
第
八
回
配
本
（
巻
一
五
夕
霧
・
巻
一
六
御
法
～
竹
河
）
…
三
・
二
％

六
月

　
　
第
九
回
配
本
（
巻
一
七
橋
姫
、椎
本
・
巻
一
八
総
角
、早
蕨
）…
一
・
五
％

し
い
心
地
が
せ
ら
れ
て
、「
う
つ
ゝ
の
や
う
に
は
覚
え
ま
せ
ぬ
。
数
な
ら
ぬ

身
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
や
う
に
人
を
見
下
し
給
ふ
お
心
の
程
を
、
何

で
浅
か
ら
ず
考
へ
ら
れ
ま
せ
う
。
斯
様
な
者
に
は
斯
様
な
者
の
分
際
と
云
ふ

も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
も
の
を
」
と
云
つ
て
、
こ
ん
な
風
に
御
無
体
に
な
さ
る

の
を
、
つ
く


情
な
く
思
ひ
入
つ
て
ゐ
る
風
情
な
の
で
、
不
憫
に
も
き
ま

り
悪
く
も
お
な
り
な
さ
れ
て
、
・
・
・

 

（〈
旧
訳
〉「
帚
木
」
巻
一
―
一
一
六
～
一
一
七
頁
）

　
右
は
、〈
旧
訳
〉
の
光
源
氏
と
空

と
が
紀
伊
守
邸
に
お
い
て
関
係
を
結
ぶ
場

面
で
あ
る
。
混
乱
す
る
空

の
心
中
や
無
体
な
仕
打
ち
に
対
す
る
苦
痛
を
訴
え
る

言
葉
は
そ
の
ま
ま
訳
出
さ
れ
て
い
る
。前
掲
朧
月
夜
と
の

瀬
の
場
合
と
同
様
、『
源

氏
物
語
』
は
肉
体
の
交
わ
り
、
そ
の
動
作
を
具
体
的
に
記
す
こ
と
は
な
い
。「
け

は
ひ
」「
心
地
」
な
ど
の
表
現
を
通
し
て
、
読
者
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
を
推
測

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
続
く
場
面
に
は
「
な
ぜ
さ
う
疎
ま
し
い
者
に
お
思
ひ
に
な

る
の
で
す
。
ゆ
く
り
な
く
お
目
に
か
ゝ
れ
た
の
が
、
却
つ
て
因
縁
の
深
い
証
拠
だ

と
は
お
考
へ
に
な
ら
な
い
で
せ
う
か
。
ま
る
で
世
間
を
知
ら
な
い
や
う
に
空
惚
け

て
お
い
で
に
な
る
の
は
、
あ
ん
ま
り
だ
と
思
ひ
ま
す
」（〈
旧
訳
〉「
帚
木
」
巻
一

―
一
一
八
頁
）
と
い
う
空

の
つ
れ
な
さ
を
な
じ
る
光
源
氏
の
言
葉
も
あ
る
。
男

を
知
ら
ぬ
生
娘
で
も
あ
る
ま
い
に
と
い
う
言
い
草
も
含
め
て
、
空

の
登
場
箇
所

に
つ
い
て
は
原
文
が
ほ
ぼ
忠
実
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
字
面
だ
け
見
れ
ば
上
演
禁

止
と
な
っ
た
番
匠
谷
脚
本
（
後
述
）
よ
り
は
る
か
に
な
ま
め
か
し
い

）
26
（

。
後
年
、
雨

宮
は
戦
時
下
を
振
り
返
り
、「
検
閲
制
度
が
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
か

ら
思
想
面
に
い
た
る
ま
で
、
検
閲
を
と
お
る
か
通
ら
ぬ
か
の
ギ
リ
ギ
リ
の
線
ま
で

編
集
の
網
を
な
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
い
雑
誌
、
売
れ
る
雑
誌
が
つ
く
れ
る
、

と
い
う
気
概
と
商
魂
と
が
一
貫
し
て
い
た
」
と
明
か
し
て
い
る

）
27
（

。
難
解
な
原
典
を

「
ギ
リ
ギ
リ
の
線
」
で
、
流
麗
に
し
て
か
ん
で
ふ
く
め
る
よ
う
な
訳
文
に
置
き
換

え
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
売
れ
る
―
類
似
の
公
算
が
〈
旧
訳
〉
に
も
働
い
た
の
で

は
な
い
か
。様
々
な
思
惑
が
重
な
り
、結
果
的
に
優
艶
な
訳
文
は
世
に
出
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る

）
28
（

。
そ
の
後
、
二
・
二
六
事
件
直
後
に
あ
た
る
昭
和
一
一
年
（
一
九
三

（11） 同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第39巻　2022年

を
発
し
た
警
視
庁
保
安
部
課
長

）
23
（

の
言
葉
を
報
じ
て
い
る
。
曰
く
、
こ
の
度
の
判
断

は
『
源
氏
物
語
』
の
古
典
と
し
て
の
価
値
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
く
、「
光
源

氏
を
中
心
と
し
た
当
時
の
人
達
の
姦
通
な
ど
徹
頭
徹
尾
恋
愛
物
語
り
に
終
始
し
風

教
上
害
が
あ
る
」
脚
本
上
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
漁
色
家
の
代
表
格
ド
ン
フ
ア

ン
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
通
り
、
上
映
禁
止
の
理
由
は
風
俗
を

壊
乱
す
る
と
い
う
文
脈
で
説
明
さ
れ
た

）
24
（

。
番
匠
谷
脚
本
に
描
か
れ
た
の
は
、
男
た

ち
が
集
ま
っ
て
女
性
論
を
展
開
す
る
雨
夜
の
品
定
め
か
ら
、
光
源
氏
と
空

、
夕

顔
、
若
紫
、
末
摘
花
、
葵
の
上
、
朧
月
夜
ら
と
の
関
係
性
で
あ
り
、
藤
壺
は
登
場

し
て
こ
な
い
。
か
つ
、
制
作
サ
イ
ド
は
三
度
の
脚
本
の
書
き
換
え
を
行
っ
た
が
、

つ
い
ぞ
上
演
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
不
許
可
の
報
を
受
け
、
と
り
わ
け
反
駁
し
た
の

は
女
学
生
た
ち
で
あ
っ
た
。「
東
京
日
日
新
聞
」
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
一

月
二
六
日
朝
刊
に
は
「『
源
氏
異
変
』
に
逆
立
つ
柳
の
眉

　
六
条
御
息
所
の
御
憤

り
も
か
く
や

　
紫
式
部
学
会
の
例
会
」
と
い
う
見
出
し
が
躍
り
、
紫
式
部
学
会
が

行
っ
た
上
演
禁
止
の
経
緯
報
告
に
「
女
子
大
学
、
専
門
学
校
の
生
徒
や
女
学
校
教

師
な
ど
上
代
文
学
の
研
究
に
熱
心
な
う
ら
若
い
女
性
達
」
が
押
し
寄
せ
た
こ
と
が

報
じ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
反
響
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
上
演
に
用
い
る

予
定
で
あ
っ
た
衣
装
や
大
道
具
を
展
示
す
る
「
源
氏
物
語
葬
」
ま
で
開
催
さ
れ
る

騒
動
と
な
っ
た
の
で
あ
る

）
25
（

。

　
そ
れ
で
は
、
約
六
年
を
経
た
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
一
月
配
本
の
〈
旧
訳
〉

巻
一
に
お
い
て
、
空

に
ま
つ
わ
る
場
面
は
ど
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
実
の
と
こ
ろ
「
帚
木
」

「
空

」
二
巻
に
は
ほ
と
ん
ど
削
除
の
痕
は
な
く
、
加
筆
が
あ
る
箇
所
も
逐
語
訳

に
近
づ
け
る
た
め
の
語
句
を
書
き
足
す
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
。

女
君
は
又
、
此
の
女
房
が
何
と
思
ふ
で
あ
ら
う
か
と
考
へ
る
だ
け
で
も
死
ぬ

ほ
ど
辛
く
て
、
流
れ
る
ば
か
り
汗
に
漬
か
つ
て
、
ひ
ど
く
苦
し
さ
う
に
し
て

ゐ
る
の
が
、
此
の
上
も
な
く
傷
々
し
う
見
え
る
の
に
、
例
の
お
口
上
手
で
、

何
処
か
ら
あ
ゝ
云
ふ
お
言
葉
を
お
引
き
出
し
に
な
る
も
の
や
ら
、
し
ん
み
り

と
胸
に
沁
み
入
る
や
う
に
お
口
説
き
に
な
る
の
で
あ
つ
た
が
、
や
は
り
厭
は

中
央
公
論
社
社
長
嶋
中
雄
作
に
宛
て
た
書
簡
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

）
21
（

。

梗
概
で
な
く
全
訳
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
全
く
文
章
上
の
技
巧
の
み
の
問
題

に
な
り
ま
す
か
ら
此
の
点
は
大
に
自
信
が
あ
り
ま
す
、
現
代
文
を
以
て
充
分

源
氏
の
心
持
ち
を
出
せ
る
つ
も
り
で
す
、
発
禁
の
恐
れ
は
断
じ
て
あ
り
ま
せ

ん
、
さ
う
云
ふ
場
所
は
、
原
文
と
同
程
度
の
晦
渋
さ
を
以
て
訳
し
ま
す
、（
或

る
場
合
に
は
一
層
ボ
カ
し
て
し
ま
ひ
ま
す
、そ
の
方
が
却
て
色
気
が
出
ま
す
）

し
か
し
御
心
配
な
ら
ば
訳
者
の
意
図
を
打
明
け
て
予
め
当
局
の
諒
解
を
得
て

お
い
た
ら
ば
ど
う
で
せ
う
、（
た
と
へ
ば
空

の
や
う
な
、
最
も
危
険
の
多

い
所
を
先
に
訳
し
て
当
局
者
に
見
せ
て
も
よ
ろ
し
）

　
右
に
先
行
す
る
嶋
中
の
書
簡
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
書
き
ぶ
り
か
ら
し

て
中
央
公
論
社
側
か
ら
発
禁
へ
の
危
惧
が
谷
崎
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

谷
崎
は
早
々
と
、「
予
め
当
局
の
諒
解
を
得
」
る
、
乃
ち
内
閲
を
受
け
る
こ
と
を

提
案
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
谷
崎
が
皇
族
や
天
皇
が
一
切
か
か
わ
ら
な
い
空


の
物
語
を
「
最
も
危
険
の
多
い
所
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お

そ
ら
く
こ
こ
に
は
、
前
年
一
一
月
、
若
手
の
歌
舞
妓
俳
優
で
あ
っ
た
坂
東
蓑
助
（
八

代
目
三
津
五
郎
）を
中
心
と
す
る
新
劇
場
と
い
う
劇
団
が
番
匠
谷
英
一
脚
色
の『
源

氏
物
語
』
の
上
演
を
企
画
し
不
許
可
と
な
っ
た
事
件
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
当
時

の
新
聞
記
事
を
見
て
み
よ
う

）
22
（

。

源
氏
物
語
上
映
禁
止
の
理
由
に
つ
い
て
警
視
庁
重
田
保
安
課
長
は
語
る

つ
ま
り
今
度
出
た
脚
本
の
源
氏
物
語
を
禁
止
し
た
の
で
あ
つ
て
源
氏
物

語
其
物
が
偉
大
な
古
典
文
学
と
し
其
存
在
に
は
異
議
が
な
い
問
題
の
脚

本
は
光
源
氏
を
中
心
と
し
た
当
時
の
人
達
の
姦
通
な
ど
徹
頭
徹
尾
恋
愛

物
語
り
に
終
始
し
風
教
上
害
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
式
部
学
会
や
主
催
者

側
の
言
分
は
単
な
る
ド
ン
フ
ア
ン
の
記
録
で
な
く
も
つ
と
そ
の
奥
に
深

い
も
の
が
あ
る
と
い
つ
て
ゐ
る
、
し
か
し
こ
の
脚
本
が
一
旦
上
演
さ
れ

た
場
合
に
主
催
者
の
意
図
が
そ
の
ま
ゝ
大
衆
に
は
握
さ
れ
る
や
否
や
は

疑
問
で
あ
る
。

　
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
一
月
二
三
日
付
『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕
刊
は
、
命
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六
）
三
月
二
日
付
、
谷
崎
の
雨
宮
宛
の
書
簡
に
は
「
原
稿
二
六
〇
頁
最
後
の
行
よ

り
二
六
三
頁
第
二
行
目
へ
至
る
間
は
、
源
氏
物
語
中
最
も
当
局
の
忌
避
に
触
れ
る

恐
れ
あ
り
非
常
に
原
文
よ
り
も
省
略
し
た
り

）
29
（

」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
。
こ
れ

は
「
若
紫
」
巻
の
光
源
氏
と
藤
壺
の

瀬
の
箇
所
に
あ
た
る
。
言
う
な
れ
ば
禁
忌

三
箇
条
の
軸
で
あ
り
、
申
し
合
わ
せ
通
り
の
「
省
略
」
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
と

は
い
え
、
別
稿
で
指
摘
し
た
通
り
「
若
紫
」
で
は
頭
注
を
用
い
、
禁
忌
三
箇
条
の

筋
書
き
を
巧
妙
に
読
み
取
ら
せ
る
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る

）
30
（

。「
晦
渋
さ
」
を
も
っ

て
「
ボ
カ
」
す
手
法
は
当
初
の
目
論
見
通
り
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
桐
壺
」
か
ら
「
若
紫
」
に
か
け
て
は
、
か
な
り
冒
険
的
に
、
言
い
換
え
れ
ば

お
お
ら
か
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
五
巻
が
全
て
〈
旧
訳
〉
巻

一
、
二
に
収
め
ら
れ
第
一
回
目
に
配
本
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
削
除
の
実
態
を
探
る
上
で
目
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
配
本
の
時
期

な
の
で
は
な
い
か
。
今
一
度
対
照
表
を
整
理
し
、
今
度
は
配
本
ご
と
の
削
除
の
割

合
に
着
目
し
て
み
た
い
。

【
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）】

九
月

　
　
谷
崎
訳
了
（「
源
氏
物
語
序
」
よ
り
）

一
一
月

　
「
序
文
」
発
表

【
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）】

一
月

　
　
第
一
回
配
本
（
巻
一
桐
壺
～
空

・
巻
二
夕
顔
、
若
紫
）
…
二
・
八
％

四
月

　
　
第
二
回
配
本
（
巻
三
末
摘
花
～
花
宴
・
巻
四
葵
～
花
散
里
）
…
一
四
％

六
月

　
　
第
三
回
配
本
（
巻
五
須
磨
～
明
石
・
巻
六
澪
標
、
～
関
屋
）
…
一
七
％

七
月

　
　
第
四
回
配
本
（
巻
七
絵
合
～
薄
雲
・
巻
八
槿
、
乙
女
）
…
一
四
％

八
月

　
　
第
五
回
配
本
（
巻
九
玉
鬘
～
胡
蝶
・
巻
一
〇
蛍
～
行
幸
）
…
一
六
％

一
〇
月

　
第
六
回
配
本
（
巻
一
一
藤
袴
～
藤
裏
葉
・
巻
一
二
若
菜
上
）
…
一
三
％

一
二
月

　
第
七
回
配
本
（
巻
一
三
若
菜
下
・
巻
一
四
柏
木
～
鈴
虫
）…
一
五
・
二
％

【
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）】

三
月

　
　
第
八
回
配
本
（
巻
一
五
夕
霧
・
巻
一
六
御
法
～
竹
河
）
…
三
・
二
％

六
月

　
　
第
九
回
配
本
（
巻
一
七
橋
姫
、椎
本
・
巻
一
八
総
角
、早
蕨
）…
一
・
五
％

し
い
心
地
が
せ
ら
れ
て
、「
う
つ
ゝ
の
や
う
に
は
覚
え
ま
せ
ぬ
。
数
な
ら
ぬ

身
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
や
う
に
人
を
見
下
し
給
ふ
お
心
の
程
を
、
何

で
浅
か
ら
ず
考
へ
ら
れ
ま
せ
う
。
斯
様
な
者
に
は
斯
様
な
者
の
分
際
と
云
ふ

も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
も
の
を
」
と
云
つ
て
、
こ
ん
な
風
に
御
無
体
に
な
さ
る

の
を
、
つ
く


情
な
く
思
ひ
入
つ
て
ゐ
る
風
情
な
の
で
、
不
憫
に
も
き
ま

り
悪
く
も
お
な
り
な
さ
れ
て
、
・
・
・

 

（〈
旧
訳
〉「
帚
木
」
巻
一
―
一
一
六
～
一
一
七
頁
）

　
右
は
、〈
旧
訳
〉
の
光
源
氏
と
空

と
が
紀
伊
守
邸
に
お
い
て
関
係
を
結
ぶ
場

面
で
あ
る
。
混
乱
す
る
空

の
心
中
や
無
体
な
仕
打
ち
に
対
す
る
苦
痛
を
訴
え
る

言
葉
は
そ
の
ま
ま
訳
出
さ
れ
て
い
る
。前
掲
朧
月
夜
と
の

瀬
の
場
合
と
同
様
、『
源

氏
物
語
』
は
肉
体
の
交
わ
り
、
そ
の
動
作
を
具
体
的
に
記
す
こ
と
は
な
い
。「
け

は
ひ
」「
心
地
」
な
ど
の
表
現
を
通
し
て
、
読
者
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
を
推
測

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
続
く
場
面
に
は
「
な
ぜ
さ
う
疎
ま
し
い
者
に
お
思
ひ
に
な

る
の
で
す
。
ゆ
く
り
な
く
お
目
に
か
ゝ
れ
た
の
が
、
却
つ
て
因
縁
の
深
い
証
拠
だ

と
は
お
考
へ
に
な
ら
な
い
で
せ
う
か
。
ま
る
で
世
間
を
知
ら
な
い
や
う
に
空
惚
け

て
お
い
で
に
な
る
の
は
、
あ
ん
ま
り
だ
と
思
ひ
ま
す
」（〈
旧
訳
〉「
帚
木
」
巻
一

―
一
一
八
頁
）
と
い
う
空

の
つ
れ
な
さ
を
な
じ
る
光
源
氏
の
言
葉
も
あ
る
。
男

を
知
ら
ぬ
生
娘
で
も
あ
る
ま
い
に
と
い
う
言
い
草
も
含
め
て
、
空

の
登
場
箇
所

に
つ
い
て
は
原
文
が
ほ
ぼ
忠
実
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
字
面
だ
け
見
れ
ば
上
演
禁

止
と
な
っ
た
番
匠
谷
脚
本
（
後
述
）
よ
り
は
る
か
に
な
ま
め
か
し
い

）
26
（

。
後
年
、
雨

宮
は
戦
時
下
を
振
り
返
り
、「
検
閲
制
度
が
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
か

ら
思
想
面
に
い
た
る
ま
で
、
検
閲
を
と
お
る
か
通
ら
ぬ
か
の
ギ
リ
ギ
リ
の
線
ま
で

編
集
の
網
を
な
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
い
雑
誌
、
売
れ
る
雑
誌
が
つ
く
れ
る
、

と
い
う
気
概
と
商
魂
と
が
一
貫
し
て
い
た
」
と
明
か
し
て
い
る

）
27
（

。
難
解
な
原
典
を

「
ギ
リ
ギ
リ
の
線
」
で
、
流
麗
に
し
て
か
ん
で
ふ
く
め
る
よ
う
な
訳
文
に
置
き
換

え
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
売
れ
る
―
類
似
の
公
算
が
〈
旧
訳
〉
に
も
働
い
た
の
で

は
な
い
か
。様
々
な
思
惑
が
重
な
り
、結
果
的
に
優
艶
な
訳
文
は
世
に
出
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る

）
28
（

。
そ
の
後
、
二
・
二
六
事
件
直
後
に
あ
た
る
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
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を
発
し
た
警
視
庁
保
安
部
課
長

）
23
（

の
言
葉
を
報
じ
て
い
る
。
曰
く
、
こ
の
度
の
判
断

は
『
源
氏
物
語
』
の
古
典
と
し
て
の
価
値
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
く
、「
光
源

氏
を
中
心
と
し
た
当
時
の
人
達
の
姦
通
な
ど
徹
頭
徹
尾
恋
愛
物
語
り
に
終
始
し
風

教
上
害
が
あ
る
」
脚
本
上
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
漁
色
家
の
代
表
格
ド
ン
フ
ア

ン
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
通
り
、
上
映
禁
止
の
理
由
は
風
俗
を

壊
乱
す
る
と
い
う
文
脈
で
説
明
さ
れ
た

）
24
（

。
番
匠
谷
脚
本
に
描
か
れ
た
の
は
、
男
た

ち
が
集
ま
っ
て
女
性
論
を
展
開
す
る
雨
夜
の
品
定
め
か
ら
、
光
源
氏
と
空

、
夕

顔
、
若
紫
、
末
摘
花
、
葵
の
上
、
朧
月
夜
ら
と
の
関
係
性
で
あ
り
、
藤
壺
は
登
場

し
て
こ
な
い
。
か
つ
、
制
作
サ
イ
ド
は
三
度
の
脚
本
の
書
き
換
え
を
行
っ
た
が
、

つ
い
ぞ
上
演
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
不
許
可
の
報
を
受
け
、
と
り
わ
け
反
駁
し
た
の

は
女
学
生
た
ち
で
あ
っ
た
。「
東
京
日
日
新
聞
」
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
一

月
二
六
日
朝
刊
に
は
「『
源
氏
異
変
』
に
逆
立
つ
柳
の
眉

　
六
条
御
息
所
の
御
憤

り
も
か
く
や

　
紫
式
部
学
会
の
例
会
」
と
い
う
見
出
し
が
躍
り
、
紫
式
部
学
会
が

行
っ
た
上
演
禁
止
の
経
緯
報
告
に
「
女
子
大
学
、
専
門
学
校
の
生
徒
や
女
学
校
教

師
な
ど
上
代
文
学
の
研
究
に
熱
心
な
う
ら
若
い
女
性
達
」
が
押
し
寄
せ
た
こ
と
が

報
じ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
反
響
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
上
演
に
用
い
る

予
定
で
あ
っ
た
衣
装
や
大
道
具
を
展
示
す
る
「
源
氏
物
語
葬
」
ま
で
開
催
さ
れ
る

騒
動
と
な
っ
た
の
で
あ
る

）
25
（

。

　
そ
れ
で
は
、
約
六
年
を
経
た
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
一
月
配
本
の
〈
旧
訳
〉

巻
一
に
お
い
て
、
空

に
ま
つ
わ
る
場
面
は
ど
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
実
の
と
こ
ろ
「
帚
木
」

「
空

」
二
巻
に
は
ほ
と
ん
ど
削
除
の
痕
は
な
く
、
加
筆
が
あ
る
箇
所
も
逐
語
訳

に
近
づ
け
る
た
め
の
語
句
を
書
き
足
す
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
。

女
君
は
又
、
此
の
女
房
が
何
と
思
ふ
で
あ
ら
う
か
と
考
へ
る
だ
け
で
も
死
ぬ

ほ
ど
辛
く
て
、
流
れ
る
ば
か
り
汗
に
漬
か
つ
て
、
ひ
ど
く
苦
し
さ
う
に
し
て

ゐ
る
の
が
、
此
の
上
も
な
く
傷
々
し
う
見
え
る
の
に
、
例
の
お
口
上
手
で
、

何
処
か
ら
あ
ゝ
云
ふ
お
言
葉
を
お
引
き
出
し
に
な
る
も
の
や
ら
、
し
ん
み
り

と
胸
に
沁
み
入
る
や
う
に
お
口
説
き
に
な
る
の
で
あ
つ
た
が
、
や
は
り
厭
は

中
央
公
論
社
社
長
嶋
中
雄
作
に
宛
て
た
書
簡
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

）
21
（

。

梗
概
で
な
く
全
訳
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
全
く
文
章
上
の
技
巧
の
み
の
問
題

に
な
り
ま
す
か
ら
此
の
点
は
大
に
自
信
が
あ
り
ま
す
、
現
代
文
を
以
て
充
分

源
氏
の
心
持
ち
を
出
せ
る
つ
も
り
で
す
、
発
禁
の
恐
れ
は
断
じ
て
あ
り
ま
せ

ん
、
さ
う
云
ふ
場
所
は
、
原
文
と
同
程
度
の
晦
渋
さ
を
以
て
訳
し
ま
す
、（
或

る
場
合
に
は
一
層
ボ
カ
し
て
し
ま
ひ
ま
す
、そ
の
方
が
却
て
色
気
が
出
ま
す
）

し
か
し
御
心
配
な
ら
ば
訳
者
の
意
図
を
打
明
け
て
予
め
当
局
の
諒
解
を
得
て

お
い
た
ら
ば
ど
う
で
せ
う
、（
た
と
へ
ば
空

の
や
う
な
、
最
も
危
険
の
多

い
所
を
先
に
訳
し
て
当
局
者
に
見
せ
て
も
よ
ろ
し
）

　
右
に
先
行
す
る
嶋
中
の
書
簡
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
書
き
ぶ
り
か
ら
し

て
中
央
公
論
社
側
か
ら
発
禁
へ
の
危
惧
が
谷
崎
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

谷
崎
は
早
々
と
、「
予
め
当
局
の
諒
解
を
得
」
る
、
乃
ち
内
閲
を
受
け
る
こ
と
を

提
案
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
谷
崎
が
皇
族
や
天
皇
が
一
切
か
か
わ
ら
な
い
空


の
物
語
を
「
最
も
危
険
の
多
い
所
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お

そ
ら
く
こ
こ
に
は
、
前
年
一
一
月
、
若
手
の
歌
舞
妓
俳
優
で
あ
っ
た
坂
東
蓑
助
（
八

代
目
三
津
五
郎
）を
中
心
と
す
る
新
劇
場
と
い
う
劇
団
が
番
匠
谷
英
一
脚
色
の『
源

氏
物
語
』
の
上
演
を
企
画
し
不
許
可
と
な
っ
た
事
件
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
当
時

の
新
聞
記
事
を
見
て
み
よ
う

）
22
（

。

源
氏
物
語
上
映
禁
止
の
理
由
に
つ
い
て
警
視
庁
重
田
保
安
課
長
は
語
る

つ
ま
り
今
度
出
た
脚
本
の
源
氏
物
語
を
禁
止
し
た
の
で
あ
つ
て
源
氏
物

語
其
物
が
偉
大
な
古
典
文
学
と
し
其
存
在
に
は
異
議
が
な
い
問
題
の
脚

本
は
光
源
氏
を
中
心
と
し
た
当
時
の
人
達
の
姦
通
な
ど
徹
頭
徹
尾
恋
愛

物
語
り
に
終
始
し
風
教
上
害
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
式
部
学
会
や
主
催
者

側
の
言
分
は
単
な
る
ド
ン
フ
ア
ン
の
記
録
で
な
く
も
つ
と
そ
の
奥
に
深

い
も
の
が
あ
る
と
い
つ
て
ゐ
る
、
し
か
し
こ
の
脚
本
が
一
旦
上
演
さ
れ

た
場
合
に
主
催
者
の
意
図
が
そ
の
ま
ゝ
大
衆
に
は
握
さ
れ
る
や
否
や
は

疑
問
で
あ
る
。

　
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
一
月
二
三
日
付
『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕
刊
は
、
命

（10）許されざる表象264



行
さ
れ
た
『
思
想
と
風
俗
』
に
収
め
ら
れ
た
「
風
俗
警
察
と
文
化
警
察

）
38
（

」
に
お
い

て
、
戸
坂
は
前
述
の
番
匠
谷
脚
本
の
一
件
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
併
し
実
は
か
う
な
の
で
あ
る
。
予
め
禁
止
す
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
内
達

が
当
事
者
へ
あ
つ
た
の
で
、
検
閲
係
長
に
当
事
者
が
面
会
す
る
と
、
一
、
宮

内
省
関
係
の
禁
忌
な
き
場
合
、
二
、
古
典
に
理
解
あ
る
者
だ
け
を
入
場
せ
し

め
る
な
ら
ば
、
三
、
今
回
だ
け
は
、
許
さ
う
と
い
ふ
こ
と
だ
つ
た
さ
う
で
あ

る
。
処
で
宮
内
省
自
身
の
方
で
は
一
向
か
ま
は
な
い
と
い
ふ
意
向
だ
つ
た
が
、

古
典
に
理
解
あ
る
者
と
い
ふ
の
が
紫
式
部
学
会
員
に
限
る
と
い
ふ
意
味
だ
つ

た
の
で
、
都
下
の
国
文
科
女
学
生
達
の
絶
大
な
数
を
あ
て
に
し
て
ゐ
た
劇
団

は
、
さ
う
い
ふ
制
限
を
承
認
し
よ
う
と
し
な
か
つ
た
か
ら
、
遂
々
上
演
を
禁

止
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
禁
止
の
本
当
の
理
由
は
局
外
者
に
は
よ
く
は
判
ら
な
い
。
警
視
総
監
は
、

当
局
は
「
文
学
の
宣
伝
機
関
で
は
な
い
」
と
か
「
理
窟
で
禁
止
さ
せ
る
の
で

は
な
い
」
と
か
云
つ
た
、
と
新
劇
場
の
当
事
者
が
告
げ
て
ゐ
る
が
、
之
は
何

も
禁
止
の
理
由
の
説
明
に
は
な
る
ま
い
。

　
戸
坂
に
よ
れ
ば
、
上
演
禁
止
が
決
定
す
る
前
段
階
で
、
当
局
か
ら
制
作
サ
イ
ド

に
「
内
達
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
「
宮
内
省
関
係
の
禁
忌
な
き
場
合
」、
そ

し
て
観
客
を
「
古
典
に
理
解
あ
る
者
」
に
限
れ
ば
上
映
を
許
可
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
。
第
一
の
条
件
「
宮
内
省
関
係
の
禁
忌
」
と
は
〈
旧
訳
〉
の
禁

忌
三
箇
条
と
同
様
の
事
柄
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
の
通
り

脚
本
に
藤
壺
は
登
場
し
な
い
た
め
難
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た

の
は
第
二
の
条
件
の
方
で
あ
っ
た
。「
古
典
に
理
解
あ
る
者
」
と
は
具
体
的
に
紫

式
部
学
会
員
の
こ
と
で
あ
り
、「
都
下
の
国
文
科
女
学
生
達
の
絶
大
な
数
を
あ
て

に
し
て
ゐ
た
劇
団
」
の
方
が
こ
の
点
を
譲
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
結
果
的
に

交
渉
が
決
裂
し
た
の
だ
と
い
う
。

　
番
匠
谷
自
身
は
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
六
月
、
一
連
の
騒
動
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る

）
39
（

。

　
と
こ
ろ
で
源
氏
物
語
は
結
局
上
演
さ
れ
ず
に
し
ま
つ
た
が
、
あ
の
時
の
禁

孔
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

孔こ
う
し子

曰い
は

く
、
居を

れ
、
吾わ

れ
汝

な
ん
ぢ

に
其そ

の
故ゆ

ゑ

を
語つ

げ
ん
。
人ひ

と
あ
く惡

な
る
者も

の

五ご

有あ

り
、

而し
か

も
盜た

う
せ
つ竊

は
與

あ
づ
か

ら
ず
。
一い

つ

に
曰い

は

く
、
心

こ
こ
ろ
た
つ

達
に
し
て
險け

ん

、
二に

に
曰い

は

く
、
行

お
こ
な
ひ
へ
き

辟
に

し
て
堅け

ん

、
三さ

ん

に
曰い

は

く
、
言げ

ん
ゐ僞

に
し
て
辯べ

ん

、
四し

に
曰い

は

く
、
記き

醜し
う

に
し
て
博は

く

、
五ご

に
曰い

は

く
、
非ひ

に
順

し
た
が

ひ
て
澤た

く

。
此こ

の
五ご

し
や者

は
人ひ

と

に
一い

つ

有あ

れ
ば
、
則

す
な
は

ち
君く

ん
し子

の
誅

ち
ゆ
う

を
免ま

ぬ
か

る
る
を
得
ず
、
而

し
か
う

し
て
少せ

う
せ
い
ば
う

正
卯
は
兼か

ね
て
之こ

れ

を
有い

う

す
。
故ゆ

ゑ

に
居き

よ
し
よ處

は
以も

つ

て
徒と

を
聚あ

つ

め
て
羣ぐ

ん

を
成な

す
に
足た

り
、
言げ

ん
だ
ん談

は
以も

つ

て
邪じ

や

を
飾か

ざ

り
衆

し
ゆ
う

を
營ま

ど

は
す
に

足た

り
、
強

き
や
う

は
以も

つ

て
是ぜ

に
反は

ん

し
て
獨ど

く
り
つ立

す
る
に
足た

る
。
此こ

れ
小せ

う
じ
ん人

の
桀け

つ

雄ゆ
う

な
り
、

誅ち
ゆ
うせ

ざ
る
可べ

か
ら
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
詩し

に
曰い

は

く
、
憂い

う
し
ん
せ
う
せ
う

心
悄
悄
、
羣ぐ

ん
せ
う小

に

慍い
か

る
、
と
。
小せ

う
じ
ん
ぐ
ん

人
羣
を
成な

せ
ば
、
斯こ

れ
憂う

れ

ふ
る
に
足た

る
な
り
、
と
。

（
新
釈
漢
文
大
系
『
荀
子
』「
宥
坐
篇
第
二
十
八
」
下
ー
八
三
二
～
八
三
三
頁
）

　
人
間
に
は
排
斥
さ
れ
る
べ
き
悪
事
が
五
つ
あ
る
。
即
ち
「
気
が
よ
く
付
き
過
ぎ

て
陰
険
で
あ
る
こ
と
」、「
行
為
が
片
寄
っ
て
い
て
か
た
く
な
な
こ
と
」、「
言
葉
に

修
飾
が
多
過
ぎ
て
口
数
が
多
い
こ
と
」、「
記
憶
内
容
が
醜
悪
で
雑
博
で
あ
る
こ
と
」、

「
非
義
に
従
っ
て
改
め
な
い
の
み
か
、
更
に
潤
色
し
て
是
と
見
せ
か
け
る
こ
と
」

で
あ
る

）
36
（

。
孔
子
は
一
つ
の
悪
を
持
つ
だ
け
で
君
子
か
ら
の
誅
罰
を
逃
れ
る
こ
と
は

出
来
な
い
の
に
、
少
正
卯
は
こ
の
す
べ
て
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
述
べ
、
自
ら
の

判
断
の
妥
当
性
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
小
川
は
、〈
旧
訳
〉
を
少
正

卯
に
装
え
た
上
で
、
発
禁
と
い
う
誅
殺
を
行
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
孔
子
の
英
断
に

匹
敵
す
る
、
と
平
沼
を
鼓
舞
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
〈
旧
訳
〉
の
場
合
、

一
体
ど
の
よ
う
な
点
が
少
正
卯
の
持
つ
「
悪
」
に
該
当
す
る
か
。
注
目
し
た
い
の

は
傍
線
部
、
孔
子
が
少
正
卯
の
居
る
場
所
で
い
か
な
る
事
態
が
生
じ
得
る
か
に
言

及
し
た
箇
所
で
あ
る
。「
無
頼
の
徒
を
集
め
て
物
騒
な
徒
党
を
作
る
こ
と
が
出
来
、

彼
の
言
説
談
論
は
奸
邪
を
ご
ま
か
し
修
飾
し
て
大
衆
を
惑
わ
す
こ
と
が
出
来
、
彼

の
鼻
ッ
柱
は
正
道
を
へ
し
曲
げ
て
一
理
窟
こ
ね
相
手
を
打
ち
負
か
す
こ
と
が
出
来

る
）
37
（

」
―
小
川
は
こ
の
悪
性
を
〈
旧
訳
〉
に
重
ね
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
示
唆
的
な
の
は
、
自
身
も
弾
圧
を
受
け
終
戦
間
際
に
獄
死
す
る
こ
と
に
な
る
戸

坂
潤
の
指
摘
で
あ
る
。
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
一
二
月
、
三
笠
書
房
よ
り
発
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は
っ
き
り
と
谷
崎
の
名
は
出
て
こ
な
い
が
こ
れ
は
〈
旧
訳
〉
を
指
す
と
見
て
よ

い
）
33
（

。「
俗
訳
」
と
い
う
呼
び
名
に
侮
蔑
的
な
感
情
が
こ
も
っ
て
い
る
。
小
川
は
治

安
維
持
法
制
定
当
時
の
司
法
大
臣
を
務
め

）
34
（

、
同
年
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
に

は
「『
日
本
』
主
義
」
を
掲
げ
た
新
聞
「
日
本
」
を
創
刊
し
た
人
物
で
あ
る

）
35
（

。
国

粋
主
義
の
潮
流
を
作
っ
た
人
物
の
警
戒
、
こ
れ
こ
そ
が
削
除
増
大
に
間
接
的
に
影

響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
小
川
が
当
時
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
っ
た
平
沼
騏
一

郎
（
一
八
六
七
―
一
九
五
二
）
に
対
し
て
内
々
に
〈
旧
訳
〉
発
禁
の
重
要
性
を
説

い
た
、
二
月
一
七
日
の
日
記
に
も
注
目
し
た
い
。

二
月
十
七
日
（
中
略
）
源
氏
物
語
翻
訳
発
禁
の
事
を
語
る
。
首
相
頗
る
熱
心

に
傾
聴
す
。
予
曰
く
、
之
を
禁
ず
る
は
難
事
な
り
、
世
人
に
大
衝
動
を
与
ふ

べ
し
、
し
か
し
こ
の
難
事
を
一
刀
両
断
に
決
行
せ
ば
腐
敗
の
人
心
は
粛
然
と

し
て
改
悛
す
べ
し
、
孔
子
は
少
正
邪マ

マ

を
誅
し
て
魯
国
治
ま
る
と
い
へ
り
。
首

相
大
に
賛
成
す
。
世
間
に
あ
ま
り
声
を
揚
げ
ず
し
て
決
行
す
る
が
可
な
り
と

協
議
す
。
予
曰
く
、
彼
等
の
損
失
は
気
の
毒
な
る
も
損
失
位
は
賠
償
の
途
を

講
じ
て
も
可
な
る
に
非
ず
や
、
国
家
の
大
損
失
に
は
換
へ
難
し
と
。
首
相
亦

賛
す
。

　
こ
の
日
、
発
禁
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
と
、
実
行
の
手
は
ず
が
極
め
て
具
体

的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
前
半
傍
線
部
で
小
川
が
言
及
し
た
の
は
、
発
禁
が

社
会
に
与
え
る
衝
撃
の
大
き
さ
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和

八
年
（
一
九
三
三
）
舞
台
上
映
禁
止
の
折
の
騒
動
で
あ
ろ
う
。
後
半
傍
線
部
で
は
、

小
川
は
平
沼
に
損
失
補
填
を
視
野
に
入
れ
て
水
面
下
で
中
央
公
論
社
と
折
り
合
う

べ
き
だ
と
も
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
中
央
公
論
社
と
の
交
渉

は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
世
人
に
大
衝
動
を
与
ふ
」「
難
事
」
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
小
川
は
〈
旧
訳
〉
を
社
会
か
ら
排
除
し
た
か
っ
た
の
か
。
注

目
し
た
い
の
は
破
線
部
で
引
か
れ
た
、『
荀
子
』、『
史
記
』（
孔
子
世
家
）
な
ど
に

見
え
る
少
正
卯
と
い
う
人
物
の
故
事
で
あ
る
。少
正
卯
は
魯
国
の
宰
相
代
理
と
な
っ

た
孔
子
に
よ
っ
て
着
任
七
日
目
に
し
て
粛
清
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。

門
人
た
ち
が
、
な
ぜ
著
名
で
人
望
も
あ
る
彼
を
誅
殺
し
た
の
か
を
問
う
た
と
こ
ろ
、

九
月

　
　
第
一
〇
回
配
本
（
巻
一
九
寄
生
・
巻
二
〇
東
屋
）
…
一
％

一
二
月

　
第
一
一
回
配
本
（
巻
二
一
浮
舟
・
巻
二
二
蜻
蛉
）
…
一
・
五
％

【
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）】

四
月

　
　
第
一
二
回
配
本
（
巻
二
三
手
習
、
夢
浮
橋
）
…
な
し

※
巻
二
四
以
下
は
附
録

　
や
は
り
、
第
一
回
配
本
で
は
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
削
除
箇
所
が
、
第

二
回
配
本
で
は
約
五
倍
に
増
大
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
六
回
配
本
ま
で
で
禁
忌

性
の
強
い
第
一
部
が
終
わ
り
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
を
描
く
「
若
菜
下
」
巻

を
含
む
第
七
回
配
本
が
完
了
す
る
と
、
比
率
は
大
き
く
下
が
る
の
で
あ
る
。
前
稿

で
も
断
り
を
入
れ
た
通
り
、
対
照
表
は
単
純
に
削
除
し
た
回
数
を
割
り
出
し
た
に

過
ぎ
ず
、
数
頁
に
わ
た
る
削
除
も
一
つ
の
単
語
を
訳
出
し
な
い
削
除
も
同
様
に
一

箇
所
と
し
て
摘
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
相
対
的
に
見
て
「
源
氏
物
語
中
最

も
当
局
の
忌
避
に
触
れ
る
恐
れ
」
の
あ
る
「
若
紫
」
を
含
む
第
一
回
配
本
に
削
除

の
痕
跡
が
少
な
い
こ
と
は
奇
妙
で
あ
る
。
第
一
回
目
配
本
と
第
二
回
配
本
と
の
間

に
、
何
ら
か
の
方
針
転
換
を
見
出
す
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
三
箇
月
、

一
体
何
が
起
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
少
正
卯
を
誅
殺
せ
よ

　
前
掲
「
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
」
に
は
、「
既
に
完
成
さ
れ
た
も
の

は
素
よ
り
、
目
下
続
々
出
版
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
た
。『
源
氏

物
語
』
関
連
書
の
出
版
は
消
極
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
い
よ
い
よ
盛
ん
で
あ
っ
た
の

で
あ
る

）
31
（

。
な
ぜ
〈
旧
訳
〉
だ
け
が
殊
更
に
問
題
視
さ
れ
た
か
。
興
味
深
い
の
は
、

第
一
回
配
本
直
後
、
時
の
政
権
の
周
縁
で
〈
旧
訳
〉
の
発
禁
が
繰
り
返
し
議
論
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
後
期
～
昭
和
前
期
の
政
治
家
、
小
川
平
吉
（
一
八

六
九
―
一
九
四
二
）
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

）
32
（

。

二
月
一
日

　
（
中
略
）
日
本
社
午
餐
会
、
源
氏
物
語
俗
訳
禁
止
に
努
力
す
る

事
を
議
決
す
。
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行
さ
れ
た
『
思
想
と
風
俗
』
に
収
め
ら
れ
た
「
風
俗
警
察
と
文
化
警
察

）
38
（

」
に
お
い

て
、
戸
坂
は
前
述
の
番
匠
谷
脚
本
の
一
件
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
併
し
実
は
か
う
な
の
で
あ
る
。
予
め
禁
止
す
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
内
達

が
当
事
者
へ
あ
つ
た
の
で
、
検
閲
係
長
に
当
事
者
が
面
会
す
る
と
、
一
、
宮

内
省
関
係
の
禁
忌
な
き
場
合
、
二
、
古
典
に
理
解
あ
る
者
だ
け
を
入
場
せ
し

め
る
な
ら
ば
、
三
、
今
回
だ
け
は
、
許
さ
う
と
い
ふ
こ
と
だ
つ
た
さ
う
で
あ

る
。
処
で
宮
内
省
自
身
の
方
で
は
一
向
か
ま
は
な
い
と
い
ふ
意
向
だ
つ
た
が
、

古
典
に
理
解
あ
る
者
と
い
ふ
の
が
紫
式
部
学
会
員
に
限
る
と
い
ふ
意
味
だ
つ

た
の
で
、
都
下
の
国
文
科
女
学
生
達
の
絶
大
な
数
を
あ
て
に
し
て
ゐ
た
劇
団

は
、
さ
う
い
ふ
制
限
を
承
認
し
よ
う
と
し
な
か
つ
た
か
ら
、
遂
々
上
演
を
禁

止
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
禁
止
の
本
当
の
理
由
は
局
外
者
に
は
よ
く
は
判
ら
な
い
。
警
視
総
監
は
、

当
局
は
「
文
学
の
宣
伝
機
関
で
は
な
い
」
と
か
「
理
窟
で
禁
止
さ
せ
る
の
で

は
な
い
」
と
か
云
つ
た
、
と
新
劇
場
の
当
事
者
が
告
げ
て
ゐ
る
が
、
之
は
何

も
禁
止
の
理
由
の
説
明
に
は
な
る
ま
い
。

　
戸
坂
に
よ
れ
ば
、
上
演
禁
止
が
決
定
す
る
前
段
階
で
、
当
局
か
ら
制
作
サ
イ
ド

に
「
内
達
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
「
宮
内
省
関
係
の
禁
忌
な
き
場
合
」、
そ

し
て
観
客
を
「
古
典
に
理
解
あ
る
者
」
に
限
れ
ば
上
映
を
許
可
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
。
第
一
の
条
件
「
宮
内
省
関
係
の
禁
忌
」
と
は
〈
旧
訳
〉
の
禁

忌
三
箇
条
と
同
様
の
事
柄
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
の
通
り

脚
本
に
藤
壺
は
登
場
し
な
い
た
め
難
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た

の
は
第
二
の
条
件
の
方
で
あ
っ
た
。「
古
典
に
理
解
あ
る
者
」
と
は
具
体
的
に
紫

式
部
学
会
員
の
こ
と
で
あ
り
、「
都
下
の
国
文
科
女
学
生
達
の
絶
大
な
数
を
あ
て

に
し
て
ゐ
た
劇
団
」
の
方
が
こ
の
点
を
譲
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
結
果
的
に

交
渉
が
決
裂
し
た
の
だ
と
い
う
。

　
番
匠
谷
自
身
は
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
六
月
、
一
連
の
騒
動
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る

）
39
（

。

　
と
こ
ろ
で
源
氏
物
語
は
結
局
上
演
さ
れ
ず
に
し
ま
つ
た
が
、
あ
の
時
の
禁

孔
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

孔こ
う
し子

曰い
は

く
、
居を

れ
、
吾わ

れ
汝

な
ん
ぢ

に
其そ

の
故ゆ

ゑ

を
語つ

げ
ん
。
人ひ

と
あ
く惡

な
る
者も

の

五ご

有あ

り
、

而し
か

も
盜た

う
せ
つ竊

は
與

あ
づ
か

ら
ず
。
一い

つ

に
曰い

は

く
、
心

こ
こ
ろ
た
つ

達
に
し
て
險け

ん

、
二に

に
曰い

は

く
、
行

お
こ
な
ひ
へ
き

辟
に

し
て
堅け

ん

、
三さ

ん

に
曰い

は

く
、
言げ

ん
ゐ僞

に
し
て
辯べ

ん

、
四し

に
曰い

は

く
、
記き

醜し
う

に
し
て
博は

く

、
五ご

に
曰い

は

く
、
非ひ

に
順

し
た
が

ひ
て
澤た

く

。
此こ

の
五ご

し
や者

は
人ひ

と

に
一い

つ

有あ

れ
ば
、
則

す
な
は

ち
君く

ん
し子

の
誅

ち
ゆ
う

を
免ま

ぬ
か

る
る
を
得
ず
、
而

し
か
う

し
て
少せ

う
せ
い
ば
う

正
卯
は
兼か

ね
て
之こ

れ

を
有い

う

す
。
故ゆ

ゑ

に
居き

よ
し
よ處

は
以も

つ

て
徒と

を
聚あ

つ

め
て
羣ぐ

ん

を
成な

す
に
足た

り
、
言げ

ん
だ
ん談

は
以も

つ

て
邪じ

や

を
飾か

ざ

り
衆

し
ゆ
う

を
營ま

ど

は
す
に

足た

り
、
強

き
や
う

は
以も

つ

て
是ぜ

に
反は

ん

し
て
獨ど

く
り
つ立

す
る
に
足た

る
。
此こ

れ
小せ

う
じ
ん人

の
桀け

つ

雄ゆ
う

な
り
、

誅ち
ゆ
うせ

ざ
る
可べ

か
ら
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
詩し

に
曰い

は

く
、
憂い

う
し
ん
せ
う
せ
う

心
悄
悄
、
羣ぐ

ん
せ
う小

に

慍い
か

る
、
と
。
小せ

う
じ
ん
ぐ
ん

人
羣
を
成な

せ
ば
、
斯こ

れ
憂う

れ

ふ
る
に
足た

る
な
り
、
と
。

（
新
釈
漢
文
大
系
『
荀
子
』「
宥
坐
篇
第
二
十
八
」
下
ー
八
三
二
～
八
三
三
頁
）

　
人
間
に
は
排
斥
さ
れ
る
べ
き
悪
事
が
五
つ
あ
る
。
即
ち
「
気
が
よ
く
付
き
過
ぎ

て
陰
険
で
あ
る
こ
と
」、「
行
為
が
片
寄
っ
て
い
て
か
た
く
な
な
こ
と
」、「
言
葉
に

修
飾
が
多
過
ぎ
て
口
数
が
多
い
こ
と
」、「
記
憶
内
容
が
醜
悪
で
雑
博
で
あ
る
こ
と
」、

「
非
義
に
従
っ
て
改
め
な
い
の
み
か
、
更
に
潤
色
し
て
是
と
見
せ
か
け
る
こ
と
」

で
あ
る

）
36
（

。
孔
子
は
一
つ
の
悪
を
持
つ
だ
け
で
君
子
か
ら
の
誅
罰
を
逃
れ
る
こ
と
は

出
来
な
い
の
に
、
少
正
卯
は
こ
の
す
べ
て
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
述
べ
、
自
ら
の

判
断
の
妥
当
性
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
小
川
は
、〈
旧
訳
〉
を
少
正

卯
に
装
え
た
上
で
、
発
禁
と
い
う
誅
殺
を
行
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
孔
子
の
英
断
に

匹
敵
す
る
、
と
平
沼
を
鼓
舞
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
〈
旧
訳
〉
の
場
合
、

一
体
ど
の
よ
う
な
点
が
少
正
卯
の
持
つ
「
悪
」
に
該
当
す
る
か
。
注
目
し
た
い
の

は
傍
線
部
、
孔
子
が
少
正
卯
の
居
る
場
所
で
い
か
な
る
事
態
が
生
じ
得
る
か
に
言

及
し
た
箇
所
で
あ
る
。「
無
頼
の
徒
を
集
め
て
物
騒
な
徒
党
を
作
る
こ
と
が
出
来
、

彼
の
言
説
談
論
は
奸
邪
を
ご
ま
か
し
修
飾
し
て
大
衆
を
惑
わ
す
こ
と
が
出
来
、
彼

の
鼻
ッ
柱
は
正
道
を
へ
し
曲
げ
て
一
理
窟
こ
ね
相
手
を
打
ち
負
か
す
こ
と
が
出
来

る
）
37
（

」
―
小
川
は
こ
の
悪
性
を
〈
旧
訳
〉
に
重
ね
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
示
唆
的
な
の
は
、
自
身
も
弾
圧
を
受
け
終
戦
間
際
に
獄
死
す
る
こ
と
に
な
る
戸

坂
潤
の
指
摘
で
あ
る
。
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
一
二
月
、
三
笠
書
房
よ
り
発
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は
っ
き
り
と
谷
崎
の
名
は
出
て
こ
な
い
が
こ
れ
は
〈
旧
訳
〉
を
指
す
と
見
て
よ

い
）
33
（

。「
俗
訳
」
と
い
う
呼
び
名
に
侮
蔑
的
な
感
情
が
こ
も
っ
て
い
る
。
小
川
は
治

安
維
持
法
制
定
当
時
の
司
法
大
臣
を
務
め

）
34
（

、
同
年
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
に

は
「『
日
本
』
主
義
」
を
掲
げ
た
新
聞
「
日
本
」
を
創
刊
し
た
人
物
で
あ
る

）
35
（

。
国

粋
主
義
の
潮
流
を
作
っ
た
人
物
の
警
戒
、
こ
れ
こ
そ
が
削
除
増
大
に
間
接
的
に
影

響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
小
川
が
当
時
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
っ
た
平
沼
騏
一

郎
（
一
八
六
七
―
一
九
五
二
）
に
対
し
て
内
々
に
〈
旧
訳
〉
発
禁
の
重
要
性
を
説

い
た
、
二
月
一
七
日
の
日
記
に
も
注
目
し
た
い
。

二
月
十
七
日
（
中
略
）
源
氏
物
語
翻
訳
発
禁
の
事
を
語
る
。
首
相
頗
る
熱
心

に
傾
聴
す
。
予
曰
く
、
之
を
禁
ず
る
は
難
事
な
り
、
世
人
に
大
衝
動
を
与
ふ

べ
し
、
し
か
し
こ
の
難
事
を
一
刀
両
断
に
決
行
せ
ば
腐
敗
の
人
心
は
粛
然
と

し
て
改
悛
す
べ
し
、
孔
子
は
少
正
邪マ

マ

を
誅
し
て
魯
国
治
ま
る
と
い
へ
り
。
首

相
大
に
賛
成
す
。
世
間
に
あ
ま
り
声
を
揚
げ
ず
し
て
決
行
す
る
が
可
な
り
と

協
議
す
。
予
曰
く
、
彼
等
の
損
失
は
気
の
毒
な
る
も
損
失
位
は
賠
償
の
途
を

講
じ
て
も
可
な
る
に
非
ず
や
、
国
家
の
大
損
失
に
は
換
へ
難
し
と
。
首
相
亦

賛
す
。

　
こ
の
日
、
発
禁
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
と
、
実
行
の
手
は
ず
が
極
め
て
具
体

的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
前
半
傍
線
部
で
小
川
が
言
及
し
た
の
は
、
発
禁
が

社
会
に
与
え
る
衝
撃
の
大
き
さ
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和

八
年
（
一
九
三
三
）
舞
台
上
映
禁
止
の
折
の
騒
動
で
あ
ろ
う
。
後
半
傍
線
部
で
は
、

小
川
は
平
沼
に
損
失
補
填
を
視
野
に
入
れ
て
水
面
下
で
中
央
公
論
社
と
折
り
合
う

べ
き
だ
と
も
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
中
央
公
論
社
と
の
交
渉

は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
世
人
に
大
衝
動
を
与
ふ
」「
難
事
」
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
小
川
は
〈
旧
訳
〉
を
社
会
か
ら
排
除
し
た
か
っ
た
の
か
。
注

目
し
た
い
の
は
破
線
部
で
引
か
れ
た
、『
荀
子
』、『
史
記
』（
孔
子
世
家
）
な
ど
に

見
え
る
少
正
卯
と
い
う
人
物
の
故
事
で
あ
る
。少
正
卯
は
魯
国
の
宰
相
代
理
と
な
っ

た
孔
子
に
よ
っ
て
着
任
七
日
目
に
し
て
粛
清
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。

門
人
た
ち
が
、
な
ぜ
著
名
で
人
望
も
あ
る
彼
を
誅
殺
し
た
の
か
を
問
う
た
と
こ
ろ
、

九
月

　
　
第
一
〇
回
配
本
（
巻
一
九
寄
生
・
巻
二
〇
東
屋
）
…
一
％

一
二
月

　
第
一
一
回
配
本
（
巻
二
一
浮
舟
・
巻
二
二
蜻
蛉
）
…
一
・
五
％

【
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）】

四
月

　
　
第
一
二
回
配
本
（
巻
二
三
手
習
、
夢
浮
橋
）
…
な
し

※
巻
二
四
以
下
は
附
録

　
や
は
り
、
第
一
回
配
本
で
は
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
削
除
箇
所
が
、
第

二
回
配
本
で
は
約
五
倍
に
増
大
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
六
回
配
本
ま
で
で
禁
忌

性
の
強
い
第
一
部
が
終
わ
り
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
を
描
く
「
若
菜
下
」
巻

を
含
む
第
七
回
配
本
が
完
了
す
る
と
、
比
率
は
大
き
く
下
が
る
の
で
あ
る
。
前
稿

で
も
断
り
を
入
れ
た
通
り
、
対
照
表
は
単
純
に
削
除
し
た
回
数
を
割
り
出
し
た
に

過
ぎ
ず
、
数
頁
に
わ
た
る
削
除
も
一
つ
の
単
語
を
訳
出
し
な
い
削
除
も
同
様
に
一

箇
所
と
し
て
摘
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
相
対
的
に
見
て
「
源
氏
物
語
中
最

も
当
局
の
忌
避
に
触
れ
る
恐
れ
」
の
あ
る
「
若
紫
」
を
含
む
第
一
回
配
本
に
削
除

の
痕
跡
が
少
な
い
こ
と
は
奇
妙
で
あ
る
。
第
一
回
目
配
本
と
第
二
回
配
本
と
の
間

に
、
何
ら
か
の
方
針
転
換
を
見
出
す
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
三
箇
月
、

一
体
何
が
起
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
少
正
卯
を
誅
殺
せ
よ

　
前
掲
「
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
」
に
は
、「
既
に
完
成
さ
れ
た
も
の

は
素
よ
り
、
目
下
続
々
出
版
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
た
。『
源
氏

物
語
』
関
連
書
の
出
版
は
消
極
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
い
よ
い
よ
盛
ん
で
あ
っ
た
の

で
あ
る

）
31
（

。
な
ぜ
〈
旧
訳
〉
だ
け
が
殊
更
に
問
題
視
さ
れ
た
か
。
興
味
深
い
の
は
、

第
一
回
配
本
直
後
、
時
の
政
権
の
周
縁
で
〈
旧
訳
〉
の
発
禁
が
繰
り
返
し
議
論
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
後
期
～
昭
和
前
期
の
政
治
家
、
小
川
平
吉
（
一
八

六
九
―
一
九
四
二
）
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

）
32
（

。

二
月
一
日

　
（
中
略
）
日
本
社
午
餐
会
、
源
氏
物
語
俗
訳
禁
止
に
努
力
す
る

事
を
議
決
す
。
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に
裁
断
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
谷
崎
ら
が
こ
う
し
た
事
実
を
知
っ
た
の
は
、
第
一
回
配
本
後
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
空

」
巻
冒
頭
に
は
光
源
氏
が
空

の
代
わ
り
に
小
君
を

愛
撫
し
添
い
寝
す
る
場
面
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。第
二
回
配
本
以
降〈
旧

訳
〉
は
こ
の
点
を
是
正
し
、「
同
居
す
る
異
性
に
向
け
た
性
的
な
ま
な
ざ
し
」
を

断
裁
し
て
ゆ
く
。
例
え
ば
「
若
菜
上
」
巻
の
朱
雀
院
の
発
言
も
対
象
と
な
る
。

ど
う
せ
長
く
は
な
い
浮
世
に
生
き
て
ゐ
る
間
は
、
あ
ゝ
云
ふ
風
に
心
ゆ
く
限

り
の
楽
し
み
を
し
て
こ
そ
過
し
た
い
。【
私
が
女
だ
つ
た
ら
、
同
じ
兄
弟
で

あ
つ
て
も
、
必
ず
寄
り
添
つ
て
契
つ
た
で
あ
ら
う
。
若
い
時
分
な
ど
に
は
、

よ
く
さ
う
思
つ
た
も
の
だ
。】
ま
し
て
女
が
迷
は
さ
れ
る
の
は
尤
も
な
訳
だ
」

 

（〈
新
訳
〉
巻
六
―
一
一
頁
）

　
鍾
愛
の
娘
女
三
の
宮
を
光
源
氏
（
六
条
院
）
に
嫁
が
せ
る
こ
と
を
乳
母
ら
と
相

談
し
て
い
る
折
、
朱
雀
院
は
自
分
が
女
性
で
あ
れ
ば
た
と
え
兄
弟
で
あ
っ
た
と
し

て
も
肉
体
関
係
を
結
び
た
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
弟
が
い
か
に
男
性
と
し
て

魅
力
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
軽
口
が
、
右
の
通
り
〈
新
訳
〉
で
は
じ
め

て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

　
本
論
冒
頭
で
引
用
し
た
鼎
談
に
お
い
て
、
谷
崎
は
削
除
行
為
を
「
抜
く
」
と
表

現
し
て
い
た
。
そ
の
言
葉
の
無
機
質
さ
こ
そ
が
、
事
の
重
大
さ
を
物
語
っ
て
い
よ

う
。
第
一
回
目
配
本
が
済
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
発
禁
と
も
な
れ
ば
、
そ
れ

は
舞
台
上
映
禁
止
以
上
の
大
き
な
騒
動
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
鑑
み
て
、

当
局
と
谷
崎
ら
と
は
第
四
の
禁
忌
性
を
大
幅
に
削
除
す
る
こ
と
で
折
り
合
っ
た
の

で
は
な
い
か
。〈
旧
訳
〉
の
刊
行
が
完
了
す
る
同
月
に
あ
た
る
昭
和
一
六
年
（
一

九
四
一
）
七
月
十
一
日
、
小
川
の
日
記
に
は
い
さ
さ
か
意
味
深
長
な
記
述
が
あ
る

）
42
（

。

新
紙
取
締
厳
重
と
見
へ
時
局
に
関
す
る
議
論
集
会
等
の
記
事
な
く
、
世
上
頗

る
静
謐
の
観
あ
り
。
連
絡
会
議
の
記
事
も
見
へ
ず
。
楽
屋
裏
の
籌
劃
策
動
世

人
毫
も
之
を
知
ら
ず
。
豈
に
予
の
如
き
微
躯
枢
機
に
参
し
焦
慮
奔
走
日
夜
多

忙
な
る
を
知
ら
ん
や
。

　
新
聞
紙
法
が
機
能
し
「
時
局
に
関
す
る
議
論
集
会
」
な
ど
の
動
き
が
見
ら
れ
な

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
戸
坂
、
番
匠
谷
が
明
か
し
た
逸
話
は
非
常
に
示
唆
に
富

む
。
姉
妹
双
方
が
同
一
の
人
物
と
姦
通
す
る
可
能
性
が
問
題
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は

同
居
す
る
家
族
に
懸
想
を
し
た
り
口
説
こ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
を
削
除
し
た
、〈
旧

訳
〉
の
第
四
の
禁
忌
性
と
通
底
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
明
治
、
大
正
期
に
活
躍
し
た
作
家
江
原
小
彌
太
は
、
自
身
の
著
書
が
受
け
た
検

閲
の
痕
跡
を
確
認
し
た
経
験
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

）
41
（

。

私
は
参
考
の
た
め
に
検
閲
さ
れ
た
も
の
を
見
せ
て
も
ら
つ
た
。（
中
略
）
そ

し
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
削
ら
れ
た
と
こ
ろ
や
、
目
の
光
つ
た
と

こ
ろ
は
風
俗
壊
乱
で
も
無
い
し
、
ま
た
安
寧
秩
序
紊
乱
の
危
険
思
想
で
も
な

い
の
だ
。
殆
ん
ど
全
部
が
親
子
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
親
子
間
の
道

徳
と
違
つ
た
と
こ
ろ
を
み
ん
な
削
つ
た
り
、
或
ひ
は
夫
婦
間
の
道
徳
の
と
こ

ろ
に
目
が
光
つ
た
の
だ
。

　
削
除
さ
れ
た
文
脈
は
「
風
俗
壊
乱
」
で
も
「
安
寧
秩
序
紊
乱
」
で
も
な
い
、「
従

来
の
親
子
間
の
道
徳
」
を
揺
る
が
す
、
具
体
的
に
は
親
の
家
に
子
が
放
火
す
る
よ

う
な
筋
書
き
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
江
原
は
右
の
文
章
を
「
政
府
の
方
針

が
思
想
上
、
ど
う
い
ふ
と
こ
ろ
へ
目
を
つ
け
て
ゐ
る
か
」
が
わ
か
っ
た
、
と
結
ん

で
い
る
。

　
江
原
の
経
験
談
は
、
近
代
国
家
を
設
計
す
る
上
で
家
族
、
親
子
が
共
同
体
の
最

小
単
位
と
し
て
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い
た
か
を
証
だ
て
る
も
の
で
あ
る
。
小
川
ら

が
「
少
正
卯
」
に
装
え
て
〈
旧
訳
〉
を
危
険
視
し
た
理
由
も
、『
源
氏
物
語
』
の

筋
書
き
が
家
庭
内
で
の
姦
通
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

て
み
れ
ば
こ
の
場
合
、
先
導
さ
れ
る
「
衆
」
と
は
『
源
氏
物
語
』
を
渇
望
す
る
読

者
、
乃
ち
上
映
禁
止
騒
動
に
声
を
上
げ
た
よ
う
な
若
い
女
性
た
ち
で
は
な
か
っ
た

か
。
彼
女
た
ち
に
家
族
制
度
、
家
父
長
制
へ
の
疑
義
を
抱
か
せ
る
物
語
は
ま
さ
し

く
、
国
家
の
根
幹
を
揺
る
が
す
悪
な
の
で
あ
っ
た
。
最
も
、
藤
壺
と
光
源
氏
、
女

三
の
宮
と
柏
木
と
い
う
二
つ
の
密
通
と
は
異
な
り
、
母
子
や
姉
妹
双
方
と
の
姦
通

は
原
典
に
お
い
て
も
実
際
に
は
起
こ
ら
な
い
。
可
能
性
す
ら
も

0

0

0

訳
す
こ
と
が
許
さ

れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
第
四
の
禁
忌
性
は
禁
忌
三
箇
条
以
上
に
厳
酷
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源
氏

　
　
私
を
親
だ
と
思
つ
て
・
・
・
・
・

小
君

　
　
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

源
氏

　
　
私
も
う
れ
し
い
。
そ
ん
な
に
私
を
頼
り
に
し
て
く
れ
た
の
は
お
前

が
初
め
て
だ
も
の
。
・
・
・
・
・（
小
君
を
じ
つ
と
み
つ
め
る
）

　
小
君
の
仕
草
や
口
調
、
光
源
氏
の
ふ
る
ま
い
や
甘
い
言
葉
、
確
か
に
字
面
の
み

を
見
る
と
、
小
君
は
あ
た
か
も
少
女
の
よ
う
で
あ
る
。
舞
台
上
で
は
小
君
は
少
年

の
姿
を
し
て
い
る
か
ら
、
性
別
は
観
客
に
伝
わ
る
。
担
当
者
の
勘
違
い
は
、
脚
本

で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
生
じ
た
誤
解
で
あ
る
。
右
に
至
る
直
前
の
光
源
氏
と
紀
伊
守

と
の
会
話
に
も
注
目
し
た
い
。

源
氏

　
　
先
日
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

紀
伊
守

　
・
・
・
・
・
思
ひ
が
け
ぬ
お
な
り
に
女
童
に
い
た
る
ま
で
、
有
難

い
仕
合
せ
と
喜
ん
で
居
り
ま
す
。

源
氏

　
　
ま
た
伺
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

紀
伊
守

　
有
難
う
ご
ざ
いマ

すマ

。
小
君
に
も
よ
く
申
し
付
け
て
ご
ざ
い
ま
す
ゆ

ゑ
。

源
氏

　
　
あ
れ
は
賢
い
童
で
す
ね
。

紀
伊
守

　
左
様
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
。
先
日
も
貴
方
様
か
ら
戴
い
た
装
束
を

姉
に
見
せ
て
、
こ
の
上
も
な
く
喜
ん
で
居
り
ま
し
た
。
あ
れ
の
姉

も
宮
仕
へ
に
上
る
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
父
に
嫁
い
で
心
で
は
悔
ん

で
居
る
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
小
君
へ
お
目
を
お
か
け
下
さ
る
と

承
つ
て
、
こ
よ
な
う
有
難
く
思
つ
て
ゐ
る
や
う
に
存
じ
ら
れ
ま
す
。

源
氏

　
　
（
無
言
に
て
聞
く
）

紀
伊
守

　
こ
の
後
と
も
に
お
目
か
け
て
下
さ
い
ま
す
や
う
お
願
ひ
申
し
上
げ

ま
す
・
・
・
・
・

　
紀
伊
守
は
、
ま
ず
「
女
童
」
ま
で

0

0

が
光
源
氏
の
来
訪
を
喜
ん
で
い
た
こ
と
に
触

れ
、
次
に
小
君
へ
の
温
情
に
感
謝
す
る
。
光
源
氏
の
「
あ
れ
は
賢
い
童0

で
す
ね
」

と
い
う
セ
リ
フ
、
そ
れ
を
受
け
る
紀
伊
守
が
繰
り
返
し
小
君
の
こ
と
を
目
に
か
け

て
ほ
し
い
旨
を
頼
み
込
む
と
い
う
文
脈
か
ら
、
担
当
者
は
小
君
を
少
女
と
判
断
し

止
理
由
と
い
ふ
の
が
ふ
る
つ
て
ゐ
る
。
禁
中
生
活
が
出
て
ゐ
る
か
ら
い
け
な

い
、
登
場
人
物
が
皇
族
で
あ
る
か
ら
い
け
な
い
、
最
近
貴
族
階
級
の
腐
敗
が

暴
露
さ
れ
て
ゐ
る
折
柄
昔
の
上
流
貴
族
の
舞
台
化
は
不
穏
当
で
あ
る
、
右
翼

方
面
の
抗
議
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
い
け
な
い
、
源
氏
の
淫
蕩
な
生
活
が
描
か

れ
て
ゐ
る
か
ら
い
け
な
い
、
例
へ
ば
源
氏
が
空

と
小
君
の
姉
妹
に
関
係
す

る
こ
と
は
社
会
風
教
に
害
が
あ
る
か
ら
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
検
閲
当
局
は
小

君
を
女
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
の
だ
。

　
禁
止
の
基
準
が
い
か
に
出
鱈
目
で
理
不
尽
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
象
徴

す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
当
局
が
空

と
小
君
と
を
姉
妹
と
勘
違
い
し
「
源
氏

が
空

と
小
君
の
姉
妹
に
関
係
す
る
こ
と
は
社
会
風
教
に
害
が
あ
る
」
と
頓
珍
漢

な
主
張
を
し
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
右
は
、
警
視
庁
担
当
者
の
リ
テ
ラ
シ
ー

の
実
態
を
示
す
暴
露
話
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
的
外
れ
の
勘
違
い
に
こ

そ
禁
忌
三
箇
条
の
蔭
に
隠
れ
た
強
い
禁
忌
性
が
見
え
隠
れ
し
て
い
ま
い
か
。

　
問
題
と
な
っ
た
最
初
の
脚
本
は
『
源
氏
物
語
―
新
劇
場
上
演
台
本
―
』
と
し
て

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
二
月
に
『
文
芸
』
第
一
巻
第
二
号
（
改
造
社
）
に
掲

載
さ
れ
た

）
40
（

。
空

に
手
紙
の
使
い
を
す
る
こ
と
を
叱
ら
れ
た
小
君
が
、
光
源
氏
に

報
告
す
る
第
一
幕
第
三
景
の
終
焉
を
見
て
み
よ
う
。

源
氏

　
　
お
前
だ
け
は
い
つ
ま
で
も
私
の
そ
ば
に
ゐ
て
く
れ
る
だ
ら
う
ね
。

小
君

　
　
（
平
伏
す
る
）
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

源
氏

　
　
頼
り
少
い
お
前
達
を
本
当
に
ど
れ
ほ
ど
私
は
い
と
ほ
し
く
思
つ
て

ゐ
る
こ
と
か
。

小
君

　
　
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
お
言
葉
を
有
難
く
思
つ
て
居
り

ま
す
か
申
し
上
げ
や
う
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

源
氏

　
　
そ
ん
な
に
も
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
ま
す
か
。

小
君

　
　
は
い
・
・
・
・
・
こ
の
や
う
な
あ
た
ゝ
か
い
お
言
葉
を
私
も
―
姉

も
今
ま
で
つ
い
ぞ
ど
な
た
か
ら
も
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

源
氏

　
　
お
前
も
、
私
も
、
頼
り
少
い
身
の
上
に
変
り
は
な
い
。

小
君

　
　
（
泣
く
）
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に
裁
断
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
谷
崎
ら
が
こ
う
し
た
事
実
を
知
っ
た
の
は
、
第
一
回
配
本
後
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
空

」
巻
冒
頭
に
は
光
源
氏
が
空

の
代
わ
り
に
小
君
を

愛
撫
し
添
い
寝
す
る
場
面
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。第
二
回
配
本
以
降〈
旧

訳
〉
は
こ
の
点
を
是
正
し
、「
同
居
す
る
異
性
に
向
け
た
性
的
な
ま
な
ざ
し
」
を

断
裁
し
て
ゆ
く
。
例
え
ば
「
若
菜
上
」
巻
の
朱
雀
院
の
発
言
も
対
象
と
な
る
。

ど
う
せ
長
く
は
な
い
浮
世
に
生
き
て
ゐ
る
間
は
、
あ
ゝ
云
ふ
風
に
心
ゆ
く
限

り
の
楽
し
み
を
し
て
こ
そ
過
し
た
い
。【
私
が
女
だ
つ
た
ら
、
同
じ
兄
弟
で

あ
つ
て
も
、
必
ず
寄
り
添
つ
て
契
つ
た
で
あ
ら
う
。
若
い
時
分
な
ど
に
は
、

よ
く
さ
う
思
つ
た
も
の
だ
。】
ま
し
て
女
が
迷
は
さ
れ
る
の
は
尤
も
な
訳
だ
」

 

（〈
新
訳
〉
巻
六
―
一
一
頁
）

　
鍾
愛
の
娘
女
三
の
宮
を
光
源
氏
（
六
条
院
）
に
嫁
が
せ
る
こ
と
を
乳
母
ら
と
相

談
し
て
い
る
折
、
朱
雀
院
は
自
分
が
女
性
で
あ
れ
ば
た
と
え
兄
弟
で
あ
っ
た
と
し

て
も
肉
体
関
係
を
結
び
た
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
弟
が
い
か
に
男
性
と
し
て

魅
力
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
軽
口
が
、
右
の
通
り
〈
新
訳
〉
で
は
じ
め

て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

　
本
論
冒
頭
で
引
用
し
た
鼎
談
に
お
い
て
、
谷
崎
は
削
除
行
為
を
「
抜
く
」
と
表

現
し
て
い
た
。
そ
の
言
葉
の
無
機
質
さ
こ
そ
が
、
事
の
重
大
さ
を
物
語
っ
て
い
よ

う
。
第
一
回
目
配
本
が
済
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
発
禁
と
も
な
れ
ば
、
そ
れ

は
舞
台
上
映
禁
止
以
上
の
大
き
な
騒
動
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
鑑
み
て
、

当
局
と
谷
崎
ら
と
は
第
四
の
禁
忌
性
を
大
幅
に
削
除
す
る
こ
と
で
折
り
合
っ
た
の

で
は
な
い
か
。〈
旧
訳
〉
の
刊
行
が
完
了
す
る
同
月
に
あ
た
る
昭
和
一
六
年
（
一

九
四
一
）
七
月
十
一
日
、
小
川
の
日
記
に
は
い
さ
さ
か
意
味
深
長
な
記
述
が
あ
る

）
42
（

。

新
紙
取
締
厳
重
と
見
へ
時
局
に
関
す
る
議
論
集
会
等
の
記
事
な
く
、
世
上
頗

る
静
謐
の
観
あ
り
。
連
絡
会
議
の
記
事
も
見
へ
ず
。
楽
屋
裏
の
籌
劃
策
動
世

人
毫
も
之
を
知
ら
ず
。
豈
に
予
の
如
き
微
躯
枢
機
に
参
し
焦
慮
奔
走
日
夜
多

忙
な
る
を
知
ら
ん
や
。

　
新
聞
紙
法
が
機
能
し
「
時
局
に
関
す
る
議
論
集
会
」
な
ど
の
動
き
が
見
ら
れ
な

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
戸
坂
、
番
匠
谷
が
明
か
し
た
逸
話
は
非
常
に
示
唆
に
富

む
。
姉
妹
双
方
が
同
一
の
人
物
と
姦
通
す
る
可
能
性
が
問
題
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は

同
居
す
る
家
族
に
懸
想
を
し
た
り
口
説
こ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
を
削
除
し
た
、〈
旧

訳
〉
の
第
四
の
禁
忌
性
と
通
底
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
明
治
、
大
正
期
に
活
躍
し
た
作
家
江
原
小
彌
太
は
、
自
身
の
著
書
が
受
け
た
検

閲
の
痕
跡
を
確
認
し
た
経
験
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

）
41
（

。

私
は
参
考
の
た
め
に
検
閲
さ
れ
た
も
の
を
見
せ
て
も
ら
つ
た
。（
中
略
）
そ

し
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
削
ら
れ
た
と
こ
ろ
や
、
目
の
光
つ
た
と

こ
ろ
は
風
俗
壊
乱
で
も
無
い
し
、
ま
た
安
寧
秩
序
紊
乱
の
危
険
思
想
で
も
な

い
の
だ
。
殆
ん
ど
全
部
が
親
子
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
親
子
間
の
道

徳
と
違
つ
た
と
こ
ろ
を
み
ん
な
削
つ
た
り
、
或
ひ
は
夫
婦
間
の
道
徳
の
と
こ

ろ
に
目
が
光
つ
た
の
だ
。

　
削
除
さ
れ
た
文
脈
は
「
風
俗
壊
乱
」
で
も
「
安
寧
秩
序
紊
乱
」
で
も
な
い
、「
従

来
の
親
子
間
の
道
徳
」
を
揺
る
が
す
、
具
体
的
に
は
親
の
家
に
子
が
放
火
す
る
よ

う
な
筋
書
き
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
江
原
は
右
の
文
章
を
「
政
府
の
方
針

が
思
想
上
、
ど
う
い
ふ
と
こ
ろ
へ
目
を
つ
け
て
ゐ
る
か
」
が
わ
か
っ
た
、
と
結
ん

で
い
る
。

　
江
原
の
経
験
談
は
、
近
代
国
家
を
設
計
す
る
上
で
家
族
、
親
子
が
共
同
体
の
最

小
単
位
と
し
て
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い
た
か
を
証
だ
て
る
も
の
で
あ
る
。
小
川
ら

が
「
少
正
卯
」
に
装
え
て
〈
旧
訳
〉
を
危
険
視
し
た
理
由
も
、『
源
氏
物
語
』
の

筋
書
き
が
家
庭
内
で
の
姦
通
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

て
み
れ
ば
こ
の
場
合
、
先
導
さ
れ
る
「
衆
」
と
は
『
源
氏
物
語
』
を
渇
望
す
る
読

者
、
乃
ち
上
映
禁
止
騒
動
に
声
を
上
げ
た
よ
う
な
若
い
女
性
た
ち
で
は
な
か
っ
た

か
。
彼
女
た
ち
に
家
族
制
度
、
家
父
長
制
へ
の
疑
義
を
抱
か
せ
る
物
語
は
ま
さ
し

く
、
国
家
の
根
幹
を
揺
る
が
す
悪
な
の
で
あ
っ
た
。
最
も
、
藤
壺
と
光
源
氏
、
女

三
の
宮
と
柏
木
と
い
う
二
つ
の
密
通
と
は
異
な
り
、
母
子
や
姉
妹
双
方
と
の
姦
通

は
原
典
に
お
い
て
も
実
際
に
は
起
こ
ら
な
い
。
可
能
性
す
ら
も

0

0

0

訳
す
こ
と
が
許
さ

れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
第
四
の
禁
忌
性
は
禁
忌
三
箇
条
以
上
に
厳
酷
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源
氏

　
　
私
を
親
だ
と
思
つ
て
・
・
・
・
・

小
君

　
　
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

源
氏

　
　
私
も
う
れ
し
い
。
そ
ん
な
に
私
を
頼
り
に
し
て
く
れ
た
の
は
お
前

が
初
め
て
だ
も
の
。
・
・
・
・
・（
小
君
を
じ
つ
と
み
つ
め
る
）

　
小
君
の
仕
草
や
口
調
、
光
源
氏
の
ふ
る
ま
い
や
甘
い
言
葉
、
確
か
に
字
面
の
み

を
見
る
と
、
小
君
は
あ
た
か
も
少
女
の
よ
う
で
あ
る
。
舞
台
上
で
は
小
君
は
少
年

の
姿
を
し
て
い
る
か
ら
、
性
別
は
観
客
に
伝
わ
る
。
担
当
者
の
勘
違
い
は
、
脚
本

で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
生
じ
た
誤
解
で
あ
る
。
右
に
至
る
直
前
の
光
源
氏
と
紀
伊
守

と
の
会
話
に
も
注
目
し
た
い
。

源
氏

　
　
先
日
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

紀
伊
守

　
・
・
・
・
・
思
ひ
が
け
ぬ
お
な
り
に
女
童
に
い
た
る
ま
で
、
有
難

い
仕
合
せ
と
喜
ん
で
居
り
ま
す
。

源
氏

　
　
ま
た
伺
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

紀
伊
守

　
有
難
う
ご
ざ
いマ

すマ

。
小
君
に
も
よ
く
申
し
付
け
て
ご
ざ
い
ま
す
ゆ

ゑ
。

源
氏

　
　
あ
れ
は
賢
い
童
で
す
ね
。

紀
伊
守

　
左
様
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
。
先
日
も
貴
方
様
か
ら
戴
い
た
装
束
を

姉
に
見
せ
て
、
こ
の
上
も
な
く
喜
ん
で
居
り
ま
し
た
。
あ
れ
の
姉

も
宮
仕
へ
に
上
る
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
父
に
嫁
い
で
心
で
は
悔
ん

で
居
る
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
小
君
へ
お
目
を
お
か
け
下
さ
る
と

承
つ
て
、
こ
よ
な
う
有
難
く
思
つ
て
ゐ
る
や
う
に
存
じ
ら
れ
ま
す
。

源
氏

　
　
（
無
言
に
て
聞
く
）

紀
伊
守

　
こ
の
後
と
も
に
お
目
か
け
て
下
さ
い
ま
す
や
う
お
願
ひ
申
し
上
げ

ま
す
・
・
・
・
・

　
紀
伊
守
は
、
ま
ず
「
女
童
」
ま
で

0

0

が
光
源
氏
の
来
訪
を
喜
ん
で
い
た
こ
と
に
触

れ
、
次
に
小
君
へ
の
温
情
に
感
謝
す
る
。
光
源
氏
の
「
あ
れ
は
賢
い
童0

で
す
ね
」

と
い
う
セ
リ
フ
、
そ
れ
を
受
け
る
紀
伊
守
が
繰
り
返
し
小
君
の
こ
と
を
目
に
か
け

て
ほ
し
い
旨
を
頼
み
込
む
と
い
う
文
脈
か
ら
、
担
当
者
は
小
君
を
少
女
と
判
断
し

止
理
由
と
い
ふ
の
が
ふ
る
つ
て
ゐ
る
。
禁
中
生
活
が
出
て
ゐ
る
か
ら
い
け
な

い
、
登
場
人
物
が
皇
族
で
あ
る
か
ら
い
け
な
い
、
最
近
貴
族
階
級
の
腐
敗
が

暴
露
さ
れ
て
ゐ
る
折
柄
昔
の
上
流
貴
族
の
舞
台
化
は
不
穏
当
で
あ
る
、
右
翼

方
面
の
抗
議
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
い
け
な
い
、
源
氏
の
淫
蕩
な
生
活
が
描
か

れ
て
ゐ
る
か
ら
い
け
な
い
、
例
へ
ば
源
氏
が
空

と
小
君
の
姉
妹
に
関
係
す

る
こ
と
は
社
会
風
教
に
害
が
あ
る
か
ら
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
検
閲
当
局
は
小

君
を
女
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
の
だ
。

　
禁
止
の
基
準
が
い
か
に
出
鱈
目
で
理
不
尽
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
象
徴

す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
当
局
が
空

と
小
君
と
を
姉
妹
と
勘
違
い
し
「
源
氏

が
空

と
小
君
の
姉
妹
に
関
係
す
る
こ
と
は
社
会
風
教
に
害
が
あ
る
」
と
頓
珍
漢

な
主
張
を
し
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
右
は
、
警
視
庁
担
当
者
の
リ
テ
ラ
シ
ー

の
実
態
を
示
す
暴
露
話
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
的
外
れ
の
勘
違
い
に
こ

そ
禁
忌
三
箇
条
の
蔭
に
隠
れ
た
強
い
禁
忌
性
が
見
え
隠
れ
し
て
い
ま
い
か
。

　
問
題
と
な
っ
た
最
初
の
脚
本
は
『
源
氏
物
語
―
新
劇
場
上
演
台
本
―
』
と
し
て

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
二
月
に
『
文
芸
』
第
一
巻
第
二
号
（
改
造
社
）
に
掲

載
さ
れ
た

）
40
（

。
空

に
手
紙
の
使
い
を
す
る
こ
と
を
叱
ら
れ
た
小
君
が
、
光
源
氏
に

報
告
す
る
第
一
幕
第
三
景
の
終
焉
を
見
て
み
よ
う
。

源
氏

　
　
お
前
だ
け
は
い
つ
ま
で
も
私
の
そ
ば
に
ゐ
て
く
れ
る
だ
ら
う
ね
。

小
君

　
　
（
平
伏
す
る
）
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

源
氏

　
　
頼
り
少
い
お
前
達
を
本
当
に
ど
れ
ほ
ど
私
は
い
と
ほ
し
く
思
つ
て

ゐ
る
こ
と
か
。

小
君

　
　
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
お
言
葉
を
有
難
く
思
つ
て
居
り

ま
す
か
申
し
上
げ
や
う
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

源
氏

　
　
そ
ん
な
に
も
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
ま
す
か
。

小
君

　
　
は
い
・
・
・
・
・
こ
の
や
う
な
あ
た
ゝ
か
い
お
言
葉
を
私
も
―
姉

も
今
ま
で
つ
い
ぞ
ど
な
た
か
ら
も
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

源
氏

　
　
お
前
も
、
私
も
、
頼
り
少
い
身
の
上
に
変
り
は
な
い
。

小
君

　
　
（
泣
く
）
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お
わ
り
に

　
『
源
氏
物
語
』
は
有
害
か
。
こ
れ
ほ
ど
に
日
本
社
会
の
根
幹
を
揺
さ
ぶ
る
作
品

で
あ
る
、
本
当
は
有
害
な
の
で
は
な
い
か
―
こ
の
研
究
を
続
け
て
い
る
と
、
時
折

ふ
と
そ
う
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
作
品
成
立
時
、
時
の
帝
で
あ
る
一
条
天
皇
は
「
こ

の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
る
べ
け
れ
。
ま
こ
と
に
才
あ
る
べ
し
」（
小
学
館

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
紫
式
部
日
記
』
二
〇
八
頁
）
と
い
う
賞
賛
を
寄
せ
た
。

爾
来
歴
代
の
天
皇
た
ち
は
『
源
氏
物
語
』
を
味
わ
い
、
そ
の
世
界
を
模
倣
し
た
文

化
的
営
為
を
創
造
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
近
代
国
家
に
お
い
て
、
皇
室
へ
の
不
敬

を
名
目
と
し
て
こ
の
作
品
が
排
斥
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
何
が
「
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
」
を
問
う
こ
と
、
そ
れ
は
逆
説
的
に
「
許
さ
な
か
っ

た
」
社
会
の
い
び
つ
さ
を
炙
り
出
す
。
最
後
に
、〈
旧
訳
〉
を
「
骨
無
し
源
氏
」

と
指
弾
し
た
岡
崎
義
恵
が
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
八
月
「
谷
崎
源
氏
論
」

に
加
筆
し
た
「
谷
崎
源
氏
論
―
古
典
の
現
代
化
と
大
衆
化
―
」
の
末
尾
を
引
こ
う

）
45
（

。

戦
時
中
、
藤
壺
を
削
除
し
た
の
は
、
外
部
か
ら
の
圧
迫
の
た
め
で
、
訳
者
を

責
め
る
の
は
酷
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
批
評
を
も
聞
い
た
が
、
も
し
そ
の
よ

う
な
心
構
え
で
い
る
な
ら
ば
、
再
び
外
部
か
ら
の
圧
迫
が
あ
れ
ば
、
ま
た
、

藤
壺
で
も
光
源
氏
で
も
抹
殺
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
戦
争
の
最
中

に
も
、
藤
壺
を
削
つ
た
「
源
氏
物
語
」
は
、
ほ
ん
と
う
の
「
源
氏
物
語
」
で

は
な
い
と
い
つ
た
の
で
あ
る
。
将
来
ま
た
ど
の
よ
う
な
時
勢
が
来
て
、
こ
の

物
語
を
社
会
か
ら
放
逐
し
よ
う
と
す
る
声
が
起
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ

の
と
き
、
ま
た
こ
の
物
語
が
、
違
つ
た
形
で
迫
害
を
う
け
る
か
も
知
れ
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
私
は
今
日
で
も
憂
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
追
記
部
分
に
あ
た
る
右
に
は
、
未
来
、
再
び
時
局
の
影
響
で
物
語
の
筋
を
ゆ
が

め
る
よ
う
な
事
態
が
起
き
る
こ
と
へ
の
深
い
憂
慮
が
記
さ
れ
て
い
る
。
表
現
、
そ

し
て
学
問
の
自
由
の
危
機
は
、
い
つ
い
か
な
る
時
代
に
も
生
じ
得
る
。
昨
今
の
言

論
状
況
を
鑑
み
る
と

）
46
（

、
こ
の
岡
崎
の
言
葉
を
噛
み
締
め
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
、
忸
怩

も
知
れ
な
い
。「
誤
訳
な
ん
か
、
た
と
ひ
あ
つ
た
つ
て
い
ゝ
さ
。」
谷
崎
氏
は

さ
う
言
つ
て
を
ら
れ
る
。
目
的
が
他
に
あ
る
と
い
ふ
意
味
だ
ら
う
。

　
次
月
一
二
月
号
に
は
、
山
本
有
三
訳
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ワ
イ
ク
『
永
遠
の
兄

弟
の
眼
』、
正
宗
白
鳥
訳
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
『
沈
黙
』
な
ど
と
共
に
、

谷
崎
訳
の
ト
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
『
グ
リ
ー
ブ
家
の
バ
ア
バ
ラ
の
話
』
が
掲
載
さ

れ
た
。
旧
稿
で
指
摘
し
た
通
り
、
右
の
予
告
文
前
半
の
傍
線
部
「
外
国
文
学
の
精

髄
・
味
・
匂
を
、
此
等
の
作
家
に
よ
つ
て
如
何
や
う
に
移
植
さ
れ
る
か
」
と
い
う

特
集
号
の
ね
ら
い
は
、〈
新
訳
〉
序
文
で
谷
崎
が
述
べ
て
い
る
こ
と
と
酷
似
し
て

い
る

）
43
（

。
波
線
部
の
通
り
、
嶋
中
は
「
文
壇
一
流
の
創
作
家
の
手
に
成
る
翻
訳
」
に

は
「
沈
滞
し
た
我
文
壇
に
一
大
シ
ヨ
ツ
ク
を
与
へ
」
る
力
が
あ
る
と
こ
の
企
画
に

大
き
く
期
待
を
寄
せ
る
。「
外
国
文
学
の
精
髄
・
味
・
匂
」
と
い
う
抽
象
を
、
日

本
の
表
現
を
通
し
て
具
象
化
し
、
日
本
文
と
し
て
現
出
さ
せ
る
。
あ
た
か
も
演
劇

に
お
け
る
演
じ
手
（p

la
y
e
r

）
が
表
現
（p

re
s
e
n
ta
tio

n

）
に
よ
っ
て
登
場
人
物

（c
h
a
ra

c
te
r

）
を
再
現
（re

p
re
s
e
n
ta
tio

n

）
す
る
か
の
よ
う

）
44
（

、
言
わ
ん
と
す

る
の
は
表
象
行
為
と
し
て
の
翻
訳
の
価
値
で
あ
ろ
う
。
後
半
傍
線
部
、
予
告
文
末

尾
に
は
「
誤
訳
な
ん
か
、
た
と
ひ
あ
つ
た
つ
て
い
ゝ
さ
。」
と
い
う
谷
崎
の
言
葉

も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
問
わ
れ
て
い
る
の
は
原
典
の
世
界
の
再
現
性
な

の
で
あ
り
、
デ
ィ
テ
イ
ル
の
正
確
さ
は
優
先
事
項
で
は
な
い
。
何
を
表
現
す
る
か

で
は
な
く
ど
う
表
現
す
る
か
―
こ
れ
こ
そ
が
谷
崎
、
嶋
中
が
目
指
し
た
「
文
学
的

翻
訳
」
の
真
髄
で
あ
る
。
時
の
権
力
、
社
会
の
趨
勢
に
配
慮
し
、
物
語
の
訳
文
を

削
除
す
る
。
こ
こ
に
抵
抗
と
抑
圧
、
統
制
と
迎
合
と
い
っ
た
単
純
な
二
項
対
立
の

構
図
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
併
し
彼
ら
は
い
ず
れ
の
選
択
も
取
ら
な

か
っ
た
。
時
局
と
、
社
会
と
交
渉
し
、
折
り
合
っ
た
の
で
あ
る
。〈
旧
訳
〉
は
翻

訳
に
よ
る
原
典
の
再
現
と
い
う
目
的
を
共
有
す
る
、
谷
崎
・
嶋
中
両
者
の
連
携
に

よ
っ
て
奇
跡
的
に
世
に
出
た
、
希
代
未
聞
の
源
氏
訳
な
の
で
あ
る
。
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ば
、
意
味
を
汲
み
取
る
上
で
の
困
難
は
先
づ
少
い
。（
中
略
）
で
、
意
味
を

汲
み
取
る
困
難
が
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
そ
れ
を
最
も
文
学
的
に
訳

出
す
る
か
、

―
と
い
ふ
こ
と
に
全
力
を
傾
倒
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、
自
分

と
し
て
は
甚
だ
仕
甲
斐
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。

　
こ
の
仕
事
が
持
ち
掛
け
ら
れ
た
時
、
谷
崎
は
即
座
に
「
自
分
が
仮
り
に
古
典
物

を
訳
す
と
し
て
、
何
を
選
ぶ
か
と
い
へ
ば
、
源
氏
を
措
い
て
外
に
は
な
い
」
と
直

感
し
た
と
い
う
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
が
原
典
へ
の
愛
着
と

か
憧
憬
と
か
い
っ
た
感
情
と
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
豊
富
な
注
釈
書

を
頼
れ
ば
意
味
を
汲
み
取
る
困
難
を
回
避
で
き
る
、
解
釈
は
注
釈
書
や
研
究
者
に

委
ね
、
自
身
は
「
如
何
に
し
て
そ
れ
を
最
も
文
学
的
に
訳
出
す
る
か
」
に
注
力
す

る
―
谷
崎
は
そ
も
そ
も
「
正
し
く
訳
す
」
こ
と
に
こ
の
仕
事
の
軸
足
を
置
い
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
何
を
描
い
て
い
る
か
で
は
な
く
、
描
か
れ
て
い
る
世
界
を
ど
う

現
代
に
「
文
学
的
に
」
現
出
さ
せ
る
か
。
こ
れ
こ
そ
が
創
作
の
時
間
を
割
い
て
行

う
作
家
の
翻
訳
の
目
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
依
頼
し
た
嶋
中
と
も
共
有
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
谷
崎
が
源
氏
訳
に
着
手
す
る
七
年
前
、
昭
和
二
年
（
一

九
二
七
）
一
一
月
に
嶋
中
が
編
集
主
幹
と
し
て
「
中
央
公
論
」
に
記
し
た
「
翻
訳

小
説
」
号
予
告
文
に
注
目
し
た
い
。

　
来
る
十
二
月
号
は
先
例
を
破
つ
て
歳
末
特
別
号
と
し
（
但
し
定
価
は
上
げ

ぬ
つ
も
り
）『
翻
訳
小
説
』
号
を
発
行
す
る
。
主
意
は
所
謂
翻
訳
家
と
呼
ば

れ
る
人
達
の
翻
訳
で
な
し
に
、
さ
う
か
と
い
つ
て
所
謂
語
学
者
の
翻
訳
で
も

な
い
、
文
壇
一
流
の
創
作
家
の
手
に
成
る
翻
訳
を
掲
載
し
て
、
沈
滞
し
た
我

文
壇
に
一
大
シ
ヨ
ツ
ク
を
与
へ
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。（
中
略
）
単
に
創

作
家
の
翻
訳
が
珍
ら
し
い
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
、外
国
文
学
の
精
髄
・
味
・

匂
を
、
此
等
の
作
家
に
よ
つ
て
如
何
や
う
に
移
植
さ
れ
る
か
、
興
味
は
主
と

し
て
こ
ゝ
に
繋
つ
て
ゐ
る
。
ど
の
作
家
が
、
外
国
の
ど
の
作
家
の
ど
の
作
品

を
選
ば
れ
る
か
、
そ
こ
に
も
亦
第
二
の
興
味
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
小
説

が
面
白
く
な
い
と
評
判
さ
れ
る
今
日
、
本
誌
の
此
計
画
は
き
つ
と
あ
ら
ゆ
る

方
面
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
誤
訳
指
摘
で
待
ち
構
へ
る
人
も
あ
る
か

い
こ
と
、
政
治
家
を
引
退
し
た
自
分
が
そ
の
た
め
に
秘
か
に
暗
躍
し
て
い
る
こ
と

へ
の
満
足
感
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
そ
の
名
の
通
り
、
報
道
の
統
制
を

主
た
る
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
世
上
頗
る
静
謐
の
観
」
へ
の
満

足
感
に
は
「
少
正
卯
」
か
ら
「
衆
」
を
惑
わ
す
「
悪
」
を
秘
か
に
取
り
除
く
こ
と

が
出
来
た
こ
と
を
も
含
ま
れ
て
い
ま
い
か
。
一
個
人
の
日
記
は
史
料
的
評
価
が
難

し
く
、
あ
く
ま
で
当
時
の
実
情
を
推
量
す
る
上
で
の
傍
証
に
し
か
な
ら
な
い
。
し

か
し
、〈
旧
訳
〉
が
生
成
さ
れ
る
間
の
社
会
の
動
向
と
、
削
除
の
増
減
、
方
針
の

変
更
の
痕
跡
と
が
あ
ま
り
に
も
鮮
や
か
に
符
合
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

四
、
谷
崎
源
氏
と
い
う
表
象

　
大
幅
に
本
文
を
削
除
し
て
ま
で
訳
了
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、〈
旧
訳
〉

の
価
値
、
さ
ら
に
は
谷
崎
に
と
っ
て
の
源
氏
訳
の
意
義
は
過
度
に
貶
め
ら
れ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
木
内
高
音
宛
の
書
簡
か
ら
は
、
一
連
の

工
程
が
い
か
に
時
間
に
追
わ
れ
、
ま
た
骨
の
折
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
発
禁
に
対
す
る
損
失
補
填
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
煩
雑
さ
に
耐
え
な
が
ら
、
谷
崎
や
嶋
中
ら
は
〈
旧
訳
〉
の
刊
行

を
完
遂
し
た
か
。
再
び
『
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
』
を
引
く
。

私
に
源
氏
物
語
を
訳
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
こ
と
を
思
ひ
つ
い
た
の
は
、
中
央
公

論
社

―
多
分
社
長
の
島
中
君
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
私
は
い
つ
た
い
、
雑
誌

社
の
方
か
ら
プ
ラ
ン
を
立
て
ゝ
持
ち
込
ん
で
来
た
こ
と
に
は
な
か
な
か
オ
イ

ソ
レ
と
承
知
し
な
い
た
ち
な
の
だ
が
、
こ
の
相
談
に
は
最
初
か
ら
大
い
に
食

指
が
動
い
た
。
と
い
ふ
の
は
、
第
三
者
が
見
て
私
が
適
任
で
あ
る
か
ど
う
か

は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
が
仮
り
に
古
典
物
を
訳
す
と
し
て
、
何
を

選
ぶ
か
と
い
へ
ば
、
源
氏
を
措
い
て
外
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）

恐
ら
く
萬
葉
を
除
い
て
は
、
源
氏
く
ら
ゐ
、
註
釈
書
に
富
ん
だ
も
の
は
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
先
人
や
現
代
の
学
者
達
の
業
績
を
参
考
に
す
れ
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お
わ
り
に

　
『
源
氏
物
語
』
は
有
害
か
。
こ
れ
ほ
ど
に
日
本
社
会
の
根
幹
を
揺
さ
ぶ
る
作
品

で
あ
る
、
本
当
は
有
害
な
の
で
は
な
い
か
―
こ
の
研
究
を
続
け
て
い
る
と
、
時
折

ふ
と
そ
う
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
作
品
成
立
時
、
時
の
帝
で
あ
る
一
条
天
皇
は
「
こ

の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
る
べ
け
れ
。
ま
こ
と
に
才
あ
る
べ
し
」（
小
学
館

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
紫
式
部
日
記
』
二
〇
八
頁
）
と
い
う
賞
賛
を
寄
せ
た
。

爾
来
歴
代
の
天
皇
た
ち
は
『
源
氏
物
語
』
を
味
わ
い
、
そ
の
世
界
を
模
倣
し
た
文

化
的
営
為
を
創
造
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
近
代
国
家
に
お
い
て
、
皇
室
へ
の
不
敬

を
名
目
と
し
て
こ
の
作
品
が
排
斥
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
何
が
「
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
」
を
問
う
こ
と
、
そ
れ
は
逆
説
的
に
「
許
さ
な
か
っ

た
」
社
会
の
い
び
つ
さ
を
炙
り
出
す
。
最
後
に
、〈
旧
訳
〉
を
「
骨
無
し
源
氏
」

と
指
弾
し
た
岡
崎
義
恵
が
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
八
月
「
谷
崎
源
氏
論
」

に
加
筆
し
た
「
谷
崎
源
氏
論
―
古
典
の
現
代
化
と
大
衆
化
―
」
の
末
尾
を
引
こ
う

）
45
（

。

戦
時
中
、
藤
壺
を
削
除
し
た
の
は
、
外
部
か
ら
の
圧
迫
の
た
め
で
、
訳
者
を

責
め
る
の
は
酷
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
批
評
を
も
聞
い
た
が
、
も
し
そ
の
よ

う
な
心
構
え
で
い
る
な
ら
ば
、
再
び
外
部
か
ら
の
圧
迫
が
あ
れ
ば
、
ま
た
、

藤
壺
で
も
光
源
氏
で
も
抹
殺
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
戦
争
の
最
中

に
も
、
藤
壺
を
削
つ
た
「
源
氏
物
語
」
は
、
ほ
ん
と
う
の
「
源
氏
物
語
」
で

は
な
い
と
い
つ
た
の
で
あ
る
。
将
来
ま
た
ど
の
よ
う
な
時
勢
が
来
て
、
こ
の

物
語
を
社
会
か
ら
放
逐
し
よ
う
と
す
る
声
が
起
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ

の
と
き
、
ま
た
こ
の
物
語
が
、
違
つ
た
形
で
迫
害
を
う
け
る
か
も
知
れ
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
私
は
今
日
で
も
憂
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
追
記
部
分
に
あ
た
る
右
に
は
、
未
来
、
再
び
時
局
の
影
響
で
物
語
の
筋
を
ゆ
が

め
る
よ
う
な
事
態
が
起
き
る
こ
と
へ
の
深
い
憂
慮
が
記
さ
れ
て
い
る
。
表
現
、
そ

し
て
学
問
の
自
由
の
危
機
は
、
い
つ
い
か
な
る
時
代
に
も
生
じ
得
る
。
昨
今
の
言

論
状
況
を
鑑
み
る
と

）
46
（

、
こ
の
岡
崎
の
言
葉
を
噛
み
締
め
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
、
忸
怩

も
知
れ
な
い
。「
誤
訳
な
ん
か
、
た
と
ひ
あ
つ
た
つ
て
い
ゝ
さ
。」
谷
崎
氏
は

さ
う
言
つ
て
を
ら
れ
る
。
目
的
が
他
に
あ
る
と
い
ふ
意
味
だ
ら
う
。

　
次
月
一
二
月
号
に
は
、
山
本
有
三
訳
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ワ
イ
ク
『
永
遠
の
兄

弟
の
眼
』、
正
宗
白
鳥
訳
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
『
沈
黙
』
な
ど
と
共
に
、

谷
崎
訳
の
ト
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
『
グ
リ
ー
ブ
家
の
バ
ア
バ
ラ
の
話
』
が
掲
載
さ

れ
た
。
旧
稿
で
指
摘
し
た
通
り
、
右
の
予
告
文
前
半
の
傍
線
部
「
外
国
文
学
の
精

髄
・
味
・
匂
を
、
此
等
の
作
家
に
よ
つ
て
如
何
や
う
に
移
植
さ
れ
る
か
」
と
い
う

特
集
号
の
ね
ら
い
は
、〈
新
訳
〉
序
文
で
谷
崎
が
述
べ
て
い
る
こ
と
と
酷
似
し
て

い
る

）
43
（

。
波
線
部
の
通
り
、
嶋
中
は
「
文
壇
一
流
の
創
作
家
の
手
に
成
る
翻
訳
」
に

は
「
沈
滞
し
た
我
文
壇
に
一
大
シ
ヨ
ツ
ク
を
与
へ
」
る
力
が
あ
る
と
こ
の
企
画
に

大
き
く
期
待
を
寄
せ
る
。「
外
国
文
学
の
精
髄
・
味
・
匂
」
と
い
う
抽
象
を
、
日

本
の
表
現
を
通
し
て
具
象
化
し
、
日
本
文
と
し
て
現
出
さ
せ
る
。
あ
た
か
も
演
劇

に
お
け
る
演
じ
手
（p

la
y
e
r

）
が
表
現
（p

re
s
e
n
ta
tio

n

）
に
よ
っ
て
登
場
人
物

（c
h
a
ra

c
te
r

）
を
再
現
（re

p
re
s
e
n
ta
tio

n

）
す
る
か
の
よ
う

）
44
（

、
言
わ
ん
と
す

る
の
は
表
象
行
為
と
し
て
の
翻
訳
の
価
値
で
あ
ろ
う
。
後
半
傍
線
部
、
予
告
文
末

尾
に
は
「
誤
訳
な
ん
か
、
た
と
ひ
あ
つ
た
つ
て
い
ゝ
さ
。」
と
い
う
谷
崎
の
言
葉

も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
問
わ
れ
て
い
る
の
は
原
典
の
世
界
の
再
現
性
な

の
で
あ
り
、
デ
ィ
テ
イ
ル
の
正
確
さ
は
優
先
事
項
で
は
な
い
。
何
を
表
現
す
る
か

で
は
な
く
ど
う
表
現
す
る
か
―
こ
れ
こ
そ
が
谷
崎
、
嶋
中
が
目
指
し
た
「
文
学
的

翻
訳
」
の
真
髄
で
あ
る
。
時
の
権
力
、
社
会
の
趨
勢
に
配
慮
し
、
物
語
の
訳
文
を

削
除
す
る
。
こ
こ
に
抵
抗
と
抑
圧
、
統
制
と
迎
合
と
い
っ
た
単
純
な
二
項
対
立
の

構
図
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
併
し
彼
ら
は
い
ず
れ
の
選
択
も
取
ら
な

か
っ
た
。
時
局
と
、
社
会
と
交
渉
し
、
折
り
合
っ
た
の
で
あ
る
。〈
旧
訳
〉
は
翻

訳
に
よ
る
原
典
の
再
現
と
い
う
目
的
を
共
有
す
る
、
谷
崎
・
嶋
中
両
者
の
連
携
に

よ
っ
て
奇
跡
的
に
世
に
出
た
、
希
代
未
聞
の
源
氏
訳
な
の
で
あ
る
。
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ば
、
意
味
を
汲
み
取
る
上
で
の
困
難
は
先
づ
少
い
。（
中
略
）
で
、
意
味
を

汲
み
取
る
困
難
が
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
そ
れ
を
最
も
文
学
的
に
訳

出
す
る
か
、

―
と
い
ふ
こ
と
に
全
力
を
傾
倒
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、
自
分

と
し
て
は
甚
だ
仕
甲
斐
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。

　
こ
の
仕
事
が
持
ち
掛
け
ら
れ
た
時
、
谷
崎
は
即
座
に
「
自
分
が
仮
り
に
古
典
物

を
訳
す
と
し
て
、
何
を
選
ぶ
か
と
い
へ
ば
、
源
氏
を
措
い
て
外
に
は
な
い
」
と
直

感
し
た
と
い
う
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
が
原
典
へ
の
愛
着
と

か
憧
憬
と
か
い
っ
た
感
情
と
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
豊
富
な
注
釈
書

を
頼
れ
ば
意
味
を
汲
み
取
る
困
難
を
回
避
で
き
る
、
解
釈
は
注
釈
書
や
研
究
者
に

委
ね
、
自
身
は
「
如
何
に
し
て
そ
れ
を
最
も
文
学
的
に
訳
出
す
る
か
」
に
注
力
す

る
―
谷
崎
は
そ
も
そ
も
「
正
し
く
訳
す
」
こ
と
に
こ
の
仕
事
の
軸
足
を
置
い
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
何
を
描
い
て
い
る
か
で
は
な
く
、
描
か
れ
て
い
る
世
界
を
ど
う

現
代
に
「
文
学
的
に
」
現
出
さ
せ
る
か
。
こ
れ
こ
そ
が
創
作
の
時
間
を
割
い
て
行

う
作
家
の
翻
訳
の
目
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
依
頼
し
た
嶋
中
と
も
共
有
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
谷
崎
が
源
氏
訳
に
着
手
す
る
七
年
前
、
昭
和
二
年
（
一

九
二
七
）
一
一
月
に
嶋
中
が
編
集
主
幹
と
し
て
「
中
央
公
論
」
に
記
し
た
「
翻
訳

小
説
」
号
予
告
文
に
注
目
し
た
い
。

　
来
る
十
二
月
号
は
先
例
を
破
つ
て
歳
末
特
別
号
と
し
（
但
し
定
価
は
上
げ

ぬ
つ
も
り
）『
翻
訳
小
説
』
号
を
発
行
す
る
。
主
意
は
所
謂
翻
訳
家
と
呼
ば

れ
る
人
達
の
翻
訳
で
な
し
に
、
さ
う
か
と
い
つ
て
所
謂
語
学
者
の
翻
訳
で
も

な
い
、
文
壇
一
流
の
創
作
家
の
手
に
成
る
翻
訳
を
掲
載
し
て
、
沈
滞
し
た
我

文
壇
に
一
大
シ
ヨ
ツ
ク
を
与
へ
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。（
中
略
）
単
に
創

作
家
の
翻
訳
が
珍
ら
し
い
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
、外
国
文
学
の
精
髄
・
味
・

匂
を
、
此
等
の
作
家
に
よ
つ
て
如
何
や
う
に
移
植
さ
れ
る
か
、
興
味
は
主
と

し
て
こ
ゝ
に
繋
つ
て
ゐ
る
。
ど
の
作
家
が
、
外
国
の
ど
の
作
家
の
ど
の
作
品

を
選
ば
れ
る
か
、
そ
こ
に
も
亦
第
二
の
興
味
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
小
説

が
面
白
く
な
い
と
評
判
さ
れ
る
今
日
、
本
誌
の
此
計
画
は
き
つ
と
あ
ら
ゆ
る

方
面
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
誤
訳
指
摘
で
待
ち
構
へ
る
人
も
あ
る
か

い
こ
と
、
政
治
家
を
引
退
し
た
自
分
が
そ
の
た
め
に
秘
か
に
暗
躍
し
て
い
る
こ
と

へ
の
満
足
感
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
そ
の
名
の
通
り
、
報
道
の
統
制
を

主
た
る
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
世
上
頗
る
静
謐
の
観
」
へ
の
満

足
感
に
は
「
少
正
卯
」
か
ら
「
衆
」
を
惑
わ
す
「
悪
」
を
秘
か
に
取
り
除
く
こ
と

が
出
来
た
こ
と
を
も
含
ま
れ
て
い
ま
い
か
。
一
個
人
の
日
記
は
史
料
的
評
価
が
難

し
く
、
あ
く
ま
で
当
時
の
実
情
を
推
量
す
る
上
で
の
傍
証
に
し
か
な
ら
な
い
。
し

か
し
、〈
旧
訳
〉
が
生
成
さ
れ
る
間
の
社
会
の
動
向
と
、
削
除
の
増
減
、
方
針
の

変
更
の
痕
跡
と
が
あ
ま
り
に
も
鮮
や
か
に
符
合
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

四
、
谷
崎
源
氏
と
い
う
表
象

　
大
幅
に
本
文
を
削
除
し
て
ま
で
訳
了
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、〈
旧
訳
〉

の
価
値
、
さ
ら
に
は
谷
崎
に
と
っ
て
の
源
氏
訳
の
意
義
は
過
度
に
貶
め
ら
れ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
木
内
高
音
宛
の
書
簡
か
ら
は
、
一
連
の

工
程
が
い
か
に
時
間
に
追
わ
れ
、
ま
た
骨
の
折
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
発
禁
に
対
す
る
損
失
補
填
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
煩
雑
さ
に
耐
え
な
が
ら
、
谷
崎
や
嶋
中
ら
は
〈
旧
訳
〉
の
刊
行

を
完
遂
し
た
か
。
再
び
『
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
』
を
引
く
。

私
に
源
氏
物
語
を
訳
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
こ
と
を
思
ひ
つ
い
た
の
は
、
中
央
公

論
社

―
多
分
社
長
の
島
中
君
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
私
は
い
つ
た
い
、
雑
誌

社
の
方
か
ら
プ
ラ
ン
を
立
て
ゝ
持
ち
込
ん
で
来
た
こ
と
に
は
な
か
な
か
オ
イ

ソ
レ
と
承
知
し
な
い
た
ち
な
の
だ
が
、
こ
の
相
談
に
は
最
初
か
ら
大
い
に
食

指
が
動
い
た
。
と
い
ふ
の
は
、
第
三
者
が
見
て
私
が
適
任
で
あ
る
か
ど
う
か

は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
が
仮
り
に
古
典
物
を
訳
す
と
し
て
、
何
を

選
ぶ
か
と
い
へ
ば
、
源
氏
を
措
い
て
外
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）

恐
ら
く
萬
葉
を
除
い
て
は
、
源
氏
く
ら
ゐ
、
註
釈
書
に
富
ん
だ
も
の
は
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
先
人
や
現
代
の
学
者
達
の
業
績
を
参
考
に
す
れ
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（
17
）〈
旧
訳
〉
に
お
け
る
朧
月
夜
は
、
朱
雀
帝
の
愛
妃
で
は
な
く
光
源
氏
を
慕
う
た
だ
の

女
官
と
し
て
登
場
す
る
。

（
18
）
ど
う
し
て
外
の
人
な
ど
に
心
惹
か
れ
や
う
や
、【
時
の
帝
が
御
女
を
下
し
賜
は
つ
て
も
、

自
分
は
頂
戴
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
、
又
そ
れ
程
に
思
つ
て
ゐ
る
人
が
あ
る
こ
と
を

聞
し
召
し
た
ら
、
下
し
賜
は
る
こ
と
も
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
に
、】
矢
張
何
か
に
つ

け
て
さ
ま
ざ
ま
な
気
苦
労
を
お
さ
せ
に
な
つ
た
橋
姫
で
あ
る
こ
と
よ
と
思
ふ
の
で
し

た
が
、（〈
新
訳
〉「
蜻
蛉
」
巻
一
〇
―
一
二
三
頁
）。

（
19
）
西
野
厚
志
「
新
資
料
紹
介

　
木
内
高
音
宛
谷
崎
潤
一
郎
書
簡
四
十
四
通
（
解
題
・
翻

刻
・
注
釈
）」（「
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
」
第
六
五
号

　
平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）

三
月
）。
谷
崎
は
繰
り
返
し
配
本
の
遅
れ
に
対
す
る
懸
念
を
記
し
て
い
る
。
興
味
深

い
の
は
愛
蔵
本
の
落
掌
を
繰
り
返
し
要
望
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。昭
和
一
六
年（
一

九
四
一
）
四
月
二
一
日
付
（
37
）
の
書
簡
で
は
、
松
子
夫
人
の
妹
重
子
の
結
婚
に
つ

い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。愛
蔵
本
は
重
子
の
嫁
入
り
本
と
し
て
要
請
さ
れ
た
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

（
20
）「
法
外
便
宜
的
措
置
と
し
て
の
内
閲
①
」（『
伏
字
の
文
化
史

　
検
閲
・
文
学
・
出
版
』

（
森
話
社

　
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）

　
七
一
頁
）。

（
21
）
注
（
１
）
と
同
じ
。

（
22
）「『
源
氏
物
語
』
劇
に
受
難

　
上
演
を
眼
前
に
禁
止

　
希
に
見
る
芸
術
的
計
画
も
水
泡

突
如
、
警
視
庁
が
弾
墜
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
一
月
二

三
日

　
夕
刊
一
一
面
、
引
用
は
注
（
７
）『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』
へ
の
再
録
に

依
る
）。

（
23
）
検
閲
は
法
制
度
や
実
施
の
実
態
を
め
ぐ
っ
て
実
に
複
雑
な
経
緯
を
辿
っ
て
お
り
、
浅

学
な
稿
者
に
は
手
に
余
る
。
出
版
物
は
一
括
し
て
内
務
省
が
担
当
し
て
い
た
の
に
対

し
、
演
劇
脚
本
の
場
合
は
地
方
で
公
演
を
行
う
事
情
か
ら
地
方
官
庁
（
東
京
府
は
警

視
庁
保
安
部
保
安
課
）
が
行
っ
て
い
た
と
い
う
（
牧
義
之
「
狂
演
の
テ
ー
ブ
ル

　
戦

前
期
・
脚
本
検
閲
官
論
」
注
（
20
）『
同
書
』
三
六
四
頁
）。

（
24
）
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
二
月
紫
式
部
学
会
が
公
表
し
た
「
源
氏
物
語
劇
化
上
演
後

援
顛
末
報
告
」（「
む
ら
さ
き
―
源
氏
物
語
劇
の
解
説
と
報
告

　
創
刊
特
輯
号
」、注（
７
）

和
元
年
（
二
〇
二
〇
）

　
三
四
頁
）。

（
９
）
雨
宮
も
谷
崎
か
ら
の
書
簡
の
中
に
「『
源
氏
物
語
』
の
皇
室
関
係
不
敬
の
箇
所
は
訳

文
か
ら
削
除
し
た
い
」
と
い
う
内
容
が
あ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
（「
谷
崎
潤
一
郎

―
壁
画
風
の
デ
ッ
サ
ン
―
」『
偲
ぶ
草

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
六
十
年
』
中
央
公
論
社

昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）

　
一
九
頁
）。
雨
宮
が
携
わ
っ
た
の
は
起
筆
か
ら
約
三

年
弱
の
間
の
事
で
あ
り
、「
春
宵
対
談
」
で
の
発
言
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

（
10
）『
全
集
』
第
二
三
巻
―
四
九
五
頁
。

（
11
）
な
お
、
谷
崎
旧
蔵
『
湖
月
抄
』
に
つ
い
て
は
、
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会

　
第
一
一

四
回
大
会
（
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
一
二
月
四
日
、
於
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
）

に
お
い
て
、
嶋
田
龍
司
氏
が
「
谷
崎
源
氏
〈
旧
訳
〉
の
参
考
文
献
の
推
定
」
と
い
う

報
告
の
中
で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
12
）
拙
稿
「
谷
崎
潤
一
郎
『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
論
―
『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳

体
験
と
の
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
日
本
近
代
文
学
」
第
九
三
号

　
平
成
二
七
年
（
二

〇
一
五
）
一
一
月
）。

（
13
）
注
（
９
）
と
同
じ
。
な
お
、
一
部
、
河
内
本
系
で
訳
し
て
い
る
箇
所
が
見
い
だ
せ
る
。

「
帚
木
」
巻
、
所
謂
左
馬
頭
の
体
験
談
の
中
に
出
て
来
る
、
木
枯
の
女
へ
殿
上
人
が

呼
び
か
け
た
歌
は
『
湖
月
抄
』
本
文
が
「
琴
の
ね
も
月
も
え
な
ら
ぬ
宿
な
が
ら
つ
れ

な
き
人
を
ひ
き
や
と
め
け
る
」（
一
〇
〇
頁
）
と
す
る
と
こ
ろ
、〈
旧
訳
〉
は
「
琴
の

ね
も
菊
も
え
ら
な
ぬ
宿
な
が
ら
つ
れ
な
き
人
を
引
き
や
と
め
け
る
」
と
い
う
本
文
を

掲
げ
る
。〈
旧
訳
〉「
奥
書
」
で
「
金
子
本
」
と
呼
ば
れ
、
注
（
７
）
西
野
論
考
で
も

重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
金
子
元
臣
『
定
本
源
氏
物
語
新
解
』（
明
治
書
院

　
初

版
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
））
に
従
っ
た
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）「
國
學
院
雑
誌
」（
第
一
一
〇
巻
八
号
、
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
八
月
）。

（
15
）「
文
学
・
語
学
」（
第
一
九
六
号
、
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
二
月
）。

（
16
）
尤
も
、
削
除
箇
所
の
発
見
は
根
気
の
い
る
作
業
で
あ
っ
た
た
め
か
、
改
訳
当
時
新
進

気
鋭
の
研
究
者
で
あ
っ
た
玉
上
の
方
が
丁
寧
、
正
確
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
た
だ
し

対
照
表
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
山
田
が
削
除
と
認
識
し
て
い
た
箇
所
を
検
証
す
る
た

め
、
山
田
書
き
入
れ
旧
訳
本
を
採
用
し
た
。
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所
謂
嫁
入
り
本
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
と
知
ら
れ
る
。

（
２
）
谷
崎
松
子
「『
源
氏
』
と
谷
崎
潤
一
郎
と
私
」（「
婦
人
公
論
」
昭
和
四
〇
年
（
一
九

六
五
）
六
月
号
、
の
ち
に
「
銀
の
盞
」
中
公
文
庫
『
倚
松
庵
の
夢
』
中
央
公
論
社

　

昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
）

　
七
頁
）。

（
３
）
人
選
は
雨
宮
が
提
案
、
谷
崎
が
賛
成
し
、
先
ず
雨
宮
が
書
簡
で
打
診
し
た
と
こ
ろ
、

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
十
二
月
六
日
付
で
承
諾
の
返
事
が
あ
っ
た
と
い
う
（「『
源

氏
物
語
』
現
代
語
訳
」
芦
屋
市
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
資
料
集
（
二
）『
雨
宮
庸
蔵
宛

谷
崎
潤
一
郎
書
簡
』
芦
屋
市
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館

　
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）

　
三

五
頁
）。

（
４
）
岡
崎
義
恵
「
谷
崎
源
氏
論
（
四
）
蹂
躙
さ
れ
た
芸
術
的
境
地
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」

昭
和
一
四
年
五
月
二
六
日
）。
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
加
筆
さ
れ
「
古
典
の

現
代
化
と
大
衆
化
」
と
し
て
『
美
の
伝
統
』（
弘
文
堂
書
房
）
に
、
さ
ら
に
昭
和
三

四
年
（
一
九
五
九
）
八
月
に
追
記
部
分
を
加
え
て
「
谷
崎
源
氏
論
―
古
典
の
現
代
化

と
大
衆
化
―
」
と
し
て
著
作
集
に
再
録
さ
れ
る
（
著
作
集
五
『
源
氏
物
語
の
美
』（
宝

文
館

　
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）

　
四
五
一
頁
）。

（
５
）
詳
細
は
拙
稿
「『
潤
一
郎
訳

　
源
氏
物
語
』（
旧
訳
）
の
特
質
―
岡
崎
義
恵
「
谷
崎
源

氏
論
」
か
ら
の
一
考
察
―
」（『
学
術
研
究
年
報
』
第
七
二
巻

　
令
和
三
年
（
二
〇
二

一
）
一
二
月
）
に
譲
る
。

（
６
）「
あ
の
頃
の
こ
と

　
山
田
孝
雄
追
悼
」（『
全
集
』
第
二
三
巻
―
四
七
二
頁
）

（
７
）
小
林
正
明
「
解
題

　
喪
わ
れ
た
物
語
を
求
め
て
」（
秋
山
虔
監
修
『
批
評
集
成
・
源

氏
物
語
』
第
五
巻
戦
時
下
篇

　
ゆ
ま
に
書
房

　
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）

　
五
一

一
頁
）。
た
だ
し
、
近
年
は
西
野
厚
志
が
富
山
県
市
立
図
書
館
山
田
孝
雄
文
庫
の
資

料
を
も
と
に
谷
崎
が
主
導
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
（「
谷
崎

源
氏
・
山
田
孝
雄
旧
蔵
『
定
本
源
氏
物
語
新
解
』
対
照
表
」「
古
代
中
世
文
学
論
考
」

第
一
八
集

　
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
）
一
〇
月
）、「
灰
を
寄
せ
集
め
る
―
山
田
孝

雄
と
谷
崎
潤
一
郎
訳
「
源
氏
物
語
」
―
」（『
近
代
文
学
に
お
け
る
源
氏
物
語
』
お
う

ふ
う

　
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）

　
一
一
三
頁
）。

（
８
）「
春
宵
対
談
」（
和

哲
郎

　
中
公
文
庫
『
和

哲
郎
座
談
』

　
中
央
公
論
新
社

　
令

た
る
思
い
が
こ
み
上
げ
る
の
で
あ
る
。

　
谷
崎
源
氏
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
戦
時
中
か
ら
戦
後
そ
し
て
復
興
期
と
い
う
長

期
に
亘
り
改
訳
を
重
ね
、
近
代
国
家
存
立
と
関
わ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
欧
米
化
さ

れ
る
社
会
風
潮
を
睨
み
な
が
ら
変
貌
し
続
け
た
。
そ
の
動
態
は
、『
源
氏
物
語
』

を
「
移
植
さ
れ
る
」
社
会
の
中
で
〈
文
学
的
に
〉
再
生
し
続
け
る
、
粘
り
強
い
挑

戦
の
軌
跡
で
あ
っ
た
。

※
谷
崎
源
氏
以
外
の
谷
崎
作
品
の
引
用
は
全
て
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
全
二
六
巻
（
中
央
公

論
新
社
）
に
依
る
。
ま
た
、
漢
文
引
用
な
ら
び
に
固
有
名
詞
以
外
の
旧
字
は
新
字
に
改
め

た
。

【
付
記
１
】
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費 20

K
00327 

な
ら
び
に
二
〇
二
一
年
度
同
志
社
女

子
大
学
奨
励
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
付
記
２
】
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
本
学
科
の
生
井
知
子
先
生
、
並
び
に
博
士
号
取

得
同
期
に
し
て
長
年
の
研
究
仲
間
で
あ
る
花
澤
哲
文
氏
よ
り
多
大
な
ご
教
示
を

賜
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
１
）
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
二
月
一
六
日
付
、
嶋
中
雄
作
宛
書
簡
で
谷
崎
は
「
次
ぎ
に

お
願
ひ
し
た
い
の
は
、
大
体
の
枚
数
が
分
つ
た
上
で
、
冊
数
と
装
釘
を
小
生
に
任
し

て
頂
き
た
い
の
で
す
、
貴
下
の
方
で
全
体
の
定
価
を
定
め
て
下
さ
れ
ば
そ
の
範
囲
内

に
於
い
て
考
案
だ
し
ま
す
が
如
何
で
せ
う
か
。
さ
し
あ
た
り
、
小
生
は
、
各
冊
を
コ

ツ
ト
ン
紙
二
つ
折
の
カ
リ
ト
ジ
（
雑
誌
ス
バ
ル
ノ
如
キ
体
裁
）
風
の
も
の
に
し
て
、

六
七
冊
乃
至
十
冊
に
し
、
そ
れ
を
函
入
り
に
し
て
、
春
琴
抄
の
表
紙
の
や
う
な
蒔
絵

の
題
箋
を
入
れ
る
の
が
い
ゝ
と
思
ひ
ま
す
、
模
様
も
入
れ
れ
ば
更
に
可
也
で
あ
り
ま

す
」
と
記
し
、
欄
外
に
「
昔
の
五
十
四
帖
は
各
帖
を
別
々
に
綴
ぢ
た
の
を
蒔
絵
の
箱

な
ど
に
入
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
感
じ
を
出
し
た
い
の
で
す
」
と
付
し
て
い
る
（
水
上

勉
・
千
葉
俊
二
『
増
補
改
訂
版

　
谷
崎
先
生
の
書
簡

　
あ
る
出
版
社
社
長
へ
の
手
紙

を
読
む
』
中
央
公
論
新
社

　
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）

　
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
）。
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（
17
）〈
旧
訳
〉
に
お
け
る
朧
月
夜
は
、
朱
雀
帝
の
愛
妃
で
は
な
く
光
源
氏
を
慕
う
た
だ
の

女
官
と
し
て
登
場
す
る
。

（
18
）
ど
う
し
て
外
の
人
な
ど
に
心
惹
か
れ
や
う
や
、【
時
の
帝
が
御
女
を
下
し
賜
は
つ
て
も
、

自
分
は
頂
戴
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
、
又
そ
れ
程
に
思
つ
て
ゐ
る
人
が
あ
る
こ
と
を

聞
し
召
し
た
ら
、
下
し
賜
は
る
こ
と
も
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
に
、】
矢
張
何
か
に
つ

け
て
さ
ま
ざ
ま
な
気
苦
労
を
お
さ
せ
に
な
つ
た
橋
姫
で
あ
る
こ
と
よ
と
思
ふ
の
で
し

た
が
、（〈
新
訳
〉「
蜻
蛉
」
巻
一
〇
―
一
二
三
頁
）。

（
19
）
西
野
厚
志
「
新
資
料
紹
介

　
木
内
高
音
宛
谷
崎
潤
一
郎
書
簡
四
十
四
通
（
解
題
・
翻

刻
・
注
釈
）」（「
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
」
第
六
五
号

　
平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）

三
月
）。
谷
崎
は
繰
り
返
し
配
本
の
遅
れ
に
対
す
る
懸
念
を
記
し
て
い
る
。
興
味
深

い
の
は
愛
蔵
本
の
落
掌
を
繰
り
返
し
要
望
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。昭
和
一
六
年（
一

九
四
一
）
四
月
二
一
日
付
（
37
）
の
書
簡
で
は
、
松
子
夫
人
の
妹
重
子
の
結
婚
に
つ

い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。愛
蔵
本
は
重
子
の
嫁
入
り
本
と
し
て
要
請
さ
れ
た
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

（
20
）「
法
外
便
宜
的
措
置
と
し
て
の
内
閲
①
」（『
伏
字
の
文
化
史

　
検
閲
・
文
学
・
出
版
』

（
森
話
社

　
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）

　
七
一
頁
）。

（
21
）
注
（
１
）
と
同
じ
。

（
22
）「『
源
氏
物
語
』
劇
に
受
難

　
上
演
を
眼
前
に
禁
止

　
希
に
見
る
芸
術
的
計
画
も
水
泡

突
如
、
警
視
庁
が
弾
墜
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
一
月
二

三
日

　
夕
刊
一
一
面
、
引
用
は
注
（
７
）『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』
へ
の
再
録
に

依
る
）。

（
23
）
検
閲
は
法
制
度
や
実
施
の
実
態
を
め
ぐ
っ
て
実
に
複
雑
な
経
緯
を
辿
っ
て
お
り
、
浅

学
な
稿
者
に
は
手
に
余
る
。
出
版
物
は
一
括
し
て
内
務
省
が
担
当
し
て
い
た
の
に
対

し
、
演
劇
脚
本
の
場
合
は
地
方
で
公
演
を
行
う
事
情
か
ら
地
方
官
庁
（
東
京
府
は
警

視
庁
保
安
部
保
安
課
）
が
行
っ
て
い
た
と
い
う
（
牧
義
之
「
狂
演
の
テ
ー
ブ
ル

　
戦

前
期
・
脚
本
検
閲
官
論
」
注
（
20
）『
同
書
』
三
六
四
頁
）。

（
24
）
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
二
月
紫
式
部
学
会
が
公
表
し
た
「
源
氏
物
語
劇
化
上
演
後

援
顛
末
報
告
」（「
む
ら
さ
き
―
源
氏
物
語
劇
の
解
説
と
報
告

　
創
刊
特
輯
号
」、注（
７
）

和
元
年
（
二
〇
二
〇
）

　
三
四
頁
）。

（
９
）
雨
宮
も
谷
崎
か
ら
の
書
簡
の
中
に
「『
源
氏
物
語
』
の
皇
室
関
係
不
敬
の
箇
所
は
訳

文
か
ら
削
除
し
た
い
」
と
い
う
内
容
が
あ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
（「
谷
崎
潤
一
郎

―
壁
画
風
の
デ
ッ
サ
ン
―
」『
偲
ぶ
草

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
六
十
年
』
中
央
公
論
社

昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）

　
一
九
頁
）。
雨
宮
が
携
わ
っ
た
の
は
起
筆
か
ら
約
三

年
弱
の
間
の
事
で
あ
り
、「
春
宵
対
談
」
で
の
発
言
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

（
10
）『
全
集
』
第
二
三
巻
―
四
九
五
頁
。

（
11
）
な
お
、
谷
崎
旧
蔵
『
湖
月
抄
』
に
つ
い
て
は
、
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会

　
第
一
一

四
回
大
会
（
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
一
二
月
四
日
、
於
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
）

に
お
い
て
、
嶋
田
龍
司
氏
が
「
谷
崎
源
氏
〈
旧
訳
〉
の
参
考
文
献
の
推
定
」
と
い
う

報
告
の
中
で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
12
）
拙
稿
「
谷
崎
潤
一
郎
『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」
論
―
『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳

体
験
と
の
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
日
本
近
代
文
学
」
第
九
三
号

　
平
成
二
七
年
（
二

〇
一
五
）
一
一
月
）。

（
13
）
注
（
９
）
と
同
じ
。
な
お
、
一
部
、
河
内
本
系
で
訳
し
て
い
る
箇
所
が
見
い
だ
せ
る
。

「
帚
木
」
巻
、
所
謂
左
馬
頭
の
体
験
談
の
中
に
出
て
来
る
、
木
枯
の
女
へ
殿
上
人
が

呼
び
か
け
た
歌
は
『
湖
月
抄
』
本
文
が
「
琴
の
ね
も
月
も
え
な
ら
ぬ
宿
な
が
ら
つ
れ

な
き
人
を
ひ
き
や
と
め
け
る
」（
一
〇
〇
頁
）
と
す
る
と
こ
ろ
、〈
旧
訳
〉
は
「
琴
の

ね
も
菊
も
え
ら
な
ぬ
宿
な
が
ら
つ
れ
な
き
人
を
引
き
や
と
め
け
る
」
と
い
う
本
文
を

掲
げ
る
。〈
旧
訳
〉「
奥
書
」
で
「
金
子
本
」
と
呼
ば
れ
、
注
（
７
）
西
野
論
考
で
も

重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
金
子
元
臣
『
定
本
源
氏
物
語
新
解
』（
明
治
書
院

　
初

版
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
））
に
従
っ
た
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）「
國
學
院
雑
誌
」（
第
一
一
〇
巻
八
号
、
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
八
月
）。

（
15
）「
文
学
・
語
学
」（
第
一
九
六
号
、
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
二
月
）。

（
16
）
尤
も
、
削
除
箇
所
の
発
見
は
根
気
の
い
る
作
業
で
あ
っ
た
た
め
か
、
改
訳
当
時
新
進

気
鋭
の
研
究
者
で
あ
っ
た
玉
上
の
方
が
丁
寧
、
正
確
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
た
だ
し

対
照
表
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
山
田
が
削
除
と
認
識
し
て
い
た
箇
所
を
検
証
す
る
た

め
、
山
田
書
き
入
れ
旧
訳
本
を
採
用
し
た
。
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所
謂
嫁
入
り
本
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
と
知
ら
れ
る
。

（
２
）
谷
崎
松
子
「『
源
氏
』
と
谷
崎
潤
一
郎
と
私
」（「
婦
人
公
論
」
昭
和
四
〇
年
（
一
九

六
五
）
六
月
号
、
の
ち
に
「
銀
の
盞
」
中
公
文
庫
『
倚
松
庵
の
夢
』
中
央
公
論
社

　

昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
）

　
七
頁
）。

（
３
）
人
選
は
雨
宮
が
提
案
、
谷
崎
が
賛
成
し
、
先
ず
雨
宮
が
書
簡
で
打
診
し
た
と
こ
ろ
、

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
十
二
月
六
日
付
で
承
諾
の
返
事
が
あ
っ
た
と
い
う
（「『
源

氏
物
語
』
現
代
語
訳
」
芦
屋
市
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
資
料
集
（
二
）『
雨
宮
庸
蔵
宛

谷
崎
潤
一
郎
書
簡
』
芦
屋
市
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館

　
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）

　
三

五
頁
）。

（
４
）
岡
崎
義
恵
「
谷
崎
源
氏
論
（
四
）
蹂
躙
さ
れ
た
芸
術
的
境
地
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」

昭
和
一
四
年
五
月
二
六
日
）。
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
加
筆
さ
れ
「
古
典
の

現
代
化
と
大
衆
化
」
と
し
て
『
美
の
伝
統
』（
弘
文
堂
書
房
）
に
、
さ
ら
に
昭
和
三

四
年
（
一
九
五
九
）
八
月
に
追
記
部
分
を
加
え
て
「
谷
崎
源
氏
論
―
古
典
の
現
代
化

と
大
衆
化
―
」
と
し
て
著
作
集
に
再
録
さ
れ
る
（
著
作
集
五
『
源
氏
物
語
の
美
』（
宝

文
館

　
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）

　
四
五
一
頁
）。

（
５
）
詳
細
は
拙
稿
「『
潤
一
郎
訳

　
源
氏
物
語
』（
旧
訳
）
の
特
質
―
岡
崎
義
恵
「
谷
崎
源

氏
論
」
か
ら
の
一
考
察
―
」（『
学
術
研
究
年
報
』
第
七
二
巻

　
令
和
三
年
（
二
〇
二

一
）
一
二
月
）
に
譲
る
。

（
６
）「
あ
の
頃
の
こ
と

　
山
田
孝
雄
追
悼
」（『
全
集
』
第
二
三
巻
―
四
七
二
頁
）

（
７
）
小
林
正
明
「
解
題

　
喪
わ
れ
た
物
語
を
求
め
て
」（
秋
山
虔
監
修
『
批
評
集
成
・
源

氏
物
語
』
第
五
巻
戦
時
下
篇

　
ゆ
ま
に
書
房

　
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）

　
五
一

一
頁
）。
た
だ
し
、
近
年
は
西
野
厚
志
が
富
山
県
市
立
図
書
館
山
田
孝
雄
文
庫
の
資

料
を
も
と
に
谷
崎
が
主
導
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
（「
谷
崎

源
氏
・
山
田
孝
雄
旧
蔵
『
定
本
源
氏
物
語
新
解
』
対
照
表
」「
古
代
中
世
文
学
論
考
」

第
一
八
集

　
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
）
一
〇
月
）、「
灰
を
寄
せ
集
め
る
―
山
田
孝

雄
と
谷
崎
潤
一
郎
訳
「
源
氏
物
語
」
―
」（『
近
代
文
学
に
お
け
る
源
氏
物
語
』
お
う

ふ
う

　
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）

　
一
一
三
頁
）。

（
８
）「
春
宵
対
談
」（
和

哲
郎

　
中
公
文
庫
『
和

哲
郎
座
談
』

　
中
央
公
論
新
社

　
令

た
る
思
い
が
こ
み
上
げ
る
の
で
あ
る
。

　
谷
崎
源
氏
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
戦
時
中
か
ら
戦
後
そ
し
て
復
興
期
と
い
う
長

期
に
亘
り
改
訳
を
重
ね
、
近
代
国
家
存
立
と
関
わ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
欧
米
化
さ

れ
る
社
会
風
潮
を
睨
み
な
が
ら
変
貌
し
続
け
た
。
そ
の
動
態
は
、『
源
氏
物
語
』

を
「
移
植
さ
れ
る
」
社
会
の
中
で
〈
文
学
的
に
〉
再
生
し
続
け
る
、
粘
り
強
い
挑

戦
の
軌
跡
で
あ
っ
た
。

※
谷
崎
源
氏
以
外
の
谷
崎
作
品
の
引
用
は
全
て
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
全
二
六
巻
（
中
央
公

論
新
社
）
に
依
る
。
ま
た
、
漢
文
引
用
な
ら
び
に
固
有
名
詞
以
外
の
旧
字
は
新
字
に
改
め

た
。

【
付
記
１
】
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費 20

K
00327 

な
ら
び
に
二
〇
二
一
年
度
同
志
社
女

子
大
学
奨
励
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
付
記
２
】
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
本
学
科
の
生
井
知
子
先
生
、
並
び
に
博
士
号
取

得
同
期
に
し
て
長
年
の
研
究
仲
間
で
あ
る
花
澤
哲
文
氏
よ
り
多
大
な
ご
教
示
を

賜
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
１
）
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
二
月
一
六
日
付
、
嶋
中
雄
作
宛
書
簡
で
谷
崎
は
「
次
ぎ
に

お
願
ひ
し
た
い
の
は
、
大
体
の
枚
数
が
分
つ
た
上
で
、
冊
数
と
装
釘
を
小
生
に
任
し

て
頂
き
た
い
の
で
す
、
貴
下
の
方
で
全
体
の
定
価
を
定
め
て
下
さ
れ
ば
そ
の
範
囲
内

に
於
い
て
考
案
だ
し
ま
す
が
如
何
で
せ
う
か
。
さ
し
あ
た
り
、
小
生
は
、
各
冊
を
コ

ツ
ト
ン
紙
二
つ
折
の
カ
リ
ト
ジ
（
雑
誌
ス
バ
ル
ノ
如
キ
体
裁
）
風
の
も
の
に
し
て
、

六
七
冊
乃
至
十
冊
に
し
、
そ
れ
を
函
入
り
に
し
て
、
春
琴
抄
の
表
紙
の
や
う
な
蒔
絵

の
題
箋
を
入
れ
る
の
が
い
ゝ
と
思
ひ
ま
す
、
模
様
も
入
れ
れ
ば
更
に
可
也
で
あ
り
ま

す
」
と
記
し
、
欄
外
に
「
昔
の
五
十
四
帖
は
各
帖
を
別
々
に
綴
ぢ
た
の
を
蒔
絵
の
箱

な
ど
に
入
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
感
じ
を
出
し
た
い
の
で
す
」
と
付
し
て
い
る
（
水
上

勉
・
千
葉
俊
二
『
増
補
改
訂
版

　
谷
崎
先
生
の
書
簡

　
あ
る
出
版
社
社
長
へ
の
手
紙

を
読
む
』
中
央
公
論
新
社

　
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）

　
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
）。
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藤
原
辰
史
ほ
か
『「
自
由
」
の
危
機
―
息
苦
し
さ
の
正
体
』（
集
英
社
新
書

　
令
和
三

年
（
二
〇
二
一
）
六
月
）
な
ど
が
あ
る
。

引
用
は
注
（
７
）『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』
一
三
四
頁
に
依
る
）。

（
40
）
引
用
は
注
（
７
）『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』
四
八
頁
に
依
る
。

（
41
）「
短
篇
集
を
削
ら
れ
た
こ
と
」（「
読
売
新
聞
」
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
一
〇
月

一
一
日
朝
刊
七
頁
、
引
用
は
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
（
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
一
月
一

八
日
閲
覧
）
に
依
る
）。

（
42
）
注
（
32
）
と
同
じ
。

（
43
）「
私
は
前
に
旧
訳
の
文
章
を
拙
劣
で
あ
る
と
云
つ
た
け
れ
ど
も
、
敢
て
正
直
の
こ
と

を
云
は
し
て
貰
ふ
な
ら
、
あ
れ
で
も
あ
の
時
と
し
て
は
私
の
力
の
及
ぶ
限
り
の
こ
と

を
し
た
の
で
、
今
読
み
返
し
て
見
て
も
、
あ
の
出
来
栄
え
を
さ
う
不
満
足
に
は
感
じ

な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
而
も
私
は
、
苟
く
も
原
文
の
色
、
匂
、
品
位
、
含
蓄
等

を
伝
へ
よ
う
と
す
る
文
学
的
翻
訳
で
あ
る
か
ら
に
は
、
私
の
選
ん
だ
あ
の
文
体
に
勝

る
文
体
は
あ
り
得
な
い
も
の
と
、
心
中
自
負
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
」。
詳
細
は
注

（
30
）
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
44
）
本
学
英
語
英
文
学
科
の
辻
英
子
先
生
の
ご
教
示
に
よ
る
（
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
セ
ッ
シ
ョ

ン
表
象
文
化c

a
f é

　
第
二
回
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
ど
う
演
じ
る
か
―
『
夏
の
夜

の
夢
』
の
ボ
ト
ム
と
テ
ィ
タ
ー
ニ
ア
の
関
係
性
に
つ
い
て
―
」
於
今
出
川
キ
ャ
ン
パ

ス
　
楽
真
館
ラ
ー
ニ
ン
グ
コ
モ
ン
ズ

　
令
和
三
年（
二
〇
二
一
）一
一
月
二
六
日（
金
）、

な
ら
び
に
ご
高
論
「
聖
な
るB

o
tto

m
:  
A
 
M

id
s
u
m
m
e
r  
N
ig
h
t’ s  

D
re
a
m

の

演
出
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」「
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
三
五
巻

　
平
成
三
〇

年
（
二
〇
一
八
）
七
月
）。

（
45
）
注
（
４
）『
同
書
』。

（
46
）
コ
ロ
ナ
禍
の
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
～
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
に
か
け
て
、
自

由
の
危
機
を
テ
ー
マ
と
す
る
著
作
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な

ら
ば
、
小
崎
哲
哉
『
現
代
ア
ー
ト
を
殺
さ
な
い
た
め
に

　
ソ
フ
ト
な
恐
怖
政
治
と
表

現
の
自
由
』（
河
出
書
房
新
社

　
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
一
二
月
）、
佐
藤
学
ほ
か

編
『
学
問
の
自
由
が
危
な
い

　
日
本
学
術
会
議
問
題
の
深
層
』（
晶
文
社

　
令
和
三

年
（
二
〇
二
一
）
一
月
）、
人
文
社
会
系
学
協
会
連
合
連
絡
会
『
私
た
ち
は
学
術
会

議
の
任
命
拒
否
問
題
に
抗
議
す
る
』（
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
二
月

　
論
創
社
）、
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二
）
一
一
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
31
）
な
お
、
藤
壺
関
連
の
筋
書
き
を
朧
化
し
た
り
削
除
し
た
り
す
る
事
例
は
、
昭
和
一
四

年
（
一
九
三
九
）
一
〇
月
～
昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
八
月
に
か
け
て
刊
行
さ
れ

た
窪
田
空
穂
『
現
代
語
訳
源
氏
物
語
』（
全
八
巻
、
改
造
社
）
を
は
じ
め
と
し
た
、

同
時
代
の
現
代
語
訳
、
註
釈
書
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
中
村
と
も
え
氏
「
削

除
と
伏
字
―
谷
崎
潤
一
郎
と
窪
田
空
穂
の
『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
―
」
に
詳
し
い

（『
翻
訳
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
倫
理
―
ジ
ャ
ン
ル
と
メ
デ
ィ
ア
を
越
え
て
』

　

春
風
社

　
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）

　
一
〇
七
頁
）。

（
32
）
日
記
は
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
二
月
一
一
日
か
ら
亡
く
な
る
前
年
の
昭
和
一
六

年
（
一
九
四
一
）
八
月
六
日
ま
で
断
続
的
に
現
存
し
て
い
る
。
書
い
て
い
た
に
も
関

わ
ら
ず
現
存
し
な
い
箇
所
や
後
日
の
書
き
加
え
と
思
し
い
箇
所
も
あ
る
よ
う
で
あ
る

が
、
小
川
が
後
半
生
で
取
り
組
ん
だ
対
外
問
題
、
と
り
わ
け
当
時
の
日
中
関
係
を
知

る
上
で
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
う（「
小
川
平
吉
小
伝
並
に
主
要
文
書
解
題
」『
小

川
平
吉
関
係
文
書

　
一
』（
小
川
平
吉
文
書
研
究
会
編

　
み
す
ず
書
房

　
昭
和
四
八

年
（
一
九
七
三
）

　
五
頁
）。

（
33
）
西
野
厚
志
「
谷
崎
考

　
言
論
の
戦
禍

　
谷
崎
潤
一
郎
と
戦
争
」（『
別
冊
太
陽

　
日
本

の
こ
こ
ろ
（
二
三
六
）
谷
崎
潤
一
郎

　
私
は
き
つ
と
、
え
ら
い
芸
術
を
作
つ
て
み
せ

る
』
平
凡
社

　
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
二
月

　
一
二
〇
頁
）。

（
34
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
」
取
材
班
『
証
言

　
治
安
維
持
法
「
検
挙
者
十
万
人
の
記
録
」

が
明
か
す
真
実
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

　
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）。

（
35
）
千
本
英
史
氏
「
新
聞
「
日
本
」
と
南
方
熊
楠

　
附
・
全
集
未
収
録
論
考
「
神
前
女
子

不
脱
帽
一
件
」」（『
南
方
熊
楠
と
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出
版

　
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）

二
二
八
頁
）
に
詳
し
い
。

（
36
）
以
下
『
荀
子
』
原
典
の
解
釈
は
新
釈
漢
文
大
系
「
通
釈
」
に
依
る
。

（
37
）
注
（
36
）
と
同
じ
。

（
38
）
引
用
は
東
洋
文
庫
『
思
想
と
風
俗
』（
平
凡
社

　
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）

　
一

二
四
頁
）
に
依
る
。

（
39
）「
源
氏
物
語
と
演
劇
」（「
國
文
學

　
解
釈
と
鑑
賞
」
第
一
二
巻
第
六
号

　
至
文
堂
、

『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』
に
再
録
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

（
25
）「
源
氏
物
語
葬

　
光
を
遂
に
見
ず
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）

一
二
月
一
〇
日
夕
刊
一
一
面
、
い
ず
れ
の
記
事
も
注
（
７
）『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』

に
再
録
さ
れ
て
い
る
）。

（
26
）〈
旧
訳
〉
を
読
ん
だ
当
初
、
驚
い
た
舟
橋
聖
一
は
「
む
や
み
と
神
経
過
敏
に
な
ら
ず
に
、

素
直
に
、
そ
れ
で
ゐ
て
、
な
か


微
妙
に
、
急
所
を
外
し
」
て
い
る
と
評
し
て
い

る
（「
谷
崎
源
氏
を
読
み
て
」（
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
三
月
稿
、
引
用
は
『
多

感
』
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）

　
矢
貴
書
店

　
一
九
七
頁
に
依
る
）。

（
27
）「「
生
き
て
い
る
兵
隊
」
事
件
―
暗
黒
期
の
一
こ
ま
―
」（
注
（
９
）『
同
書
』
四
六
六

頁
）。

（
28
）
空

の
物
語
は
谷
崎
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
最
初
に
惹
か
れ
た
思
い
入
れ
の
あ

る
箇
所
で
も
あ
っ
た
。
絶
筆
「
憎
ま
れ
口
」（「
婦
人
公
論
」
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六

五
）
九
月
号
、
の
ち
『
全
集
』
二
四
巻
―
四
九
五
頁
）
に
は
、「「
帚
木
」
の
終
り
の

方
で
、
源
氏
が
空

の
閨
に
忍
び
込
む
と
こ
ろ
は
最
初
に
読
ん
だ
時
か
ら
少
か
ら
ず

動
か
さ
れ
た
。
あ
あ
い
う
き
わ
ど
い
場
面
を
、
あ
れ
ま
で
に
艶
っ
ぽ
く
、
そ
う
し
て

品
よ
く
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
い
し
た
手
腕
で
あ
る
と
思
っ
た
」
と
あ

る
。

（
29
）
注
（
３
）『
同
書
』
四
四
頁
。

（
30
）
具
体
的
に
一
例
を
挙
げ
る
と
、
光
源
氏
が
北
山
で
は
じ
め
て
若
紫
の
君
を
垣
間
見
る

場
面
が
あ
る
。
光
源
氏
は
姫
君
の
面
差
し
か
ら
藤
壺
を
想
起
し
涙
を
こ
ぼ
す
が
、〈
旧

訳
〉
は
「
心
ひ
そ
か
に
お
慕
ひ
申
し
て
ゐ
る
お
ん
方
」
と
だ
け
訳
し
、
そ
れ
が
誰
か

を
記
さ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
八
頁
先
、
若
紫
の
君
の
出
自
が
明
か
さ
れ
る
場
面
で

は
彼
女
と
藤
壺
と
が
似
て
い
る
こ
と
が
訳
出
さ
れ
、
さ
ら
に
頭
注
に
も
両
者
が
姪
と

叔
母
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
読
者
は
繰
り
返
し
訳
文

を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
垣
間
見
の
場
面
で
想
起
さ
れ
る
「
心
ひ
そ
か
に
お
慕
ひ
申
し

て
ゐ
る
お
ん
方
」が
藤
壺
を
指
す
こ
と
に
気
づ
く
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。拙
稿「『
源

氏
物
語
』
を
「
現
代
」
に
「
移
植
」
す
る
―
〈
旧
訳
〉
か
ら
〈
新
訳
〉
へ

　
谷
崎
源

氏
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
―
」（「
文
学
・
語
学
」
第
二
〇
四
号

　
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
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藤
原
辰
史
ほ
か
『「
自
由
」
の
危
機
―
息
苦
し
さ
の
正
体
』（
集
英
社
新
書

　
令
和
三

年
（
二
〇
二
一
）
六
月
）
な
ど
が
あ
る
。

引
用
は
注
（
７
）『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』
一
三
四
頁
に
依
る
）。

（
40
）
引
用
は
注
（
７
）『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』
四
八
頁
に
依
る
。

（
41
）「
短
篇
集
を
削
ら
れ
た
こ
と
」（「
読
売
新
聞
」
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
一
〇
月

一
一
日
朝
刊
七
頁
、
引
用
は
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
（
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
一
月
一

八
日
閲
覧
）
に
依
る
）。

（
42
）
注
（
32
）
と
同
じ
。

（
43
）「
私
は
前
に
旧
訳
の
文
章
を
拙
劣
で
あ
る
と
云
つ
た
け
れ
ど
も
、
敢
て
正
直
の
こ
と

を
云
は
し
て
貰
ふ
な
ら
、
あ
れ
で
も
あ
の
時
と
し
て
は
私
の
力
の
及
ぶ
限
り
の
こ
と

を
し
た
の
で
、
今
読
み
返
し
て
見
て
も
、
あ
の
出
来
栄
え
を
さ
う
不
満
足
に
は
感
じ

な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
而
も
私
は
、
苟
く
も
原
文
の
色
、
匂
、
品
位
、
含
蓄
等

を
伝
へ
よ
う
と
す
る
文
学
的
翻
訳
で
あ
る
か
ら
に
は
、
私
の
選
ん
だ
あ
の
文
体
に
勝

る
文
体
は
あ
り
得
な
い
も
の
と
、
心
中
自
負
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
」。
詳
細
は
注

（
30
）
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
44
）
本
学
英
語
英
文
学
科
の
辻
英
子
先
生
の
ご
教
示
に
よ
る
（
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
セ
ッ
シ
ョ

ン
表
象
文
化c

a
f é

　
第
二
回
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
ど
う
演
じ
る
か
―
『
夏
の
夜

の
夢
』
の
ボ
ト
ム
と
テ
ィ
タ
ー
ニ
ア
の
関
係
性
に
つ
い
て
―
」
於
今
出
川
キ
ャ
ン
パ

ス
　
楽
真
館
ラ
ー
ニ
ン
グ
コ
モ
ン
ズ

　
令
和
三
年（
二
〇
二
一
）一
一
月
二
六
日（
金
）、

な
ら
び
に
ご
高
論
「
聖
な
るB
o
tto

m
:  
A
 
M

id
s
u
m
m
e
r  
N
ig
h
t’ s  

D
re
a
m

の

演
出
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」「
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
三
五
巻

　
平
成
三
〇

年
（
二
〇
一
八
）
七
月
）。

（
45
）
注
（
４
）『
同
書
』。

（
46
）
コ
ロ
ナ
禍
の
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
～
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
に
か
け
て
、
自

由
の
危
機
を
テ
ー
マ
と
す
る
著
作
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な

ら
ば
、
小
崎
哲
哉
『
現
代
ア
ー
ト
を
殺
さ
な
い
た
め
に

　
ソ
フ
ト
な
恐
怖
政
治
と
表

現
の
自
由
』（
河
出
書
房
新
社

　
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
一
二
月
）、
佐
藤
学
ほ
か

編
『
学
問
の
自
由
が
危
な
い

　
日
本
学
術
会
議
問
題
の
深
層
』（
晶
文
社

　
令
和
三

年
（
二
〇
二
一
）
一
月
）、
人
文
社
会
系
学
協
会
連
合
連
絡
会
『
私
た
ち
は
学
術
会

議
の
任
命
拒
否
問
題
に
抗
議
す
る
』（
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
二
月

　
論
創
社
）、
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二
）
一
一
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
31
）
な
お
、
藤
壺
関
連
の
筋
書
き
を
朧
化
し
た
り
削
除
し
た
り
す
る
事
例
は
、
昭
和
一
四

年
（
一
九
三
九
）
一
〇
月
～
昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
八
月
に
か
け
て
刊
行
さ
れ

た
窪
田
空
穂
『
現
代
語
訳
源
氏
物
語
』（
全
八
巻
、
改
造
社
）
を
は
じ
め
と
し
た
、

同
時
代
の
現
代
語
訳
、
註
釈
書
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
中
村
と
も
え
氏
「
削

除
と
伏
字
―
谷
崎
潤
一
郎
と
窪
田
空
穂
の
『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
―
」
に
詳
し
い

（『
翻
訳
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
倫
理
―
ジ
ャ
ン
ル
と
メ
デ
ィ
ア
を
越
え
て
』

　

春
風
社

　
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）

　
一
〇
七
頁
）。

（
32
）
日
記
は
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
二
月
一
一
日
か
ら
亡
く
な
る
前
年
の
昭
和
一
六

年
（
一
九
四
一
）
八
月
六
日
ま
で
断
続
的
に
現
存
し
て
い
る
。
書
い
て
い
た
に
も
関

わ
ら
ず
現
存
し
な
い
箇
所
や
後
日
の
書
き
加
え
と
思
し
い
箇
所
も
あ
る
よ
う
で
あ
る

が
、
小
川
が
後
半
生
で
取
り
組
ん
だ
対
外
問
題
、
と
り
わ
け
当
時
の
日
中
関
係
を
知

る
上
で
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
う（「
小
川
平
吉
小
伝
並
に
主
要
文
書
解
題
」『
小

川
平
吉
関
係
文
書

　
一
』（
小
川
平
吉
文
書
研
究
会
編

　
み
す
ず
書
房

　
昭
和
四
八

年
（
一
九
七
三
）

　
五
頁
）。

（
33
）
西
野
厚
志
「
谷
崎
考

　
言
論
の
戦
禍

　
谷
崎
潤
一
郎
と
戦
争
」（『
別
冊
太
陽

　
日
本

の
こ
こ
ろ
（
二
三
六
）
谷
崎
潤
一
郎

　
私
は
き
つ
と
、
え
ら
い
芸
術
を
作
つ
て
み
せ

る
』
平
凡
社

　
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
二
月

　
一
二
〇
頁
）。

（
34
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
」
取
材
班
『
証
言

　
治
安
維
持
法
「
検
挙
者
十
万
人
の
記
録
」

が
明
か
す
真
実
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

　
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）。

（
35
）
千
本
英
史
氏
「
新
聞
「
日
本
」
と
南
方
熊
楠

　
附
・
全
集
未
収
録
論
考
「
神
前
女
子

不
脱
帽
一
件
」」（『
南
方
熊
楠
と
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出
版

　
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）

二
二
八
頁
）
に
詳
し
い
。

（
36
）
以
下
『
荀
子
』
原
典
の
解
釈
は
新
釈
漢
文
大
系
「
通
釈
」
に
依
る
。

（
37
）
注
（
36
）
と
同
じ
。

（
38
）
引
用
は
東
洋
文
庫
『
思
想
と
風
俗
』（
平
凡
社

　
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）

　
一

二
四
頁
）
に
依
る
。

（
39
）「
源
氏
物
語
と
演
劇
」（「
國
文
學

　
解
釈
と
鑑
賞
」
第
一
二
巻
第
六
号

　
至
文
堂
、

『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』
に
再
録
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

（
25
）「
源
氏
物
語
葬

　
光
を
遂
に
見
ず
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）

一
二
月
一
〇
日
夕
刊
一
一
面
、
い
ず
れ
の
記
事
も
注
（
７
）『
批
評
集
成
・
源
氏
物
語
』

に
再
録
さ
れ
て
い
る
）。

（
26
）〈
旧
訳
〉
を
読
ん
だ
当
初
、
驚
い
た
舟
橋
聖
一
は
「
む
や
み
と
神
経
過
敏
に
な
ら
ず
に
、

素
直
に
、
そ
れ
で
ゐ
て
、
な
か


微
妙
に
、
急
所
を
外
し
」
て
い
る
と
評
し
て
い

る
（「
谷
崎
源
氏
を
読
み
て
」（
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
三
月
稿
、
引
用
は
『
多

感
』
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）

　
矢
貴
書
店

　
一
九
七
頁
に
依
る
）。

（
27
）「「
生
き
て
い
る
兵
隊
」
事
件
―
暗
黒
期
の
一
こ
ま
―
」（
注
（
９
）『
同
書
』
四
六
六

頁
）。

（
28
）
空

の
物
語
は
谷
崎
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
最
初
に
惹
か
れ
た
思
い
入
れ
の
あ

る
箇
所
で
も
あ
っ
た
。
絶
筆
「
憎
ま
れ
口
」（「
婦
人
公
論
」
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六

五
）
九
月
号
、
の
ち
『
全
集
』
二
四
巻
―
四
九
五
頁
）
に
は
、「「
帚
木
」
の
終
り
の

方
で
、
源
氏
が
空

の
閨
に
忍
び
込
む
と
こ
ろ
は
最
初
に
読
ん
だ
時
か
ら
少
か
ら
ず

動
か
さ
れ
た
。
あ
あ
い
う
き
わ
ど
い
場
面
を
、
あ
れ
ま
で
に
艶
っ
ぽ
く
、
そ
う
し
て

品
よ
く
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
い
し
た
手
腕
で
あ
る
と
思
っ
た
」
と
あ

る
。

（
29
）
注
（
３
）『
同
書
』
四
四
頁
。

（
30
）
具
体
的
に
一
例
を
挙
げ
る
と
、
光
源
氏
が
北
山
で
は
じ
め
て
若
紫
の
君
を
垣
間
見
る

場
面
が
あ
る
。
光
源
氏
は
姫
君
の
面
差
し
か
ら
藤
壺
を
想
起
し
涙
を
こ
ぼ
す
が
、〈
旧

訳
〉
は
「
心
ひ
そ
か
に
お
慕
ひ
申
し
て
ゐ
る
お
ん
方
」
と
だ
け
訳
し
、
そ
れ
が
誰
か

を
記
さ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
八
頁
先
、
若
紫
の
君
の
出
自
が
明
か
さ
れ
る
場
面
で

は
彼
女
と
藤
壺
と
が
似
て
い
る
こ
と
が
訳
出
さ
れ
、
さ
ら
に
頭
注
に
も
両
者
が
姪
と

叔
母
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
読
者
は
繰
り
返
し
訳
文

を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
垣
間
見
の
場
面
で
想
起
さ
れ
る
「
心
ひ
そ
か
に
お
慕
ひ
申
し

て
ゐ
る
お
ん
方
」が
藤
壺
を
指
す
こ
と
に
気
づ
く
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。拙
稿「『
源

氏
物
語
』
を
「
現
代
」
に
「
移
植
」
す
る
―
〈
旧
訳
〉
か
ら
〈
新
訳
〉
へ

　
谷
崎
源

氏
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
―
」（「
文
学
・
語
学
」
第
二
〇
四
号

　
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
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