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本
稿
は
、
京
都
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
会
に
於
け
る
口
頭
発
表
を
基
と
し
て
い
る
（
研
究
会
第
二
回
〈
二
〇
〇
九
年
九
月
二
七
日
〉
お
よ
び

第
三
回
〈
同
年
一
一
月
三
日
〉
）
。
同
研
究
会
で
は
泉
鏡
花
「
外
科
室
」
注
釈
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
そ
の
成
果
発
表
に
先
だ
っ
て
、
本
稿
は
、

「
外
科
室
」
初
出
誌
に
掲
載
さ
れ
た
口
絵
に
つ
い
て
の
若
干
の
調
査
・
考
察
を
ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
。
図
版
と
し
て
掲
げ
た
博
文
館
『
文

芸
倶
楽
部
』
の
口
絵
・
挿
絵
（
明
治
二
十
八
年
掲
載
分
）
は
、
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
の
雑
誌
原
本
よ
り
転
載
し
た
。
紙
面
の
都
合
上
、

本
稿
で
言
及
し
た
す
べ
て
の
絵
を
掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
「
外
科
室
」
発
表
以
前
の
も
の
を
中
心
に
掲
げ
た
。
『
文
芸
倶

楽
部
』
口
絵
に
つ
い
て
は
、
『
浮
世
絵
芸
術
』
第
一
四
四
号
（
平
成
一
四
・
七
・
二
〇　

国
際
浮
世
絵
学
会
）
所
載
、
山
田
奈
々
子
氏
「
「
文
芸
倶
楽

部
」
口
絵
総
目
録
」
（
明
治
二
十
八
年
分
は
同
誌
六
七
頁
に
す
べ
て
掲
載
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
一
　「
外
科
室
」
の
口
絵

　

鏡
花
の
「
外
科
室
」
は
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
一
巻
第
六
編
（
明
治
二
八
・
六
・
二
〇　

博
文
館
）
の
巻
頭
小
説
で
あ
り
、
水
野
年
方
が
描
い
た
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木
版
極
彩
色
の
口
絵
も
同
雑
誌
の
巻
頭
を
飾
っ
た
（
縦

22.7
×
横

29.0
㎝ 

→
図
版
①
）
。
同
誌
の
目
次
に
は
、
「
口
絵
／
外
科
室　

木
版
極
彩
色
・
・
水

野
年
方
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

寝
具
の
紅
絹
裏
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
寝
乱
れ
た
衣
紋
、
袖
口
、
裾
か
ら
の
ぞ
く
赤
が
鮮
や
か
な
こ
の
口
絵
は
、
「
外
科
室
」
の
主
人
公
、
貴
船

伯
爵
夫
人
を
全
面
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
病
鉢
巻
と
鬢
の
毛
の
ほ
つ
れ
、
枕
許
の
薬
瓶
は
彼
女
が
病
床
に
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
。
が
、

床
の
上
に
横
た
わ
る
姿
を
描
く
の
で
は
な
く
、
敷
布
団
の
上
に
身
を
起
こ
し
、
枕
を
立
て
て
そ
の
上
に
頬
杖
を
つ
く
姿
態
を
描
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
単
に
病
に
伏
せ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
ヒ
ロ
イ
ン
の
物
思
い
を
も
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、

そ
の
夫
人
の
頭
部
と
姿
態
の
右
側
、
画
面
の
中
程
か
ら
右
下
方
に
か
け
て
朦
朧
と
し
た
煙
霧
状
の
も
の
が
描
か
れ
、
そ
の
中
か
ら
一
組
の

男
女
の
姿
が
長
方
形
の
枠
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
（
枠
の
下
方
は
、
そ
の
煙
霧
状
の
も
の
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
夫

人
の
脳
裏
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
、
物
思
い
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
も
の
の
正
体
を
、
小
説
の
読
者
に
示
す
と
い
う
趣
向
が
看
取
さ
れ
る
。

　

こ
の
口
絵
は
「
外
科
室
」
作
中
に
実
際
に
登
場
す
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
「
外
科
室
」
は
上
・
下
に
分
か
れ
る
が
、
上
は
貴

船
伯
爵
夫
人
の
手
術
が
行
わ
れ
る
病
院
が
、
下
は
、
上
で
語
ら
れ
る
出
来
事
か
ら
遡
る
こ
と
九
年
前
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
執
刀
医
で
あ
る
高
峰

の
か
つ
て
の
一
瞬
の
邂
逅
の
場
で
あ
る
小
石
川
植
物
園
が
、
そ
れ
ぞ
れ
舞
台
と
な
り
、
特
に
「
外
科
室
」
全
篇
の
主
眼
と
言
え
る
上
編
の

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
は
、
病
院
の
「
外
科
室
」
の
手
術
台
の
上
で
、
す
べ
て
が
展
開
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
病
床
に
あ
る
日
常
の
貴
船

伯
爵
夫
人
の
様
子
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

口
絵
は
雑
誌
の
巻
頭
に
置
か
れ
る
た
め
、
雑
誌
を
手
に
取
っ
た
読
者
は
ま
ず
、
小
説
を
読
む
前
に
口
絵
に
接
し
、
そ
こ
か
ら
小
説
に
つ

い
て
の
印
象
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
小
説
の
中
に
登
場
し
な
い
場
面
を
描
く
こ
の
口
絵
は
、
何
を
意
味
し
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
「
外
科
室
」
発
表
か
ら
約
十
年
の
後
、
梶
田
半
古
は
小
説
の
口
絵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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小
説
に
は
必
ず
口
絵
は
附
物
の
や
う
に
な
つ
て
居
る
。
こ
れ
も
昔
の
草
双
紙
時
代
か
ら
の
事
で
昔
の
は
今
の
如
く
彩
色
の
数
は
さ
ま

で
に
多
く
は
な
か
つ
た
が
、
少
な
い
な
が
ら
に
彩
色
も
施
し
刷
も
紙
も
特
別
に
し
て
、
兎
に
角
挿
画
よ
り
は
幾
分
美
し
い
や
う
に
し

て
居
る
。
総
じ
て
昔
の
口
絵
は
小
説
の
事
件
や
筋
を
あ
ら
は
し
た
の
で
は
な
く
、作
中
の
重
な
る
人
物
を
示
し
た
も
の
が
多
く
あ
つ
た
。

即
ち
何
の
意
味
も
な
く
人
物
を
列
べ
た
も
の
で
、
之
れ
は
口
絵
の
考
と
し
て
は
至
極
よ
い
事
だ
と
思
ふ
。
例
へ
ば
西
洋
の
劇
詩
に
重

な
る
人
物
の
名
を
巻
首
に
列
挙
す
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
小
説
を
見
る
と
、
そ
の
類
の
も
の
も
あ
れ
ど
、
多
く
は
文
章
の

説
明
、云
ひ
換
ふ
れ
ば
挿
画
と
す
べ
き
も
の
に
着
色
し
た
の
が
多
い
。
こ
れ
は
口
絵
と
し
て
は
少
し
く
考
が
違
つ
て
居
り
は
す
ま
い
か
。

口
絵
は
矢
張
り
昔
の
や
う
に
、
誰
が
何
を
す
る
す（

マ
マ
）る

と
云
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
全
体
の
意
味
に
基
づ
い
て
、
た
ゞ
主
な
る
人
物
の
性
格

風
貌
を
見
せ
る
か
小
説
全
篇
の
意
義
を
示
す
と
云
つ
た
風
の
も
の
が
、
意
を
得
た
も
の
で
あ
ら
う
。

）
1
（

「
外
科
室
」
の
口
絵
は
、
右
の
談
話
で
半
古
が
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
（
波
線
部
参
照
）
、
作
品
の
具
体
的
な
あ
る
場
面
の
あ
る
文
章
を
そ
の
ま

ま
絵
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
作
品
の
内
容
を
額
面
通
り
説
明
し
た
も
の
と
は
異
な
り
、
病
床
に
あ
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
物
思
い

を
表
現
す
る
こ
と
で
、
半
古
が
主
張
す
る
よ
う
な
〈
挿
絵
と
は
異
な
る
口
絵
の
役
割
〉
と
し
て
（
傍
線
部
参
照
）
、
主
要
登
場
人
物
を
読
者
に

紹
介
し
印
象
づ
け
る
と
い
う
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
口
絵
が
右
引
用
の
二
重
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
な
、「
外
科
室
」
と
い
う
小
説
の
「
全
篇
の
意
義
」
、
貴
船
伯
爵
夫
人
の
「
性

格
風
貌
」
を
表
現
で
き
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
果
た
せ
て
い
な
い
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
絵
で
は
、
病
床
の
や
つ
れ
と
夫
人

の
苦
悩
が
前
面
に
出
さ
れ
て
お
り
、
作
中
の
、
手
術
台
の
上
に
あ
っ
て
な
お
「
気
高
く
、
清
く
、
尊
く
、
美
は
し

）
2
（

」
い
夫
人
の
風
貌
と
は

隔
た
り
が
あ
る
。
ま
た
、
上
に
見
ら
れ
る
、
思
い
を
貫
く
決
然
と
し
た
夫
人
の
強
さ
も
表
現
で
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
目
に
鮮
や
か

な
衣
類
や
寝
具
の
赤
も
、
作
中
で
夫
人
が
身
に
つ
け
て
い
る
「
純
潔
な
る
白
衣
」
（
二
頁
）
の
イ
メ
ー
ジ
に
反
す
る
。
確
か
に
「
外
科
室
」

上
で
は
、
「
雪
の
寒
紅
梅
」
（
九
頁
）
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
夫
人
の
白
い
肌
に
流
れ
る
鮮
血
の
赤
を
読
者
は
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
な
る
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の
だ
が
、
こ
の
絵
で
は
、
そ
の
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
る
は
ず
の
血
の
赤
が
、
襦
袢
や
裏
地
の
赤
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
転
化
し
て
い
る
。

何
よ
り
こ
の
絵
は
普
段
の
病
床
の
夫
人
の
様
子
を
描
い
て
お
り
、
こ
の
作
品
の
眼
目
で
あ
る
「
外
科
室
」
の
雰
囲
気
は
一
切
描
写
さ
れ
て

い
な
い
。

　

山
田
奈
々
子
氏
は
、
「
外
科
室
」
の
口
絵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

九
年
前
植
物
園
で
す
れ
違
っ
た
医
学
士
に
思
い
を
寄
せ
た
こ
と
の
あ
る
夫
人
は
、
伯
爵
家
に
嫁
い
で
か
ら
も
医
学
士
に
添
え
な
か
っ

た
の
が
唯
一
つ
の
悔
い
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
病
床
で
思
い
に
沈
ん
で
い
る
。
そ
の
後
ろ
に
は
ぼ
ん
や
り
と
し
た
空
間
を
お
い
て
、
こ

う
い
う
具
合
に
添
い
た
か
っ
た
と
い
う
か
の
よ
う
な
二
人
の
肖
像
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
（
中
略
）

　

こ
の
絵
自
体
は
非
常
に
よ
く
出
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
泉
鏡
花
が
「
外
科
室
」
を
雅
文
で
描
写
し
た
「
塵
を
も
数
ふ
べ
く
、
明
る

く
し
て
…
手
術
台
な
る
伯
爵
夫
人
は
」
と
い
う
小
説
の
雰
囲
気
を
窺
わ
せ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
残
念
な
が
ら
水
野
年
方
は
作
品

を
読
ま
な
い
で
、
重
い
病
の
床
に
あ
る
夫
人
の
話
と
い
う
の
を
告
げ
ら
れ
た
だ
け
で
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

水
野
年
方
は
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
に
一
番
多
く
の
口
絵
を
描
い
て
い
る
画
家
で
あ
る
が
、
小
説
を
読
む
時
間
を

十
分
と
る
こ
と
な
く
描
き
続
け
、
過
労
死
し
た
の
が
頷
け
る
ほ
ど
の
分
量
の
口
絵
を
描
い
た
画
家
で
、
口
絵
の
最
盛
期
に
没
し
た

）
3
（

。

山
田
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
口
絵
と
作
品
内
容
と
の
隔
た
り
を
画
師
年
方
の
作
品
の
把
握
不
足
に
帰
し
、
更
に
そ
の
原
因
を
、
「
小
説
を
読
む

時
間
を
十
分
と
る
こ
と
な
く
描
き
続
け
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
年
方
の
仕
事
量
に
見
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
外
科
室
」

の
場
合
と
同
様
の
、
小
説
の
内
容
と
齟
齬
す
る
点
の
多
い
口
絵
と
い
う
の
は
、
当
時
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

画
師
の
作
品
の
把
握
不
足
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
た
と
仮
定
し
て
、
た
だ
し
そ
の
場
合
、
原
因
は
仕
事
量
以
外
に
も
考
え
得
る
。

年
方
の
弟
子
で
、後
年
鏡
花
作
品
の
挿
絵
を
多
く
手
が
け
た
鏑
木
清
方
に
は
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
り
、鏡
花
作
品
の
挿
絵
を
描
く
た
め
に
、

如
何
に
作
品
の
味
読
が
必
要
で
あ
っ
た
か
を
伝
え
て
い
る
。
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一
般
の
挿
絵
画
家
は
そ
の
日
そ
の
日
の
分
を
か
い
て
行
く
や
う
だ
が
私
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
到
底
か
け
な
い
の
で
、
泉
君
に
無
理

を
言
つ
て
七
八
回
づ
つ
先
き
を
届
け
て
貰
つ
て
ゐ
る
。
昔
、
柳
川
春
葉
君
は
同
じ
場
面
が
五
六
回
も
つ
づ
く
と
、
前
回
の
続
き
よ
ろ

し
く
な
ど
と
ハ
ガ
キ
に
か
い
て
寄
越
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
し
か
し
泉
君
の
も
の
は
よ
ほ
ど
読
み
返
さ
な
い
と
摑
み
ど
こ
ろ
が
わ

か
ら
な
い
、
第
一
小
説
そ
の
も
の
が
絵
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
ど
こ
を
摑
ま
へ
て
い
い
か
多
す
ぎ
て
迷
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
か

い
た
あ
と
で
、
あ
す
こ
を
か
け
ば
よ
か
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
昔
は
度
々
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
だ
か
ら
、
正
直
に
筋
を

追
つ
て
読
む
や
う
な
読
者
は
泉
君
の
小
説
に
は
随
分
ま
ご
つ
く
こ
と
だ
ら
う
と
思
ふ

）
4
（

。

右
の
清
方
の
話
は
、
小
説
家
と
挿
絵
画
家
の
仕
事
の
仕
方
の
一
端
│
連
載
物
の
場
合
、
画
家
は
当
該
の
回
の
内
容
の
み
を
伝
え
ら
れ
て
描

く
の
が
普
通
で
、
作
品
の
そ
の
後
の
展
開
・
全
体
の
雰
囲
気
な
ど
に
は
配
慮
せ
ず
に
描
く
こ
と
に
な
る
こ
と
、
ま
た
春
葉
の
例
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、作
家
の
方
も
、画
家
に
対
し
て
作
の
内
容
を
伝
達
す
る
際
に
あ
ま
り
詳
し
く
述
べ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
│
を
窺
わ
せ
る
が
、

傍
線
部
で
は
、
鏡
花
作
品
の
眼
目
を
お
さ
え
て
絵
を
付
け
る
こ
と
の
難
し
さ
、
作
品
の
味
読
の
重
要
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
清

方
の
発
言
も
見
る
と
、
「
外
科
室
」
の
内
容
と
口
絵
と
の
間
に
生
じ
て
い
る
距
離
は
、
年
方
の
作
品
の
把
握
不
足
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
山
田
氏
の
言
う
よ
う
な
画
家
の
過
密
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
鏡
花
作
品
の
「
摑
み
ど
こ
ろ
」
の
捉
え
に
く
さ
に
、
そ

の
原
因
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
作
の
内
容
と
隔
た
り
を
持
つ
「
外
科
室
」
の
口
絵
の
あ
り
よ
う
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
外
科
室
」
口
絵
の

周
辺
を
調
査
す
る
こ
と
で
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
二
　
枠
の
中
に
描
か
れ
る
人
物
が
意
味
す
る
も
の

　

本
章
で
は
、
「
外
科
室
」
の
口
絵
を
当
時
の
読
者
が
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
か
、
そ
の
点
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
た
い
。
梶
田
半
古
の
言
う
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よ
う
に
口
絵
が
小
説
の
主
要
登
場
人
物
の
紹
介
で
あ
る
の
な
ら
、
「
外
科
室
」
口
絵
で
枠
の
中
に
描
か
れ
る
男
女
は
、
貴
船
伯
爵
夫
人
と
高

峰
医
学
士
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
口
絵
を
小
説
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
当
時
の
読
者
が
そ
の
よ
う
に
認
識
し
た
、
と
考
え
て
よ
い
か
。

ま
た
、
こ
の
一
対
の
男
女
は
枠
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点

を
ま
ず
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

枠
の
中
の
男
性
は
髭
を
生
や
し
て
い
る
が
、
髭
は
当
時
地
位
が
高
い
こ
と
の
象
徴
で
あ
っ
た

）
5
（

の
で
、
九
年
前
に
は
「
医
科
大
学
」
の
「
学

生
」
で
あ
り
（
下
、
一
〇
頁
）
、
作
品
内
現
在
に
於
い
て
は
「
東
京
府
下
の
一あ

る

病
院
」
の
「
外
科
々
長
」
（
上
、
一
お
よ
び
七
頁
）
で
あ
る
高
峰

の
風
体
と
し
て
も
確
か
に
違
和
感
は
な
い

）
6
（

。

　

枠
や
吹
き
出
し
の
中
に
人
物
を
描
く
方
法
は
、
「
外
科
室
」
に
限
ら
ず
当
時
の
口
絵
・
挿
絵
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

）
7
（

。
『
文

芸
倶
楽
部
』
は
明
治
二
十
八
年
一
月
に
創
刊
さ
れ
、
「
外
科
室
」
掲
載
は
同
年
六
月
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
明
治
二
十
八
年
中
の
『
文
芸

倶
楽
部
』
掲
載
作
か
ら
そ
う
い
っ
た
例
を
調
査
し
、
そ
の
よ
う
な
描
き
方
が
何
を
意
味
す
る
の
か
確
認
す
る
。
な
お
、
口
絵
・
挿
絵
に
於

い
て
枠
の
中
に
描
か
れ
る
の
は
必
ず
し
も
人
物
と
は
限
ら
な
い
が
、
本
章
で
は
人
物
を
描
い
た
も
の
に
限
定
し
て
論
じ
た
。

　
　
　
①
　
主
要
場
面
・
登
場
人
物
の
紹
介

　

ま
ず
、
『
文
芸
倶
楽
部　

第
一
編
』
（
明
治
二
八
・
一
・
二
五
）
巻
頭
小
説
、
眉
山
人
「
大
さ
か
づ
き
」
の
口
絵
を
挙
げ
る
（
武
内
桂
舟
画
→
図
版

②
）
。
左
上
方
、
円
い
枠
の
中
に
赤
色
の
地
を
背
景
と
し
て
、
横
た
わ
る
主
人
公
に
視
線
を
注
ぐ
よ
う
に
描
か
れ
る
人
物
は
、
主
人
公
梅
吉

の
思
い
人
お
千
代
。
彼
女
は
本
作
の
主
要
登
場
人
物
で
、
か
つ
て
の
梅
吉
の
主
家
、
船
宿
三
河
屋
の
娘
で
あ
る
。
将
来
を
約
束
し
て
い
た

梅
吉
が
三
年
間
日
本
を
離
れ
出
稼
ぎ
に
出
て
い
た
間
に
別
の
男
と
結
婚
、
一
旦
梅
吉
を
裏
切
る
も
、
彼
の
深
い
思
い
を
知
っ
て
悔
い
改
め
、

自
殺
す
る
。
こ
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
本
作
の
眼
目
と
な
る
終
局
場
面
、
亡
父
と
亡
き
思
い
人
へ
の
行
き
場
を
失
っ
た
激
情
の
は
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け
口
を
求
め
、
「
酒
の
中う

ち

に
其
身
を
葬
つ
て
終
ら
む
」
と
い
う
自
ら
の
意
志
を
も
っ
て
「
酒
と
討
死
せ
ん
ず
ば
か
り
」
に
飲
ん
で
飲
ん
で
飲

み
尽
く
し
、
「
満
五
升
」
も
入
る
と
い
う
「
大
盃
を
枕
に
、
大
の
字
な
り
に
踏
反
り
か
へ
つ
た
儘
、
最
期
の
言
葉
も
な
く
息
の
通
ひ
を
止
め

て
仕
舞
つ
た
」
主
人
公
、梅
吉
の
姿
で
あ
る
（
九
章
、三
四
頁
）
。
枕
に
す
る
と
い
う
設
定
を
描
き
や
す
く
す
る
た
め
か
、絵
の
中
で
は
「
大
盃
」

を
五
升
枡
に
改
変
し
て
い
る

）
8
（

。
円
枠
の
中
に
は
、
そ
の
心
変
わ
り
を
恨
ん
だ
梅
吉
が
一
旦
は
殺
そ
う
と
す
る
も
の
の
、
思
い
の
深
さ
故
に

果
た
せ
ず
、
そ
の
梅
吉
の
心
情
に
触
れ
て
己
の
変
節
を
後
悔
し
、
入
水
自
殺
を
遂
げ
た
お
千
代
を
描
く
。
本
作
の
終
局
場
面
に
於
い
て
、

梅
吉
の
最
期
を
描
く
際
、
そ
の
胸
中
に
亡
き
お
千
代
の
面
影
が
去
来
す
る
、
と
い
っ
た
叙
述
は
な
い
が
、
直
前
の
八
章
末
尾
で
お
千
代
の

亡
骸
を
一
目
見
て
「
色
を
変
じ
た
」
梅
吉
が
描
か
れ
（
三
四
頁
）
、
そ
の
後
直
ち
に
章
を
改
め
て
、
彼
の
死
に
様
が
簡
潔
に
描
か
れ
て
終
わ

る
た
め
、
梅
吉
が
そ
う
い
っ
た
最
期
を
迎
え
る
引
き
金
と
な
っ
た
の
が
お
千
代
の
死
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
が
促
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

こ
の
場
面
の
絵
に
お
千
代
の
肖
像
が
示
さ
れ
る
の
は
当
を
得
た
も
の
と
言
え
る

）
9
（

。

　

次
に
『
第
二
編
』
（
以
下
雑
誌
名
を
省
略
す
る
、
明
治
二
八
・
二
・
二
五
）
所
載
、
須
藤
南
翠
「
五
月
闇
」
の
挿
絵
（
四
三
頁
）
を
見
る
（
島
崎
柳
塢

画
→
図
版
③
）
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
本
作
の
冒
頭
場
面
に
登
場
す
る
、
北
条
高
時
の
闘
犬
の
催
し
に
向
か
う
北
条
泰
家
の
犬
を
乗
せ
た
輿
を

先
導
す
る
横
溝
八
郎
で
あ
る
。
右
上
方
の
円
枠
に
描
か
れ
る
の
は
こ
の
作
品
の
主
人
公
、
斎
藤
三
郎
盛
貞
。
こ
の
直
後
の
場
面
で
、
高
時

の
代
参
と
し
て
江
島
弁
財
天
に
向
か
う
た
め
馬
を
駆
る
盛
貞
と
犬
の
輿
一
行
が
鉢
合
わ
せ
、
横
溝
の
尊
大
な
振
舞
い
に
憤
っ
た
主
人
公
が
、

輿
目
掛
け
て
馬
を
乗
り
入
れ
犬
を
馬
蹄
に
か
け
て
殺
害
す
る
、
と
い
う
場
面
が
展
開
さ
れ
る
（
四
四
～
四
五
頁
）
。
こ
の
一
件
が
発
端
と
な
り
、

罪
に
問
わ
れ
た
盛
貞
は
鎌
倉
を
出
奔
、
復
讐
に
燃
え
る
盛
貞
は
、
後
に
新
田
義
貞
の
挙
兵
に
伴
う
戦
乱
の
中
、
再
び
相
見
え
た
横
溝
の
手

に
か
か
り
無
念
の
最
期
を
遂
げ
る
。
冒
頭
の
挿
絵
は
主
要
登
場
人
物
を
紹
介
し
、
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
頁
の
本
文
で
は
未
だ
登
場
し

て
い
な
い
が
、
実
は
作
品
内
現
在
に
於
い
て
こ
の
横
溝
が
先
導
す
る
一
行
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
馬
上
の
主
人
公
を
円
枠
に
入
れ
て
提
示
し
、

こ
の
直
後
、
次
頁
以
降
で
展
開
す
る
、
物
語
の
発
端
と
な
る
重
要
場
面
に
繫
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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こ
の
「
五
月
闇
」
の
例
の
よ
う
な
、
作
品
内
で
同
時
進
行
す
る
異
な
る
場
面
を
一
幅
の
絵
の
中
に
同
時
に
提
示
す
る
際
に
枠
を
用
い
る

例
と
し
て
は
、
『
第
六
編
』
雑
録
欄
（
一
六
六
頁
）
、
佐
々
木
信
綱
「
軍
夫
の
妻
子
」
の
挿
絵
（
武
内
桂
舟
画
→
図
版
④
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
「
軍
夫
の
妻
子
」
は
「
其
上
」
「
其
下
」
の
二
段
か
ら
成
る
が
、
四
角
の
枠
内
に
、
下
段
で
詠
わ
れ
る
、
父
の
不
在
と
母
の
病
の
中

で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
幼
い
一
人
息
子
と
出
征
し
た
夫
、
そ
の
二
人
に
思
い
を
馳
せ
る
病
床
に
伏
し
た
母
親
の
姿
を
描
き
、
右
上
方
の

円
枠
の
中
に
は
、
上
段
で
詠
わ
れ
る
、
社
前
に
跪
き
、
出
征
し
た
父
と
そ
の
留
守
中
病
に
伏
す
母
の
無
事
を
祈
る
子
ど
も
の
姿
を
描
く
。

こ
の
よ
う
に
し
て
思
い
を
通
わ
せ
合
う
者
同
士
を
一
つ
の
挿
絵
の
中
に
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
、こ
こ
で
描
か
れ
る
病
床
の
母
親
の
絵
は
、

寝
具
の
様
を
は
じ
め
と
し
て
病
鉢
巻
、
枕
許
の
薬
瓶
と
い
っ
た
病
の
描
写
、
枕
に
頬
杖
つ
く
物
思
い
の
描
写
な
ど
、
「
外
科
室
」
の
口
絵
と

共
通
項
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
病
美
人
を
描
く
当
時
の
典
型
だ
っ
た
様
子
を
窺
わ
せ
る
。

　
『
第
三
編
』
（
明
治
二
八
・
三
・
二
五
）
所
載
、
笠
園
主
人
の
小
説
「
唐
撫
子
」
の
挿
絵
（
作
品
冒
頭
二
九
頁
所
載
）
で
は
、
作
品
の
中
盤
第
五
章

（
六
九
～
七
一
頁
）
で
、
中
之
島
公
園
に
於
い
て
主
人
公
唐
崎
清
太
郎
が
か
ね
て
か
ら
遺
恨
あ
る
清
国
の
人
陳
応
祥
の
「
被
れ
る
帽
子
を
叩
き

落
し
、弁
髪
を
左ゆ

ん

で手
に
か
ら
ま
へ
て
」「
右め

手て

に
持
た
る
ス
テ
ツ
キ
も
折
れ
よ
と
ば
か
り
」
打
擲
す
る
場
面
（
七
〇
～
七
一
頁
）
を
描
い
て
い
る
。

右
上
方
の
円
枠
の
中
に
は
、
清
太
郎
と
思
い
合
う
仲
で
あ
る
許
嫁
お
照
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
当
該
場
面
に
お
照
は
登
場
せ
ず
、
ま
た
こ

の
場
面
に
於
い
て
清
太
郎
の
胸
中
に
あ
る
お
照
へ
の
思
い
が
叙
述
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
い
。
挿
絵
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
頁
と
、

実
際
に
作
中
で
こ
の
場
面
が
描
か
れ
る
箇
所
と
の
間
に
は
上
記
の
よ
う
に
だ
い
ぶ
距
離
が
あ
る
が
、
実
は
陳
応
祥
は
清
太
郎
の
実
父
で
あ

り
、
作
品
末
尾
で
そ
れ
を
知
っ
た
清
太
郎
が
切
腹
し
て
果
て
る
と
い
う
結
末
に
至
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
面
は
物
語
を
展
開
す
る
上
で
の

要
所
で
あ
る
た
め
、
作
品
の
冒
頭
部
に
こ
の
挿
絵
を
入
れ
て
、
当
該
場
面
に
は
登
場
し
な
い
ヒ
ロ
イ
ン
を
紹
介
す
る
た
め
に
円
枠
の
中
に

描
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
挿
絵
に
於
い
て
は
お
照
の
鬢
の
毛
の
ほ
つ
れ
が
目
に
つ
く
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
第

五
章
の
こ
の
場
面
の
時
点
で
、
お
照
は
悪
漢
川
島
に
拐
か
さ
れ
て
蔵
の
中
に
縛
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
は
そ
の
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彼
女
の
受
難
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
『
第
七
編
』
（
明
治
二
八
・
七
・
二
〇
）
巻
頭
小
説
、
幸
田
露
伴
「
新
浦
島
」
の
口
絵
（
鈴
木
華
邨
（
村
）
画
）
も
、
作
中
の
重
要
場
面
を
描
き
、

円
枠
に
女
性
の
主
要
登
場
人
物
を
描
い
て
い
る
例
で
あ
る
。
「
浦
島
家
第
一
百
代
目
に
生
れ
て
眼
前
父
母
の
奇
瑞
を
見
」
た
次
郎
は
（
十
章
、

二
二
頁
）
、
「
仙
道
に
志
は
立
て
た
れ
ど
」
果
た
せ
ず
、
一
転
「
魔
道
の
奥
義
を
極
め
」
ん
と
す
る
（
十
一
章
～
十
二
章
、
二
四
～
二
八
頁
）
。
口

絵
は
続
く
十
三
章
の
、
次
郎
が
そ
の
道
の
書
を
借
り
、
諸
法
器
を
揃
え
て
護
摩
を
焚
き
水
・
花
を
供
え
、
「
黒
煙
り
渦
ま
き
舞
ふ
」
中
「
血

を
吐
く
ば
か
り
に
呪
文
を
叫
」
ぶ
と
、
遂
に
「

頭
か
し
ら

に
は
宝
冠
を
頂
き
て
髑
髏
を
荘
厳
の
具
と
飾
り
玉
ひ
、
歯
を
も
て
唇
を
咬
み
玉
へ
る
忿

恕
の
相
形
怖
し
く
、
左
の
手
に
は
印
を
結
び
右
に
は
宝
剣
を

提
ひ
つ
さ

げ
て
三
目
を
睜み

開
き
、
は
つ
た
と
睨
ん
で
大
魔
王
の
次
郎
が
前
に
突
立
ち

玉
へ
り
」
と
い
う
場
面
（
二
九
～
三
一
頁
）
を
、
右
の
叙
述
さ
な
が
ら
に
描
い
て
い
る
。
終
局
部
で
次
郎
が
「
化
石
」
と
化
す
（
二
十
二
章
、

五
〇
頁
）
展
開
に
繫
が
る
、
作
中
の
転
機
と
な
る
場
面
を
描
い
て
、
円
枠
の
中
に
は
か
つ
て
次
郎
が
馴
染
ん
だ
遊
女
で
、
作
品
後
半
部
に
も

登
場
す
る
勇
菊
を
描
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

円
い
枠
で
は
な
く
、「
外
科
室
」
同
様
、
長
方
形
の
枠
の
中
に
主
要
登
場
人
物
が
描
か
れ
る
例
も
あ
る
。
「
外
科
室
」
が
掲
載
さ
れ
た
『
第

六
編
』
所
載
、
露
葉
作
「
う
つ
せ
貝
」
の
挿
絵
（
一
二
四
～
一
二
五
頁
、
落
款
は
「
桃
舟
」
と
あ
る
か
→
図
版
⑤
）
で
は
、
鎌
倉
へ
の
小
旅
行
中
、「
由

井
が
浜
」
に
遊
び
「
景
色
を
な
が
め
つ
ゝ
、
美
し
き
貝
を
拾
」
う
（
一
二
六
頁
）
語
り
手
大
江
と
そ
の
友
人
の
細
川
が
描
か
れ
、
左
上
方
の

長
方
形
の
枠
の
中
に
は
、
二
人
が
宿
を
取
っ
た
小
田
原
屋
に
奉
公
し
て
い
る
女
性
で
、
実
は
細
川
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
お
梅
が
描
か
れ

て
い
る
。
当
該
場
面
は
挿
絵
が
見
開
き
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
一
二
四
・
一
二
五
頁
か
ら
一
枚
頁
を
め
く
っ
た
一
二
六
頁
に
叙
述
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
場
面
に
於
い
て
、
大
江
と
細
川
の
二
人
が
お
梅
の
こ
と
を
実
際
に
語
り
合
っ
た
り
、
お
梅
を
思
う
彼
ら
の
胸
中
が
叙
述
さ
れ
た
り

す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
実
は
お
梅
と
細
川
は
七
年
前
、
細
川
が
箱
根
に
滞
在
し
た
際
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
か
ら

お
梅
は
彼
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
因
縁
有
る
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
（
一
二
八
～
一
三
一
頁
）
。
こ
の
後
、
大
江
と
細
川
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は
帰
り
の
車
中
で
乗
り
合
わ
せ
た
男
た
ち
の
噂
話
か
ら
、
彼
ら
が
小
田
原
屋
を
あ
と
に
し
た
後
、
お
梅
に
叶
わ
ぬ
思
い
を
寄
せ
て
い
た
宿

泊
客
の
手
に
か
か
っ
て
彼
女
が
非
業
の
死
を
遂
げ
た
こ
と
を
聞
き
、
帰
京
し
た
細
川
は
発
狂
す
る
。
悲
し
い
思
い
出
の
形
見
と
な
っ
た
「
う

つ
せ
貝
」
を
拾
っ
た
由
比
ヶ
浜
、
挿
絵
は
こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
を
象
徴
す
る
場
面
を
描
き
、
枠
内
に
ヒ
ロ
イ
ン
を
描
い
て
強
調
す
る
。

　

右
で
見
て
き
た
事
例
は
、
物
語
展
開
上
の
重
要
場
面
や
、
物
語
の
結
末
な
ど
の
作
品
の
内
容
を
象
徴
す
る
場
面
を
描
き
、
そ
の
中
で
そ

の
場
面
に
登
場
し
な
い
（
或
い
は
「
五
月
闇
」
の
例
の
よ
う
に
直
後
に
姿
を
現
す
が
未
だ
登
場
し
て
き
て
い
な
い
）
主
要
登
場
人
物
を
枠

の
中
に
描
き
出
し
、
読
者
に
示
し
て
い
る
。
主
要
人
物
を
枠
の
中
に
入
れ
て
強
調
し
読
者
に
紹
介
す
る
、
と
い
う
方
法
は
、『
文
芸
倶
楽
部
』

雑
報
・
雑
録
欄
か
ら
も
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
手
法
と
言
え
る

）
10
（

。
ま
た
、
描
か
れ
て
い
る
場
面
に
は
存
在
し
な
い

人
物
を
枠
の
中
に
描
く
手
法
も
近
代
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り

）
11
（

、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
枠
の
中
の
人

物
は
、
画
面
全
面
に
描
か
れ
る
人
物
の
思
い
人
（
或
い
は
そ
の
人
物
に
思
い
を
寄
せ
る
人
）
か
、
浅
か
ら
ぬ
因
縁
で
結
ば
れ
た
相
手
で
あ

る
と
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
周
辺
の
例
を
見
る
限
り
、
「
外
科
室
」
の
口
絵
の
枠
の
中
の
人
物
も
、
小
説
の
主
要
登
場
人
物
で
あ
り
、
画
面
全
面
に
描
か
れ

る
ヒ
ロ
イ
ン
と
ゆ
か
り
の
深
い
人
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
物
思
い
の
対
象
で
あ
る
と
当
時
の
読
者
に
は
読
み
取
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
画

師
年
方
も
、
自
分
で
作
品
を
読
ん
だ
の
か
、
或
い
は
山
田
氏
の
言
う
よ
う
に
内
容
を
告
げ
ら
れ
た
だ
け
な
の
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
病

気
の
夫
人
の
心
中
に
あ
る
思
い
人
の
存
在
、
と
い
う
「
外
科
室
」
の
要
点
は
把
握
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　
②
　
現
実
と
の
線
引
き

　

①
で
見
た
例
の
中
で
、
『
第
一
編
』
所
載
の
「
大
さ
か
づ
き
」
や
、
注
11
に
示
し
た
「
仮
名
文
章
娘
節
用
」
の
前
編
口
絵
で
は
、
枠
の
中

の
人
物
は
そ
の
場
面
の
時
点
で
す
で
に
こ
の
世
に
亡
く
、
そ
の
意
味
で
、
枠
の
中
は
絵
に
描
か
れ
る
作
品
内
の
現
実
と
は
一
線
を
画
し
て
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い
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
同
様
の
例
は
『
文
芸
倶
楽
部
』
掲
載
作
に
他
に
も
見
ら
れ
る
。

　
『
第
二
編
』
所
載
、
田
山
花
袋
「
山
家
水
」
の
挿
絵
（
七
〇
頁
）
に
は
、
四
角
い
枠
が
登
場
す
る
（
島
崎
柳
塢
画
→
図
版
⑥
）
。
舞
台
は
下
野

国
豊
代
、「
相
摸

（
マ
マ
）

屋
と
い
へ
る
木
賃
宿
」
の
「

拾
ひ
ろ
ひ

子こ

」
、九
歳
の
お
政
は
、
な
さ
ぬ
仲
の
両
親
か
ら
「
用（

マ

マ

）捨
な
く
追
使
」
わ
れ
る
苦
し
い
日
々

を
送
っ
て
い
る
（
六
九
頁
）
。
お
政
は
継
母
に
虐
待
さ
れ
、
深
夜
に
独
り
、
山
の
井
に
水
汲
み
に
行
か
さ
れ
る
。
水
桶
の
重
み
に
行
き
悩
む

帰
り
道
、
か
つ
て
借
財
か
ら
逃
れ
る
た
め
仕
方
な
く
赤
ん
坊
の
お
政
を
棄
て
て
夜
逃
げ
し
た
が
、
そ
の
後
生
計
を
立
て
直
し
て
一
家
を
繁

盛
に
導
い
て
い
る
実
の
母
と
巡
り
会
う
。
そ
の
夜
お
政
は
姿
を
消
し
、森
の
「
榎
の
大
樹
の
下
に
、水
を
汲
み
し
儘
の
手
桶
一
箇
」
（
八
〇
頁
）

が
残
さ
れ
て
い
た
。
挿
絵
に
は
森
の
中
、
大
木
の
根
元
に
転
が
る
水
桶
が
描
か
れ
（
「
水
を
汲
み
し
儘
」
と
あ
る
作
品
の
内
容
と
若
干
の
齟

齬
が
見
ら
れ
る
）
、
そ
の
風
景
の
中
に
四
角
い
枠
で
囲
ま
れ
た
別
の
場
面
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
枠
の
中
に
は
、
「
石
よ
り
堅
か
る
べ
き

主あ

る

じ人
の
拳こ

ぶ

し骨
。
憐
れ
や
、
小
娘
の

頭
か
し
ら

に
瘤
の
絶
ゆ
る
時
な
し
」
（
六
九
頁
）
と
作
中
に
描
か
れ
る
、
木
賃
宿
で
継
父
か
ら
折
檻
さ
れ
る
お
政

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
挿
絵
は
作
品
の
終
局
部
で
お
政
が
新
し
い
人
生
へ
と
踏
み
出
す
場
と
な
っ
た
森
の
風
景
を
描
き
、
過
去
の
受
難

の
日
々
を
枠
の
中
に
囲
い
込
む
。
枠
の
中
の
絵
を
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
ば
か
り
に
、
そ
の
外
側
前
面
に
榎
と
水
桶
を
描
き
出
し
、
枠
の
中

か
ら
外
に
踏
み
出
し
た
お
政
を
象
徴
す
る
よ
う
な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
作
品
終
局
部
の
時
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
現

実
と
は
一
線
を
画
し
た
過
去
の
表
現
と
し
て
枠
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
同　

第
八
編
』
（
明
治
二
八
・
八
・
二
〇
）
所
載
、
採
菊
散
人
「
思
の
家
」
は
、
正
保
年
間
を
舞
台
に
、
新
吉
原
角
町
の
遊
女
屋
並
木
屋
半
左

衛
門
の
抱
へ
遊
女
、
佐
香
保
を
主
人
公
と
し
た
時
代
小
説
で
あ
る
。
佐
香
保
は
摂
州
尼
が
崎
の
城
主
松
平
遠
江
守
の
寵
臣
、
神か

ん

野の

と
将
来

を
約
す
が
（
二
章
、
六
六
～
七
〇
頁
）
、
国
元
で
突
然
の
病
に
斃
れ
た
主
の
死
を
悼
み
殉
死
し
た
神
野
の
遺
書
に
接
し
、
自
ら
髪
を
切
り
、
妓

楼
を
抜
け
出
す
（
三
章
、
七
二
～
七
四
頁
）
。
そ
の
後
抱
え
主
の
許
し
も
得
、
浄
土
宗
の
寺
内
に
草
庵
を
営
ん
で
神
野
と
亡
き
父
母
の
菩
提
を

弔
う
（
四
章
、
七
六
～
七
八
頁
）
。
終
局
部
（
七
六
～
七
七
頁
）
に
挿
入
さ
れ
た
挿
絵
（
武
内
桂
舟
画
）
に
は
、
仏
前
に
手
を
合
わ
せ
る
剃
髪
し
た
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佐
香
保
改
め
貞
閑
の
姿
が
庵
の
障
子
越
し
に
影
と
し
て
描
か
れ
（
七
六
頁
）
、
左
上
方
の
手
鏡
型
の
円
枠
の
中
に
か
つ
て
の
遊
女
姿
の
佐
香

保
を
描
く
（
七
七
頁
）
。

　

現
実
と
一
線
を
画
し
た
も
の
が
描
か
れ
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ら
は
「
外
科
室
」
の
枠
内
に
描
か
れ
る
も
の
と
共
通
点
を
持
つ
。
た
だ

し
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
右
で
見
て
き
た
例
が
み
な
、
枠
内
に
描
か
れ
る
出
来
事
や
登
場
人
物
の
姿
が
、
作
品
内
の
文
章
に
実
際
に
描
か
れ
、

作
品
内
の
過
去
の
時
点
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
齟
齬
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
外
科
室
」
の
場
合
は
、
枠
の
中
に

い
る
の
が
主
人
公
の
貴
船
伯
爵
夫
人
と
高
峰
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
二
人
が
こ
の
よ
う
に
並
ぶ
姿
は
作
品
中
に
は
描
か
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
外
科
室
」
口
絵
で
は
、
物
思
う
伯
爵
夫
人
の
姿
態
と
、
煙
霧
状
の
も
の
の
中
か
ら
枠
が
浮
か
び
上
が
る
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
枠
内
が
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
想
像
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

次
節
で
は
、
枠
内
に
描
か
れ
る
想
像
の
事
例
を
見
て
い
き
、
「
外
科
室
」
の
場
合
と
比
較
す
る
。

　
　
　
③
　
想
像
の
表
現

　

枠
内
に
想
像
を
描
く
例
と
し
て
は
、
ま
ず
『
第
四
編
』
（
明
治
二
八
・
四
・
二
〇
）
雑
録
欄
、
無
署
名
「
京
人
形
」
の
例
を
挙
げ
る
。
こ
の
文

章
は
、
語
り
手
と
、
そ
の
思
い
人
「
埋
木
女
史
」
と
の
交
情
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
語
り
手
は
未
だ
女
史
に
会
っ
た
こ
と
は
な
く
、

専
ら
「
文
通
」
で
の
交
際
で
あ
る
（
二
〇
七
頁
）
。
挿
絵
（
二
〇
八
～
二
〇
九
頁
）
の
、
四
角
い
枠
の
中
に
は
、
「
洋
犬
」
を
傍
ら
に
「
京
人
形
」

を
抱
く
女
史
の
姿
が
、
右
上
方
の
円
枠
の
中
に
は
花
び
ら
の
散
る
中
で
舞
の
手
振
り
を
す
る
女
史
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
女
史
か
ら
の
文
に
、
「
洋
犬
」
や
「
京
人
形
」
を
愛
で
て
い
る
と
あ
り
（
二
〇
八
頁
）
、
「
手
踊
な
ど
も
嗜
」
む
と
あ
る
（
二
〇
九
頁
）

こ
と
か
ら
、
人
形
を
「
懐い

だ

く
嬢
は
、
必
ず
や
無
心
に
て
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
思
ふ
事
ま
ゝ
に
な
る
世
な
ら
ん（

マ
マ
）

　

に
は
、
我
は
人
形
と
な
り

て
嬢
が
膝
下
に
眠
ら
ん
を
」
（
二
〇
八
～
二
〇
九
頁
）
、
「
嬢
が
裳
裾
に
ま
つ
は
る
小
犬
、
さ
て
は
柔
き
手
に
懐
か
る
る
京
人
形
、
羨
ま
し
さ
の
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限
り
な
り
」
（
二
一
〇
頁
）
、
「
手
踊
な
ど
も
嗜
み
給
ふ
と
聞
け
ば
、
如
何
に
楽
し
く
こ
の
世
を
す
ご
し
給
ふ
べ
か
ら
ん
」
（
二
〇
九
～
二
一
〇
頁
）

な
ど
と
語
り
手
が
巡
ら
す
想
像
を
描
き
出
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
『
第
九
編
』
（
明
治
二
八
・
九
・
二
〇
）
所
載
、
笠
園
主
人
「
妾
薄
命
」
の
挿
絵
を
挙
げ
る
（
二
九
頁
、
落
款
は
「
漁
舟
画
」
と
あ
る
か
）
。
本

作
の
語
り
手
で
も
あ
る
主
人
公
山
本
い
く
は
、
養
家
で
何
不
自
由
な
く
暮
ら
し
て
い
た
が
、
相
場
に
手
を
出
し
た
失
敗
か
ら
、
養
父
は
彼

女
が
十
歳
の
頃
に
は
「
紙
屑
買
と
ま
で
身
を
落
」
す
（
三
〇
頁
）
。
父
の
死
後
、
十
六
歳
に
な
つ
た
い
く
は
母
と
二
人
、
針
仕
事
や
洗
濯
で

生
計
を
立
て
て
い
た
が
、
近
所
の
独
身
者
で
銀
行
の
役
員
を
務
め
て
い
る
と
い
う
村
上
達
三
か
ら
愛
顧
を
受
け
、
思
い
を
寄
せ
る
（
三
一
～

三
二
頁
）
。
あ
る
日
、
村
上
の
家
を
訪
ね
た
際
に
彼
か
ら
も
思
い
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
が
（
三
三
～
三
四
頁
）
、
そ
こ
に
女
性
の
来
客
が
あ
り
、

立
ち
去
り
際
に
い
く
は
家
の
前
に
立
つ
美
し
い
令
嬢
の
姿
を
見
る
（
三
四
～
三
六
頁
）
。
彼
女
は
い
く
の
実
の
姉
で
あ
り
、「
忠
義
の
乳
母
が
度
々

の
使
者
」
に
立
っ
て
村
上
と
の
結
婚
話
が
整
っ
た
と
噂
に
聞
く
（
三
六
頁
）
。
未
練
を
残
し
つ
つ
転
居
し
た
先
で
二
人
の
結
婚
を
知
り
、
失

意
の
中
で
母
共
々
赤
痢
に
罹
つ
た
い
く
は
「
避
病
院
の
裡
に
」
我
が
身
の
一
生
を
嘆
く
（
三
七
頁
）
。
作
品
冒
頭
近
く
に
挿
入
さ
れ
て
い
る

挿
絵
は
作
品
終
局
部
を
先
取
り
し
、
「
様
子
を
探
り
聞
く
に
、
姉
上
は
遂
に
其
人
を
聟
が
ね
に
迎
へ
て
、
新
枕
に
玉
椿
の
八
千
代
か
け
て
契

り
玉
ひ
し
よ
し
、
あ
ら
羨
ま
し
や
と
思
へ
ば
、
さ
り
と
も
と
た
の
み
し
勇
気
も
落
ち
果
て
ゝ
、
ほ
つ
と
吻つ

く
息
も
力
な
し
、
読
者
此
の
時

の
妾
の
心
に
な
り
て
考
へ
て
見
玉
へ
や
」
（
三
七
頁
）
と
語
ら
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
様
子
と
そ
の
脳
裏
に
浮
か
ん
で
い
る
は
ず
の
光
景
を
描
い

て
い
る
。
壁
に
も
破
れ
が
見
え
る
貧
家
で
視
線
を
落
と
し
手
拭
い
を
嚙
む
ヒ
ロ
イ
ン
の
や
つ
れ
た
姿
に
対
し
、
仲
睦
ま
じ
そ
う
な
若
夫
婦

と
乳
母
の
三
者
は
花
々
を
あ
し
ら
っ
た
美
し
い
枠
の
中
に
提
示
さ
れ
る
。

　

右
の
よ
う
な
例
か
ら
、
枠
が
想
像
裡
に
あ
る
光
景
を
描
く
際
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
が
わ
か
る
が
、
想
像
を
描
く
際
に
は
吹
き
出

し
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
「
外
科
室
」
の
場
合
は
、
枠
が
煙
霧
の
中
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
う
し
た
吹
き
出
し
の
使
い
方
と
も
接
点
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
『
第
四
編
』
所
載
、
卯
の
花
菴
主
人
翻
訳
「
た
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か
ら
島
」
の
終
局
部
第
三
十
回
の
挿
絵
（
一
一
五
頁
、
光
方
画
→
図
版
⑦
）
で
は
、
円
卓
に
頬
杖
つ
く
語
り
手
の
頭
部
右
横
か
ら
吹
き
出
し
が

描
か
れ
、
そ
の
中
に
暗
闇
の
中
の
鸚
鵡
を
描
く
。
こ
れ
は
、
「
巨
濤
の

凄
す
さ
ま
じ

く
岸
に
號さ

け

ぶ
夜
悪
夢
に
魘お

そ

は
れ
て

躍
お
ど
り

起き

き
、
闇
中
に
鸚
鵡
の

フ
リ
ン
ト
が
『
小
粒
小
粒
』
と
叫
ぶ
如
く
感お

ぼ

ゆ
る

予
お
の
れ

は
」
（
一
一
六
頁
）
と
い
う
語
り
手
の
想
像
を
表
現
し
た
も
の
と
言
え
る

）
12
（

。

　

以
上
、
枠
や
吹
き
出
し
が
想
像
を
表
現
す
る
例
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
中
に
描
か
れ
る
想
像
の
光
景
は
、
実
際
に
語

り
手
・
登
場
人
物
が
そ
れ
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
作
品
中
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
が
「
外
科
室
」
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

＊

　

以
上
①
～
③
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
「
外
科
室
」
周
辺
の
例
を
見
た
結
果
、
枠
の
中
に
描
か
れ
る
の
は
、
絵
の
中
心
に
描
か
れ
る
ヒ
ロ

イ
ン
の
物
思
い
の
対
象
で
あ
る
主
要
登
場
人
物
で
あ
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
想
像
を
表
し
た
も
の
と
、
当
時
の
読
者
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
「
外
科
室
」
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
口
絵
を
見
た
場
合
、
枠
の
中
の
人
物
は
、
貴
船
伯
爵
夫
人
の
思
い
人
高
峰
と

夫
人
の
姿
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
（
そ
う
い
っ
た
当
時
の
常
識
を
知
ら
ず
に
眺
め
る
と
、
枠
の
中
の
人
物
を
、
夫

人
と
夫
の
伯
爵
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
結
婚
に
よ
っ
て
精
神
的
に
圧
迫
を
受
け
、
病
み
悩
ん
で
い
る
夫
人
、
と
い
う
ふ
う

に
こ
の
絵
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
）
。

　

し
か
し
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
外
科
室
」
の
中
に
は
病
床
に
悩
む
夫
人
が
描
か
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、
高
峰
と
並
ぶ
自
分
を

想
像
す
る
夫
人
の
心
中
が
描
か
れ
る
こ
と
も
な
い
。
次
章
で
は
、
作
中
に
登
場
し
な
い
場
面
を
描
く
口
絵
の
位
相
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
三
　『
文
芸
倶
楽
部
』
の
口
絵
の
性
格

　

本
章
で
は
、
明
治
二
十
八
年
分
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
所
載
の
口
絵
に
つ
い
て
、
作
品
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
そ
の
性
格
を
見
て
い
き
、
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そ
の
中
で
の
「
外
科
室
」
口
絵
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
る
。
以
下
、
口
絵
が
作
中
に
登
場
す
る
場
面
を
描
い
て
い
る
か
否
か
、
描
い
て
い

る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
う
い
っ
た
場
面
を
取
り
上
げ
て
描
く
の
か
、
そ
の
点
を
見
て
い
く
。

　

前
出
『
第
一
編
』
巻
頭
小
説
「
大
さ
か
づ
き
」
の
口
絵
で
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
盃
か
ら
枡
へ
と
い
う
小
道
具
の
改
変
は
見
ら
れ

る
も
の
の
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
終
局
部
の
重
要
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
第
八
編
』
巻
頭
小
説
、
三
宅
青
軒
「
水
雷
士
官
」

の
口
絵
（
梶
田
半
古
画
）
も
作
中
終
局
部
の
場
面
を
描
く
。
海
軍
兵
学
校
に
学
ぶ
主
人
公
の
柴
崎
礼
吉
は
、
火
事
場
か
ら
助
け
出
し
た
母
娘

の
困
窮
を
見
捨
て
難
く
、
世
話
を
す
る
（
一
～
三
章
）
。
兵
学
校
を
卒
業
し
、
水
雷
艇
乗
組
員
と
な
っ
た
礼
吉
は
、
そ
の
娘
沢
子
と
事
実
上
夫

婦
と
な
る
が
、
生
活
の
不
如
意
か
ら
高
利
貸
に
借
り
た
金
の
返
済
が
滞
り
、
訴
え
ら
れ
て
停
職
と
な
る
（
六
～
七
章
、
一
四
～
一
六
頁
）
。
沢

子
母
娘
と
一
旦
距
離
を
置
き
農
夫
と
な
っ
て
身
を
慎
ん
で
い
た
礼
吉
は
（
七
～
八
章
）
、
日
清
戦
争
の
最
中
、
復
職
を
許
さ
れ
て
水
雷
艇
に
乗

り
組
み
、
戦
い
の
中
で
負
傷
、
意
識
を
失
っ
て
広
島
の
病
院
に
送
ら
れ
る
（
九
～
十
章
）
。
口
絵
は
、
結
末
部
で
意
識
を
回
復
し
た
礼
吉
が
、

庇
護
者
の
叔
父
亀
田
少
将
と
「
看
病
婦
」
と
な
っ
て
礼
吉
の
世
話
を
し
て
い
た
沢
子
と
の
喜
び
の
対
面
を
果
た
す
場
面
（
十
章
、
二
七
頁
）

を
描
い
て
い
る
。
終
局
部
の
場
面
を
描
い
た
も
の
と
し
て
は
、
『
第
十
編
』
巻
頭
、
江
見
水
蔭
「
女
房
殺
し
」
の
口
絵
も
挙
げ
ら
れ
る
（
三

島
蕉
窓
画
）
。
主
人
公
近
藤
堅
吉
は
、
亡
父
の
敵
と
も
い
う
べ
き
薄
井
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
お
柳
を
、
そ
れ
を
承
知
で
妻
と
す
る
が
、
留
守

中
に
彼
女
が
再
度
薄
井
と
過
ち
を
犯
し
た
こ
と
を
知
り
、
「
江
の
嶋
」
の
「
童ち

ご

ヶ
淵
」
で
お
柳
を
殺
害
、
自
ら
も
自
害
す
る
。
当
該
場
面
は

作
品
末
尾
の
十
二
章
、「
宿
の
同
じ
模
様
の
貸
浴
衣
」
で
、
お
柳
は
「
団
扇
を
持
ち
」
、「
堅
吉
は
お
柳
に
知
ら
せ
ず
、
短
刀
を
持
」
つ
（
三
二

頁
）
。
「
童
ヶ
淵
、
竜
灯
の
松
、
三
天
の
岩
の
上
の
石
灯
籠
の
処
」
で
「
腰
を
休
め
」
、
お
柳
は
「
何
の
心
も
な
く
海
原
を
見
渡
」
す
が
、「
も

う
帰
ろ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
切
り
出
し
た
矢
先
、
短
刀
で
突
か
れ
、
殺
害
さ
れ
る
（
三
四
頁
）
。
口
絵
は
お
柳
殺
害
の
直
前
の
場
面
を
、

舞
台
や
小
道
具
な
ど
右
の
設
定
に
忠
実
に
描
い
て
い
る
。
絵
と
し
て
は
、堅
吉
が
「
折
重
な
つ
て
お
柳
の
上
に
血
を
流
し
て
死
ん
だ
」
（
三
五

頁
）
と
い
っ
た
最
後
尾
の
箇
所
を
描
い
た
ら
観
る
者
に
与
え
る
衝
撃
は
絶
大
で
あ
ろ
う
が
、
小
説
未
読
の
時
点
で
口
絵
を
見
る
読
者
の
興
味
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を
削
が
ず
、
ま
た
、
当
時
口
絵
を
喜
ん
で
享
受
す
る
層
が
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

）
13
（

あ
ま
り
に
凄
惨
・
残
酷
な
場
面
は
描
か
な
い
、
な
ど

と
い
っ
た
配
慮
が
働
い
た
可
能
性
が
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
「
黒
蜥
蜴
」
「
京
の
猫
」
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
）
。

　

終
局
部
で
は
な
い
が
、
作
中
の
主
要
な
場
面
を
描
い
た
も
の
と
し
て
は
、
『
第
二
編
』
巻
頭
小
説
、
漣
山
人
「
色
風
琴
」
の
口
絵
（
水
野

年
方
画
→
図
版
⑧
）
が
あ
る
。
こ
れ
も
作
中
に
実
際
に
登
場
す
る
、
主
人
公
の
女
学
生
、
本
間
綿
子
が
、
房
州
で
の
病
の
静
養
中
に
同
宿
の

書
生
日
比
元

は
じ
め

と
懇
意
に
な
り
、
共
に
那
古
の
観
音
に
出
か
け
、
観
音
堂
の
欄
干
に
も
た
れ
て
景
色
を
眺
め
る
場
面
（
下
、
一
一
～
一
二
頁
）

を
描
い
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
結
末
で
日
比
に
裏
切
ら
れ
る
綿
子
の
将
来
を
暗
示
す
る
よ
う
な
那
古
姫
の
伝
説
が
語
ら
れ
（
一
二
頁
）
、

そ
の
後
、
綿
子
が
自
分
が
は
め
て
い
た
指
輪
を
日
比
の
指
に
は
め
る
場
面
（
一
五
頁
）
へ
と
続
く
作
中
の
要
所
と
言
え
る
。
絵
の
前
面
右
下

方
に
は
、
女
学
生
で
あ
る
綿
子
の
束
髪
の
象
徴
で
あ
る
薔
薇
の
花
簪

）
14
（

と
、
彼
女
が
作
中
で
日
比
に
贈
る
金
の
指
輪
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
第

四
編
』
巻
頭
、
山
田
美
妙
斎
「
阿
千
代
」
の
口
絵
（
富
岡
永
洗
画
）
は
、
胴
欲
そ
う
な
老
人
の
表
情
と
、
そ
の
前
で
俯
き
袖
を
嚙
む
若
い
女

性
の
後
ろ
姿
を
描
く
。
こ
れ
は
、
作
品
冒
頭
で
主
人
公
の
阿
千
代
が
酒
に
身
を
持
ち
崩
し
た
養
父
に
意
に
染
ま
ぬ
奉
公
を
強
い
ら
れ
、
「
ど

ん
な
に
苦
し
く
つ
て
も
堅
気
の
奉
公
な
ら
」
（
一
章
、
六
頁
）
と
嘆
く
も
許
さ
れ
ず
、
一
旦
は
死
ぬ
気
で
家
を
出
る
が
、
懇
意
に
し
て
い
る
近

所
の
娘
と
そ
の
母
に
説
得
さ
れ
、「
恐
ろ
し
い
父
親
の
前
に
据
ゑ
ら
れ
た
」
（
第
二
章
、
九
頁
）
場
面
を
描
い
て
い
る
。
「
朝
か
ら
最も

う
始
め
て
、

眼
も
些す

こ

し
と
ろ
ん
こ
に
な
り
、
ふ
つ
ふ
つ
と
呼い

吸き

を
吹
い
て
、
時
々
舌
な
め
づ
り
し
な
が
ら
、
其
所
に
坐
つ
た
阿
千
代
を
見
て
」
（
同
右
）「
声

の
凄
み
、
見け

ん

脈ま
く

の
恐
ろ
し
さ
」
で
恫
喝
す
る
（
同
一
〇
頁
）
養
父
と
、
そ
の
前
で
「
身
を
す
く
め
て
」
「
戦ふ

る

ひ
出
す
」
（
同
右
）
阿
千
代
の
対
比

を
描
い
た
も
の
と
見
え
る
。
こ
の
作
は
、
前
半
の
阿
千
代
の
受
難
が
芸
者
と
し
て
勤
め
る
中
で
庇
護
者
に
恵
ま
れ
る
こ
と
で
一
転
し
、
改

心
し
た
養
父
の
死
、
庇
護
者
ら
の
世
話
に
よ
る
「
然
る
べ
き
紳
士
」
と
の
結
婚
（
五
章
、
三
八
頁
）
、
と
い
っ
た
結
末
に
至
る
展
開
を
見
せ
る

の
が
そ
の
趣
意
と
言
え
よ
う
が
、
阿
千
代
が
芸
者
に
売
ら
れ
る
物
語
展
開
に
於
い
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
不
憫
な
境
遇
と
い
じ
ら
し
さ
を
印
象

づ
け
る
重
要
な
場
面
を
口
絵
に
し
て
い
る
。
『
第
五
編
』
（
明
治
二
八
・
五
・
二
〇
）
巻
頭
、
広
津
柳
浪
「
黒
蜥
蜴
」
口
絵
（
鈴
木
華
邨
画
→
図
版
⑨
）
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は
、
作
品
冒
頭
の
第
一
章
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
長
火
鉢
と

竈
へ
つ
ゝ
い

と
の
二
つ
が
、
僅
か
に
家
の
飾
り
」
（
三
頁
）
と
い
う
、
舞
台
と
な
る

六
畳
一
間
の
貧
家
の
様
子
を
「
半
屏
風
」
な
ど
の
小
道
具
も
含
め
て
精
細
に
描
き
、髪
も
乱
れ
産
に
悩
む
主
人
公
の
お
都
賀
、夫
の
与
太
郎
、

養
父
吉
五
郎
の
主
要
登
場
人
物
を
提
示
す
る
。
吉
五
郎
に
つ
い
て
は
特
に
前
の
め
り
に
な
っ
た
姿
態
や
与
太
郎
を
睨
む
様
子
か
ら
そ
の
非

道
ぶ
り
が
伝
わ
る
よ
う
描
か
れ
て
お
り
、
「
年
に
は
羞
か
し
か
る
べ
き
鍾
馗
の

文
い
れ
ず

身み

」
や
「
胡
坐
を
か
」
く
様
、
「
五
合
徳
利
」
（
同
右
）
な

ど
を
忠
実
に
再
現
し
（
五
頁
に
は
「
空
に
な
り
し
徳
利
を
板
の
間
に

投
は
う
り

出だ

し
」
と
い
う
叙
述
が
あ
る
）
、
「
明ゆ

か

た衣
は
脱
ぎ
て
投
出
し
」
「
素

裸
に
な
り
て
」
（
三
頁
）
と
い
う
箇
所
を
左
肩
脱
ぎ
に
、
「
前
に
は
鮪
の
刺
身
を
竹
の
皮
の
ま
ゝ
、
膳
を
も
出
さ
で
畳
に
置
き
」
（
同
右
）
と
い

う
箇
所
を
膳
の
上
に
、
と
い
っ
た
若
干
の
改
変
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
大
部
分
は
作
中
の
叙
述
に
そ
っ
て
描
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

大
き
な
改
変
と
し
て
は
、
「
松
皮
と
称よ

ば
る
ゝ
黒
痘あ

ば

た痕
、
眼
さ
へ
左
に
は
星
入
り
た
り
」
（
二
章
、
八
頁
）
と
描
か
れ
る
お
都
賀
の
風
貌
が
表

現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
作
の
眼
目
で
あ
る
終
局
部
で
の
、
お
都
賀
に
よ
っ
て
黒
蜥
蜴
を
飲
ま
さ
れ
殺
害
さ

れ
た
吉
五
郎
の
「
耳
口
よ
り
血
を
吐
き
、
拳
を
握
り
て
死
し
居
た
る
」
様
（
四
章
、
二
二
頁
）
を
描
か
な
い
の
と
同
様
、
先
の
「
女
房
殺
し
」

の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
『
第
九
編
』
巻
頭
、遅
塚
麗
水
「
黒
船
」
は
幕
末
を
舞
台
と
し
た
時
代
小
説
で
、

松
前
の
豪
商
五
郎
兵
衛
が
、
手
下
の
者
四
人
と
共
に
露
国
の
「
黒
船
」
に
拘
留
さ
れ
、
二
年
間
を
か
の
国
で
過
ご
す
こ
と
に
な
り
（
其
中
お

よ
び
下
、
九
～
二
六
頁
）
、「

碧
み
ど
り

の
瞳
」
と
「
黄
金
」
の
髪
を
も
つ
十
二
歳
の
「
異
人
」
の
少
女
と
交
流
を
持
つ
と
こ
ろ
が
眼
目
で
あ
る
（
其
下
、

一
九
～
二
一
頁
）
。
口
絵
（
富
岡
永
洗
画
）
は
、
手
下
の
文
次
が
投
げ
て
や
っ
た
「
紅
薔
薇
の
花
一
輪
」
の
「
香
を
嚊か

ぎ
」
、
「
五
郎
兵
衛
の
膝
に

靠
れ
か
ゝ
る
」
少
女
を
描
き
、
彼
女
が
関
心
を
示
す
五
郎
兵
衛
の
「
膝
の
傍
に
置
い
て
あ
る
や
う
な
刀
」
と
、
五
郎
兵
衛
が
少
女
に
与
え

る
「
椎つ

ゐ

朱し
ゆ

の
珠
」
を
「
緖
〆
と
し
た
」
「
煙
草
入
」
も
描
き
出
す
（
同
右
）
。
少
女
が
「
髪
の
螺ち

ゞ

れ
て
肩
よ
り
垂
れ
し
そ
の
先
を
弄
び
」
（
二
〇

頁
）
と
あ
る
の
と
比
べ
る
と
髪
が
短
す
ぎ
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
概
ね
忠
実
に
描
か
れ
て
お
り
、
円
枠
の
中
に
は
物
語
の
鍵
と
な
る
黒
船
を

描
く

）
15
（

。
『
第
十
一
編
』
（
明
治
二
八
・
一
一
・
二
〇
）
巻
頭
、
山
田
美
妙
斎
「
鰻
旦
那
」
は
、
小
料
理
屋
に
奉
公
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
阿
八
重
が
、「
金
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持
ち
の
若
旦
那
」
（
三
頁
）
喜
久
助
に
見
初
め
ら
れ
、
終
に
は
所
帯
を
持
つ
ま
で
の
経
緯
を
描
く
が
、
口
絵
（
水
野
年
方
画
→
図
版
⑩
）
で
は
、

喜
久
助
の
待
つ
座
敷
へ
酒
を
運
ぶ
お
八
重
を
描
い
て
い
る
。
作
中
で
は
彼
女
が
喜
久
助
の
相
手
を
一
人
で
務
め
る
場
面
は
複
数
回
描
か
れ

る
が
（
一
章
五
～
六
頁
、三
章
一
七
頁
～
四
章
二
二
頁
）
、特
に
二
人
の
結
婚
話
が
纏
ま
る
四
章
で
、
お
八
重
が
「
熱
燗
を
持
ツ
て
出
て
来
る
」
（
二
二

頁
）
場
面
を
描
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
例
は
、
主
要
登
場
人
物
の
紹
介
の
役
目
も
果
た
し
つ
つ
、
作
品
の
眼
目
と
な
る
場
面
や
、
物
語
展
開
の
要
所
と
な
る
場
面
を
描

い
て
、
読
者
の
期
待
を
煽
る
役
割
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
場
の
雰
囲
気
を
描
き
出
す
美
人
画
風
の
口
絵
も
あ
る
。
『
第
三
編
』
巻
頭
小
説
、

思
案
外
史
「
二
時
」
の
口
絵
（
水
野
年
方
画
→
図
版
⑪
）
は
、
作
中
の
終
盤
の
場
面
、
伯
爵
家
に
仕
え
る
腰
元
の
お
巻
が
連
日
夜
遊
び
が
過
ぎ

て
帰
宅
が
遅
い
若
殿
を
心
配
し
、
深
夜
そ
の
部
屋
の
「
襖
を
細
目
に
啓あ

け
て
見
て
」
い
つ
の
間
に
か
帰
宅
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
立
ち

去
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
部
屋
の
中
か
ら
呼
び
と
め
ら
れ
る
場
面
を
描
い
て
い
る
（
一
五
頁
）
。
作
中
で
は
そ
の
後
、
部
屋
に
呼
び
入
れ
ら

れ
た
お
巻
と
若
殿
の
や
り
取
り
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
最
中
に
「
隣つ

ぎ
の
ま室

の
置
時
計
が
ち
ん

0

0

！　

ち
ん

0

0

！
」
と
二
時
を
知
ら
せ
る
と
あ
り
（
一
六

頁
）
、
口
絵
で
も
、
部
屋
に
呼
び
入
れ
ら
れ
る
直
前
の
お
巻
を
描
い
て
、
置
き
時
計
は
二
時
少
し
前
を
針
が
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
作

品
の
設
定
に
忠
実
に
描
い
て
い
る
。
若
殿
は
描
か
れ
な
い
の
で
人
物
紹
介
の
役
割
を
充
分
に
果
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
小
説
の

タ
イ
ト
ル
を
絵
の
中
に
示
し
つ
つ
、
お
屋
敷
勤
め
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
紹
介
す
る
も
の
と
言
え
る
。
同
様
の
例
と
し
て
は
第
十
三
編
（
明
治

二
八
・
一
二
・
二
〇
）
巻
頭
、
三
宅
青
軒
「
風
俗
小
説
京
の
猫
」
の
口
絵
（
筒
井
年
峯
画
）
が
あ
る
。
自
ら
の
罪
を
悔
い
た
ヒ
ロ
イ
ン
の
自
殺
で

幕
を
閉
じ
る
本
作
だ
が
、
口
絵
は
「
先
斗
町
の
舞
子
」
と
な
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
お
美
代
（
十
二
章
、
三
一
頁
）
が
「
納す

ゞ

み涼
台
」
で
欄
干
に
も
た

れ
る
様
を
、
鴨
川
や
東
山
な
ど
京
の
景
色
の
中
に
描
く
。
十
六
章
（
四
三
頁
）
に
描
か
れ
る
こ
の
場
面
に
は
、
作
中
の
叙
述
に
照
ら
せ
ば
客

の
雪
園
家
の
殿
が
「
煙
草
盆
」
を
前
に
し
て
居
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
省
き
、
美
代
の
膝
元
の
猫
と
「
朱
塗
の
柄
に
て
、
六
角
に
造
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り
た
る
雪
洞
」
な
ど
小
道
具
と
共
に
、
美
代
の
「
浅
黄
の
絽
に
、
金
糸
の
刺ぬ

繍ひ

せ
し
衿
掛
け
た
緋
縮
の
襦
袢
、
緋
縮
の
腰
巻
、
そ
の
紅
を

透
せ
し
衣き

ぬ

は
、
『
明
石
』
と
呼
び
て
、
紺
地
に
、
白
の
竪
横
、
荒
き
縞
の
数
寄
屋
、
そ
れ
に
、
浅
黄
と
、
紅
と
を
、
染
分
に
し
た
る
鹿
の
子

の
帯
し
め
、
頭
に
は
『
薄
』
と
い
ふ

釵
か
ん
ざ
し

、
錫
の
薄う

す

金が
ね

も
て
作
り
し
、
ビ
ラ
〳
〵
し
た
も
の
挿
し
、
右
の
手
に
、
黒
塗
の
柄
に
て
、
緋ひ

総ぶ
さ

の
つ
い
た
愛
ら
し
き
団
扇
ひ
ね
く
り
居
ら
る
ゝ
と
こ
ろ
、
其
美
く
し
さ
」
を
極
彩
色
で
忠
実
に
描
く
と
こ
ろ
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
と
見

ら
れ
、
美
人
画
的
要
素
が
強
い
も
の
と
言
え
る

）
16
（

。

　

以
上
、巻
頭
小
説
に
付
け
ら
れ
た
口
絵
に
限
定
し
て
見
て
き
た

）
17
（

が
、小
説
の
文
章
と
の
齟
齬
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
に
し
て
も
、「
外
科
室
」

の
口
絵
の
よ
う
に
作
中
に
全
く
登
場
し
な
い
場
面
を
描
い
た
も
の
は
見
ら
れ
ず
、「
外
科
室
」
口
絵
を
担
当
し
た
年
方
も
、
他
の
作
品
（
「
色

風
琴
」
「
鰻
旦
那
」
「
二
時
」
）
に
於
い
て
は
作
中
に
登
場
す
る
場
面
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
外
科
室
」
口
絵
は
異
質
な
も
の
と
言

え
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
四
　「
外
科
室
」
の
口
絵

　
「
外
科
室
」
の
同
時
代
評
に
は
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
、
当
時
の
読
者
が
作
品
に
対
し
て
覚
え
た
違
和
感
が
見
て
取
れ
る
。

其
学
士
の
在
学
中
、
一
た
び
小
石
川
の
植
物
園
に
夫
人
其
頃
の
令
嬢
と
邂
逅
し
て
よ
り
、
其
美
に
う
た
れ
て
、
終
に
死
に
至
る
ま
で

其
厳
正
な
る
品
行
を
守
り
て
婦
女
に
接
せ
ざ
る
と
い
ふ
が
如
き
は
必
ず
し
も
咎
め
ず
。
対
手
の
夫
人
が
情
懐
は
余
り
に
筆
を
吝
ま
れ

て
、外
科
室
の
出
来
事
は
殆
ん
ど
夢
の
如
き
の
感
あ
り
。　
　
　
　
（

）
18
（

青
年
文
記
者
「
『
外
科
室
』
」〈
『
青
年
文
』
明
治
二
八
・
七･

一
〇　

少
年
園
〉
）

九
年
前
の
邂
逅
時
よ
り
作
品
上
編
の
外
科
室
で
の
一
件
に
至
る
ま
で
の
夫
人
の
心
情
が
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
上
の
場
面
で
迸
る

夫
人
の
情
熱
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
乏
し
い
と
の
指
摘
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
構
成
の
奇
抜
さ
、
人
物
造
形
の
不
自
然
さ
を
指
摘
す
る

次
の
よ
う
な
批
評
に
於
い
て
も
、
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鏡
花
が
小
説
の
欠
点
は
其
結
構
の
奇
抜
に
過
ぐ
る
と
其
人
物
の
稍
も
す
れ
ば
不
自
然
な
ら
む
と
す
る
に
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
（
中
略
）

『
外
科
室
』
の
如
き
を
し
て
猶
自
然
な
ら
し
め
む
に
は
、
伯
爵
夫
人
と
高
峰
医
学
士
と
の
関
係
を
し
て
、
夫
人
が
結
婚
の
後
に
置
き
、

相
思
の
情
を
し
て
猶
実
際
に
近
か
ら
し
め
、
恋
愛
の
焰
を
し
て
婚
姻
の
赤
縄
を
焼
か
し
め
茲
に
一
部
姦
通
の
歴
史
を
作
ら
し
め
よ
。

（
無
署
名
「
小
説
界
の
新
傾
向
」
〈
『
帝
国
文
学
』
明
治
二
八･

八･

一
〇
〉
、
『
時
評
大
系　

二
』
九
三
～
九
四
頁
、
傍
点
原
文
の
マ
マ
）

と
い
う
よ
う
に
、
す
れ
違
っ
た
だ
け
で
一
目
で
互
い
に
恋
に
落
ち
、
そ
れ
を
九
年
間
胸
に
秘
め
続
け
、
外
科
室
で
の
手
術
の
場
に
於
い
て

一
挙
に
爆
発
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
『
帝
国
文
学
』
記
者
は
、
夫
人･

高
峰
二
人
の
思
い
を

詳
細
に
描
き
、「
実
際
に
近
」
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
証
し
つ
つ
、激
し
い
恋
愛
を
描
出
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
二
人
の
関
係
の
発
端
を
「
夫

人
が
結
婚
の
後
に
置
き
」
と
あ
る
の
は
、
高
峰
を
見
て
一
目
で
熱
烈
な
恋
に
落
ち
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
夫
人
が
伯
爵
と
結
婚
し
た
こ
と
に

対
す
る
疑
問
で
あ
ろ
う
か
）
。

　

作
中
に
描
か
れ
な
い
こ
と
を
描
く
「
外
科
室
」
の
口
絵
の
成
立
原
因
が
、
画
師
年
方
の
作
品
の
理
解
不
足
や
制
作
に
か
け
た
時
間
不
足

に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
理
解
し
十
分
に
時
間
を
か
け
た
と
し
て
も
、
上
の
手
術
の
場
面
を
描
き
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に

由
来
す
る
の
か
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
口
絵
は
、
右
の
よ
う
な
同
時
代
読
者
の
要
求
│
「
外
科
室
」
の
場
面
に
至
る
ま
で
の
夫
人
の

思
い
を
描
く
│
に
そ
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
山
田
奈
々
子
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
外
科
室
」
口
絵
の
枠
内
は
「
こ
う

い
う
具
合
に
添
い
た
か
っ
た
と
い
う
か
の
よ
う
な
」
夫
人
の
願
望
を
描
い
た
も
の
と
読
め
る
だ
ろ
う
が
、「
外
科
室
」
上
編
で
展
開
さ
れ
る
、

自
分
の
思
い
を
貫
く
こ
と
に
専
一
で
、
周
囲
へ
の
配
慮
を
欠
く
過
激
な
ヒ
ロ
イ
ン
の
言
動
か
ら
す
れ
ば
（
「
外
科
室
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
機
会

を
改
め
て
詳
述
し
た
い
）
、
夫
人
の
胸
中
に
そ
の
よ
う
な
常
識
的
な
思
い
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
の
絵
は
、
「
外
科
室
」
と
い
う
作
、
お
よ
び
ヒ
ロ

イ
ン
の
個
性
を
十
全
に
描
き
だ
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
読
者
の
想
像
を
か
き
立
て
、
し
か
し
常
識
的
な
想
像
の
範
囲
で
は
捉

え
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
外
科
室
」
と
い
う
作
品
の
性
格
を
、
図
ら
ず
も
こ
の
口
絵
は
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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注（
1
） 
梶
田
半
古
氏
談
「
小
説
の
挿
画
及
口
絵
に
就
て
」　
『
早
稲
田
文
学　

明
治
四
十
年
六
月
之
巻
』
（
明
治
四
〇
・
六
・
一　

早
稲
田
文
学
社
編
輯
、
金
尾
文
淵
堂
発
行
）

所
載
、
一
三
七
頁
。
本
稿
で
は
引
用
文
献
全
般
に
わ
た
り
字
体
は
通
行
の
も
の
に
改
め
、
適
宜
、
濁
点
を
補
い
、
ル
ビ
を
省
略
し
た
。
ま
た
明
ら
か

な
誤
植
は
正
し
た
。

（
2
） 「
外
科
室
」
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
初
出
に
よ
る
。
二
頁
。
以
下
、
頁
数
の
み
表
記
す
る
。

（
3
） 『
口
絵
名
作
物
語
集
』
（
二
〇
〇
六･

一
一･

二
二　

文
生
書
院
）
第
二
章
「
著
名
画
家
に
よ
る
作
品
」
│
「
「
外
科
室
」
水
野
年
方
画
」
よ
り
。
七
一
～

七
二
頁
。

（
4
） 「
挿
絵
閑
話
」
（
昭
和
十
二
年
二
月
）
。
引
用
は
『
鏑
木
清
方
文
集　

一　

制
作
余
談
』
（
昭
和
五
四
・
八
・
一
五　

白
凰
社
）
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
。

（
5
） 「
外
科
室
」
と
同
時
期
の
例
と
し
て
は
、
川
上
眉
山
「
書
記
官
」
（
『
太
陽
』
第
一
巻
第
二
号
〈
明
治
二
八･

二
・
五　

博
文
館
〉
初
出
）
第
一
章
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。客

は
さ
る
省
の
書
記
官
に
、
奥
村
辰
弥
と
て
売
出
し
の
男
、
は
か
ら
ぬ
病
に
公
の
暇
を
乞
ひ
、
漸
く
本も

と

に
復
し
た
る
後あ

と

の
身
を
養
は
ん
と
て
、

今
日
し
も
此
梅
屋
に
来
れ
る
な
り
。
燦き

ら
び
や爛

か
な
る
扮い

で
た
ち装

と
見
事
な
る
髭
と
は
、
帳
場
よ
り
亭
主
を
飛
出
さ
し
て
、

恭
う
や
〳
〵

し
き
辞
義
の
下
よ
り
最

も
眺
望
に
富
み
た
る
此
離は

な

れ

座
敷
に
通
さ
れ
ぬ
。
（
中
略
）
辰
弥
は
生
得
馴
る
ゝ
に
早
く
、
咄
嗟
の
間
に
気
の
置
か
れ
ぬ
お
方
様
と
な
れ
り
。
過
分

の
茶
代
に
度
を
失
ひ
た
る
亭
主
は
、
急
ぎ
衣
裳
を
改
め
て
御
挨
拶
に

罷
ま
か
り

出
で
し
が
、
書
記
官
様
と
聞
く
よ
り
尚
一
層
敬

う
や
ま
ひ

奉
り
ぬ
。

 

（
引
用
は
日
本
近
代
文
学
大
系
第
四
十
七
巻
『
明
治
短
篇
集
』
〈
昭
和
四
五
・
五
・
一
〇　

角
川
書
店
〉
二
三
五
頁
。
）

（
6
） 

日
本
近
代
文
学
大
系
第
七
巻
『
泉
鏡
花
集
』
（
昭
和
四
五
・
一
一
・
一
〇　

角
川
書
店
）
所
収
の
三
田
英
彬
氏
に
よ
る
「
外
科
室
」
補
注
八
八
（
五
二
一
頁
）
に

は
「
東
京
府
の
ど
の
医
科
大
学
が
素
材
と
し
て
想
定
さ
れ
た
か
は
推
定
し
難
い
し
、
さ
ほ
ど
意
味
が
な
い
」
と
あ
る
が
、
当
時
の
東
京
に
は
「
医
科

大
学
」
は
一
校
し
か
な
い
た
め
、
鈴
木
啓
子
氏
の
論
文
「
溢
れ
で
る
身
体
、
そ
し
て
言
葉
│
泉
鏡
花
『
外
科
室
』
試
論
│
」
（
『
日
本
近
代
文
学　

第
58
集
』

〈
一
九
九
八
・
五･

一
五　

日
本
近
代
文
学
会
〉
）
注
８
（
二
九
頁
）
に
於
け
る
、
「
高
峰
の
通
う
「
医
科
大
学
」
は
、
当
時
唯
一
の
医
学
士
授
与
機
関
で
あ
っ

た
「
帝
国
大
学
医
科
大
学
」
（
明
治
十
九
年
よ
り
の
名
称
）
を
指
す
と
目
さ
れ
る
」
と
い
う
指
摘
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
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明
治
十
九
年
三
月
二
日
に
は
「
帝
国
大
学
令
」
が
公
布
さ
れ
、
第
二
条
に
は
「
帝
国
大
学
ハ
大
学
院
及
分
科
大
学
ヲ
以
テ
構
成
ス
」
と
あ
り
、
第

十
条
に
は
「
分
科
大
学
ハ
法
科
大
学
医
科
大
学
工
科
大
学
文
科
大
学
及
理
科
大
学
ト
ス
」
と
あ
る
（
文
部
省
『
学
制
百
年
史　

資
料
編
』
〈
昭
和
四
七
・
一
〇

･
一　

帝
国
地
方
行
政
学
会
〉
一
五
二
頁
）
。
『
文
芸
倶
楽
部　

第
十
編
』
（
明
治
二
八
・
一
〇
・
二
〇
）
所
載
、
江
見
水
蔭
「
女
房
殺
し
」
第
三
章
に
は
、
主
人

公
近
藤
堅
吉
の
「
僕
は
理
科
大
学
の
撰
科
へ
這
入
つ
て
、
天
文
学
を
専
修
し
た
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
逗
子
の
水
茶
屋
の
老
婆
に
つ
い
て
、
「
大

学
の
日
本
で
一
番
ゑ
ら
い
学
校
と
い
ふ
事
は
知
つ
て
居
て
も
、
撰
科
と
い
ふ
の
は

正
し
や
う

統と
う

の
順
序
を
踏
ま
ぬ
と
い
ふ
事
は
知
ら
な
い
老ば

婆ゞ
」
（
六
頁
）
と

い
う
叙
述
が
あ
り
、無
知
な
老
人
で
あ
つ
て
も
「
大
学
」
の
〈
価
値
〉
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
描
か
れ
方
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
外
科
室
」
同
様
『
文

芸
倶
楽
部　

第
六
編
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
一
葉
「
経
つ
く
え
」
第
一
章
に
登
場
す
る
「
医
科
大
学
の
評
判
男
」
「
松
島
忠
雄
」
が
、
将
来
極
め
て
有

望
な
エ
リ
ー
ト
と
し
て
格
好
の
「
聟
が
ね
」
と
見
做
さ
れ
、
財
産
家
や
華
族
階
級
か
ら
も
縁
談
が
持
ち
込
ま
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
「
経
つ
く
え
」
に
は
「
今
こ
そ
内
科
の
助
手
と
い
へ
ど
も
行
末
の
望
み
は
十
指
の
さ
す
処
な
る
を
、
こ
れ
ほ
ど
の
人
他
人

に
取
ら
れ
て
成
る
ま
じ
と
の
意
気
ご
み
に
て
」
「
華
族
の
姫
君
、
高
等
官
の
令
嬢
、
大お

ほ
あ
き
ん
ど

商
人
の
持
参
金
つ
き
な
ど
彼あ

れ
よ
是
れ
よ
と
申
込
み
の
口
々
」

が
掛
か
る
（
九
八
頁
）
と
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
7
） 

挿
絵
の
場
合
は
、
口
絵
と
異
な
り
文
章
の
中
に
挿
入
さ
れ
る
た
め
、
挿
絵
全
体
が
枠
で
括
ら
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
（
『
文
芸
倶
楽
部　

第
一
編
』
所
載
、
尾

崎
紅
葉
閲
、
小
松
草
秀
作
「
ど
ろ
〳
〵
姫
」
の
挿
絵
〈
四
五
頁
〉
ほ
か
、
小
説
・
雑
録
・
雑
報
欄
な
ど
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
）
が
、
こ
こ
で
は
、
「
外
科
室
」
の
場

合
と
同
様
、
一
幅
の
絵
の
中
に
枠
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
中
に
さ
ら
に
人
物
が
描
か
れ
る
も
の
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

（
8
） 

五
升
は
約
9
ℓ
。
現
代
に
於
い
て
大
盃
の
受
注
製
造
を
し
て
い
る
岸
本
吉
二
商
店
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp://w
w

w
.kom

odaru
.co.jp/item

/

kan
ren

.h
tm

）
を
参
照
す
る
と
、
例
え
ば
容
量
7.2
ℓ
の
大
盃
の
直
径
は
16
寸
（
48
㎝
）
、

10.8
ℓ
容
量
の
も
の
は
18
寸
（
54
㎝
）
だ
か
ら
、
9
ℓ
容
量

の
場
合
、
直
径
51
セ
ン
チ
程
度
の
サ
イ
ズ
に
な
る
と
見
ら
れ
る
。

（
9
） 

山
田
奈
々
子
氏
は
、
こ
の
絵
に
つ
い
て
、「
命
の
次
に
大
事
だ
っ
た
お
千
代
は
も
う
手
の
届
か
な
い
存
在
で
あ
」
り
、「
異
時
同
画
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
お
千
代
と
梅
吉
の
間
に
は
立
場
、
情
況
、
時
間
す
べ
て
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
書
第
二
章
「
著
名
画
家
に
よ

る
作
品
」
│
「
「
大
盃
」
武
内
桂
舟
画
」
五
五
頁
）
。
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（
10
）
『
第
六
編
』
雑
録
欄
よ
り
例
を
示
し
て
お
く
。
思
椀
房
主
人
「
浄
瑠
璃
人
物
評
」
│
「
千
本
桜
鮨
屋
の
段
」
の
挿
絵
（
一
七
九
頁
所
載
）
で
は
、
カ
ツ
ラ

や
小
道
具
な
ど
が
置
か
れ
た
楽
屋
風
景
を
描
き
、
そ
の
中
に
右
上
方
四
角
い
枠
の
中
に
鮨
屋
の
弥
助
（
実
は
三
位
中
将
維
盛
）
を
、
左
下
方
円
い
枠
の
中

に
鮨
屋
の
娘
お
里
を
、
あ
た
か
も
両
者
が
視
線
を
合
わ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
ま
た
同
欄
鶯
亭
金
升
「
梅
亭
金
鵞
翁
」
（
其
下
）
の
挿

絵
（
一
八
九
頁
所
載
）
で
は
、
花
ほ
こ
ろ
ぶ
梅
の
木
を
背
景
に
梅
の
花
型
の
枠
の
中
に
翁
の
肖
像
を
描
き
、
「
妙
竹
林
話　

七
偏
人
第
三
編
巻
之
上
」
の

草
稿
の
端
と
共
に
掲
げ
て
い
る
。

（
11
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
冒
頭
に
記
し
た
研
究
会
第
四
回
（
二
〇
〇
九
・
一
一
・
二
九
）
の
席
上
で
、
正
木
ゆ
み
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。
例
え
ば
曲
山

人
作
の
人
情
本
『
仮か

名な

文ま

じ

り章
娘
節
用
』
（
三
編
九
冊
、
天
保
二
〈
一
八
三
一
〉
～
同
五
年
、
江
戸
西
村
屋
与
八
・
丸
屋
金
兵
衛
刊
、
歌
川
国
次
画
、
た
だ
し
天
保
六
年

以
降
同
末
年
に
至
る
間
に
画
者
を
歌
川
国
直
に
変
更
し
て
改
刻
再
版　

以
上
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典　

第
一
巻
』
〈
一
九
八
三
・
一
〇
・
二
〇　

岩
波
書
店
〉
所
載
、
水
野

稔
氏
執
筆
「
仮
名
文
章
娘
節
用
」
の
項
目
、
六
七
七
頁
に
よ
る
）
流
布
本
の
前
編
口
絵
（
歌
川
国
直
画
）
で
は
、
地
面
に
座
り
込
み
顔
に
手
を
押
し
当
て
て
泣

く
老
人
と
そ
の
傍
ら
に
寄
り
添
う
子
ど
も
、
立
っ
た
ま
ま
彼
ら
を
見
下
ろ
す
武
士
が
描
か
れ
、
左
上
方
の
扇
形
の
枠
の
中
に
本
作
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
芸

者
小
三
と
見
ら
れ
る
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
（
『
日
本
名
著
全
集
第
十
五
巻　

人
情
本
集
』〈
昭
和
三
・
一
二
・
四　

日
本
名
著
全
集
刊
行
会
〉
所
収
、六
～
七
頁
参
照
）
。

武
家
社
会
の
義
理
に
迫
ら
れ
て
の
恋
の
悲
劇
を
描
い
た
本
作
に
於
い
て
、
こ
の
口
絵
は
小
三
の
自
害
後
の
場
面
を
描
い
て
い
る
と
見
ら
れ
、
武
士
は
、

小
三
と
恋
仲
で
あ
っ
た
仮
名
家
金
五
郎
、
子
ど
も
は
二
人
の
子
で
あ
る
金
之
介
、
老
人
は
小
三
に
金
五
郎
と
切
れ
る
よ
う
頼
ん
だ
金
五
郎
の
祖
父
文

字
之
進
（
白
翁
）
か
と
見
ら
れ
る
。
口
絵
・
挿
絵
の
近
世
の
事
例
が
明
治
以
降
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
、
そ
の
中
で
『
文
芸
倶
楽
部
』
の
そ
れ

が
如
何
な
る
位
置
づ
け
に
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
12
） 

当
時
の
小
説
で
は
、
夢
を
描
く
際
に
吹
き
出
し
が
使
用
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
『
第
三
編
』
雑
録
欄
、
初
も
み
ぢ
「
阿
片
の
夢
」
の
挿
絵
（
一
九
二
頁
）
に

は
、
頬
杖
を
つ
い
て
ま
ど
ろ
む
男
の
頭
部
か
ら
吹
き
出
し
が
出
て
、
そ
の
中
に
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
日
清
戦
争
の
敗
戦
国
、

清
の
丁
汝
昌
の
胸
中
を
慮
っ
て
ほ
し
い
と
日
本
の
女
性
に
呼
び
か
け
る
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
吹
き
出
し
の
中
の
人
物
は
、

「

亜
（
マ
マ
）

片
を
仰
ぎ
て
」
「
丁
汝
昌
が
昏
酔
の
其
瞬
間
」
、
彼
の
夢
の
中
に
で
も
訪
れ
て
同
情
を
示
し
て
ほ
し
い
と
筆
者
が
望
む
、
丁
汝
昌
の
胸
中
に
思
い

を
馳
せ
る
不
特
定
の
日
本
国
の
女
性
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
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（
13
） 『
第
一
編
』
雑
録
欄
所
載
、
「
文
人
逸
話
」
の
「
小
説
が
挿
画
の
説
明
の
み
」
に
、
自
ら
の
小
説
に
挿
絵
を
入
れ
る
こ
と
に
難
色
を
示
す
饗
庭
篁
村
に

対
し
、
「
朝
日
新
聞
社
主
」
が
「
挿
画
な
き
小
説
は
、
今
の
世
婦
女
子
の
気
受
あ
し
く
て
、
売
高
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
事
大
な
れ
ば
」
と
考
え
、
「
強

ひ
て
」
画
を
挿
入
さ
せ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
（
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
）
。

（
14
） 

前
出
「
経
つ
く
え
」
一
章
に
は
、
松
島
の
「
名
を
聞
け
ば
束
髪
の
薔
薇
の
花
や
が
て
笑
み
を
作
り
」
（
『
第
六
編
』
九
八
頁
）
と
あ
る
。

（
15
） 

枠
の
中
に
文
章
の
鍵
と
な
る
物
や
風
景
を
描
く
例
は
、
『
第
三
編
』
雑
報
欄
所
載
、
北
田
う
す
ら
ひ
「
浅
ま
し
の
姿
」
（
吉
原
の
仁
和
賀
に
出
か
け
た
筆
者

の
感
慨
が
記
さ
れ
た
も
の
）
の
挿
絵
（
二
三
一
頁
）
で
枠
の
中
に
吉
原
大
門
を
描
い
て
い
る
例
の
よ
う
に
、
主
に
雑
報
・
雑
録
欄
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。

（
16
） 

山
田
奈
々
子
氏
は
、
『
文
芸
倶
楽
部
』
の
口
絵
の
性
格
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
文
芸
倶
楽
部
』
の
場
合
、
口
絵
は
巻
頭
小
説
の
主
要
人
物
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
場
面
を
読
者
に
事
前
に
知
ら
せ
読
者
を
小
説
に
誘
導
す
る
た
め

に
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
作
家
の
作
品
の
出
来
上
が
り
が
遅
れ
る
場
合
も
あ
り
、
口
絵
画
家
は
余
り
の
忙
し
さ
に
小
説
を
熟
読
し
読
解

し
た
後
で
口
絵
を
描
く
と
い
う
基
本
的
な
段
階
を
踏
め
な
い
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
勢
い
描
か
れ
た
口
絵
は
物
語
の
主
旨
を
外
れ
た
も
の
、
間
違
っ

て
解
釈
さ
れ
た
も
の
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
発
刊
日
が
決
ま
っ
て
い
た
『
文
芸
倶
楽
部
』
の
場
合
、
描
か
れ
た
版
下
絵
を
受
け
取
っ

た
段
階
で
間
違
い
に
気
付
い
た
と
し
て
も
描
き
直
す
時
間
は
な
か
っ
た
。
彫
師
、
摺
師
も
仕
事
を
急
が
さ
れ
、
口
絵
の
出
来
上
が
り
の
品
質
が
落

ち
る
の
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
口
絵
を
雑
誌
の
最
大
魅
力
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
購
買
者
数
を
伸
ば
し
て
い
た
『
文
芸
倶
楽
部
』
に
と
っ
て
、
こ
の

問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
至
上
の
命
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
明
治
三
五
年
、
発
刊
八
年
目
に
し
て
博
文
館
が
問
題
解
決
の
た
め
に
と
っ
た
策
は
、

美
術
界
で
も
注
目
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
美
人
画
を
口
絵
に
使
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
前
出
『
口
絵
名
作
物
語
集
』
第
一
章
「
口
絵
に
つ
い
て
」
一
三
～
一
四
頁
。
）

 

『
文
芸
倶
楽
部
』
第
三
編
や
第
十
三
編
の
口
絵
は
、
小
説
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
明
治
三
十
年
代
半
ば
に
主
流
と
な
る
美
人
画

口
絵
を
先
取
り
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
か
。

（
17
） 『
第
十
二
編
臨
時
増
刊　

閨
秀
小
説
』
（
明
治
二
八
・
一
二
・
一
〇
）
の
口
絵
は
巻
頭
小
説
、
三
宅
花
圃
「
萩
桔
梗
」
と
は
無
関
係
の
渡
辺
省
亭
に
よ
る
美
人

画
「
美
人
不
忍
池
を
望
む
」
で
あ
る
た
め
、
考
察
か
ら
省
い
た
（
『
第
二
巻
第
二
編
臨
時
増
刊　

青
年
小
説
』
〈
明
治
二
九
・
二
・
一
〇
〉
の
口
絵
も
、
巻
頭
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小
説
で
あ
る
鏡
花
の
「
化
銀
杏
」
と
は
無
関
係
の
鈴
木
華
邨
に
よ
る
美
人
画
「
理
想
と
実
際
」
で
あ
る
）
。

（
18
） 『
文
芸
時
評
大
系　

第
二
巻
』
（
二
〇
〇
五･

一
一
・
二
五　

ゆ
ま
に
書
房
）
七
二
頁
。
同
時
代
評
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
よ
り
、
以
下
『
時
評
大
系　

二
』

と
略
記
す
る
。

（
本
学
教
授
）


