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一 
 
 

 

ア 

イ 

の 

語 

り 

の 

分 

際
（
上
） 

―
前
シ
テ
の
語
り
と
比
較
し
て
―

 

西

村

聡

 
  

は
じ
め
に

 

複
式
夢
幻
能
の
前
場
と
後
場
の
中
間
に
位
置
す
る
語
リ
ア
イ
（
居
語
リ
）
は
、

前
場
の
シ
テ
の
物
語
を
「
更
に
詳
し
く
通
俗
的
に
説
明
す
る
」（
1
）
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
「
再
説
・
補
足
す
る
」
機
能
を
担
う
（
2
）

と
さ
れ
る
。
常
識
的
に
は

ア
イ
の
語
り
は
前
場
の
内
容
の
繰
り
返
し
で
あ
り
（
3
）
、
シ
テ
が
装
束
を
着
替

え
る
時
間
塞
ぎ
に
過
ぎ
な
い
（
4
）
。
ア
イ
を
演
ず
る
狂
言
方
の
役
者
自
身
も
、

江
戸
初
期
の
大
蔵
虎
時
（
後
の
虎
明
）
が
記
し
た
よ
う
に
、「
一
曲
之
始
終
本
末
」

を
説
い
て
「
観
客
の
鑑
賞
に
資
す
る
」
任
務
を
自
認
し
て
い
た
（
5
）
。
そ
う
し

た
「
通
念
」（
6
）

や
先
入
観
が
働
い
て
、
語
リ
ア
イ
の
内
容
と
能
の
本
文
（
謡

曲
）
を
詳
し
く
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
余
り
行
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
（
7
）
。 

た
と
え
ば
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
上
・
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
六

〇
年
一
二
月
・
一
九
六
三
年
二
月
。
以
下
『
大
系
』
と
略
称
）
の
間
狂
言
の
底
本

に
は
貞
享
松
井
本
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
貞
享
松
井
本
は
江
戸
初
期
に
演
じ
ら

れ
て
い
た
能
の
間
狂
言
を
ほ
と
ん
ど
網
羅
し
、
そ
の
内
容
は
寛
永
年
間
の
大
蔵

虎
明
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
同
書
下
巻
解
説
）
。
そ
し
て
同
書
に
は

貞
享
松
井
本
の
本
文
で
は
な
く
、
校
注
者
に
よ
る
梗
概
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

梗
概
を
分
類
し
て
み
る
と
、
作
品
ご
と
の
言
葉
遣
い
に
小
異
を
含
む
が
、
大
別

し
て
、 

【
Ａ
】
ア
イ
は
前
シ
テ
の
話
と
ほ
ぼ
同
様
に
物
語
る
。 

【
Ｂ
】
ア
イ
は
後
場
で
物
語
ら
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
に
物
語
る
。 

【
Ｃ
】
ア
イ
は
ワ
キ
の
質
問
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
物
語
る
。 

の
三
類
型
に
整
理
で
き
る
。 

前
述
し
た
通
説
・
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
梗
概
は
「
再
説
」
機
能
を
担
う
【
Ａ
】

の
型
が
大
部
分
を
占
め
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
種
々
の
「
補
足
」

機
能
を
担
う
【
Ｃ
】
の
型
に
属
す
る
作
品
が
多
い
。
こ
の
事
実
一
つ
を
見
て
も
、

通
説
・
常
識
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。【
Ｃ
】
の
型
に
属
す
る

作
品
の
具
体
的
な
分
析
は
、
ア
イ
が
前
場
の
出
来
事
を
独
白
す
る
立
チ
シ
ャ
ベ

リ
の
型
と
と
も
に
、
別
稿
で
行
う
予
定
で
あ
る
。
修
羅
物
に
多
く
見
ら
れ
る
【
Ｂ
】

の
型
に
つ
い
て
は
、
本
稿
（
下
）
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
（
上
）

金
沢
大
学
歴
史
言
語
文
化
学
系
論
集

言
語
・
文
学
篇 

第
十
一
号

二
〇
一
九
年

三
三
～
四
八

三
三



 
三 
 
 

な
い
の
か
と
答
え
、
ワ
キ
は
そ
う
言
え
ば
「
親
し
離
く
れ
ば
」（
歌
の
下
の
句
の 

一
部
） 

と
い
う
古
い
物
語
が
あ
っ
た
と
思
い
出
す
。
４
段
で
は
ワ
キ
が
シ
テ
の 

教
え
て
く
れ
た
歌
の
上
の
句
ま
で
を
引
い
て
、「
取
り
放
し
」
が
ま
た
「
鳥
は
無

し
」
と
も
二
流
（
両
説
）
に
詠
ま
れ
て
い
る
い
わ
れ
を
尋
ね
る
。
い
わ
れ
の
内

容
を
知
ら
な
い
ワ
キ
は
、『
万
葉
集
』
の
歌
の
文
句
と
二
流
の
理
解
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。 

一
方
、
前
場
４
段
の
シ
テ
の
物
語
で
は
「
舟
橋
で
死
ん
だ
男
の
話
」
と
男
の 

死
後
の
苦
し
み
を
着
座
の
ま
ま
語
る
。
後
場
８
段
の
シ
テ
の
物
語
で
は
所
作
を

伴
い
、
昔
を
懺
悔
し
て
「
死
の
前
後
の
模
様
、
死
後
の
苦
患
」
（
『
大
系
』
構
成

欄
８
）
を
再
現
す
る
。
後
者
で
は
、
男
は
板
間
を
踏
み
外
し
て
川
へ
落
ち
た
と

言
い
、
初
め
て
「
東
路
の
佐
野
の
舟
橋
取
り
放
し
親
し
離
く
れ
ば
妹
に
逢
は
ぬ

か
も
」
の
歌
の
全
体
を
詠
み
上
げ
る
。
シ
テ
は
自
分
の
死
後
に
自
分
た
ち
の
悲

恋
が
伝
説
化
し
、
歌
に
詠
ま
れ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
死
後
も
邪
淫
の
思

い
に
焦
が
れ
続
け
、
そ
の
苦
患
を
逃
れ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
シ
テ
は
中
入

前
の
消
え
際
に
「
東
路
の
、
佐
野
の
舟
橋
鳥
は
無
し
、
鐘
こ
そ
響
け
夕
暮
れ
の
」

と
述
べ
、
消
え
際
の
時
刻
に
鶏
の
声
が
聞
こ
え
な
い
と
い
う
文
飾
に
利
用
す
る

に
と
ど
め
て
、
二
流
の
理
解
の
内
、「
鳥
は
無
し
」
と
詠
む
い
わ
れ
を
説
明
す
る

こ
と
は
な
い
。
そ
の
姿
勢
は
後
場
８
段
の
シ
テ
の
物
語
で
も
変
わ
ら
な
い
。
ワ

キ
が
関
心
を
示
す
歌
の
俗
説
、
後
人
の
言
葉
遊
び
な
ど
、
死
者
に
は
何
の
助
け

に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
な
シ
テ
の
物
語
と
は
対
照
的
に
、
ア
イ
の
物
語
は
二
流
の
理
解
に

こ
だ
わ
る
ワ
キ
の
尋
ね
に
応
じ
て
、
男
の
水
死
に
付
け
加
え
て
女
の
水
死
を
語

り
、
さ
ら
に
二
人
の
死
後
に
双
方
の
親
た
ち
が
死
骸
を
探
し
て
鶏
を
求
め
た
が

得
ら
れ
な
か
っ
た
話
に
語
り
及
ぶ
。
シ
テ
が
説
明
し
な
か
っ
た
「
鳥
は
無
し
」

と
詠
む
い
わ
れ
は
、
こ
う
し
て
ア
イ
が
代
わ
っ
て
説
明
し
た
こ
と
に
な
る
。
考

え
て
み
れ
ば
、
ア
イ
は
現
世
の
人
間
で
あ
り
、
男
女
の
死
後
の
行
く
末
は
知
ら

ず
、
娑
婆
の
遺
族
の
嘆
き
を
語
り
伝
え
る
し
か
な
い
。
ワ
キ
も
前
場
の
男
女
を

霊
の
化
身
と
気
づ
か
ず
、「
俗
体
」
の
男
女
を
物
語
の
伝
承
者
と
見
て
、
彼
ら
が

弔
い
を
頼
む
言
葉
を
聞
き
過
ご
し
て
い
る
。
ワ
キ
が
ア
イ
の
推
量
に
よ
っ
て
シ

テ
の
願
望
を
確
信
し
、
加
持
祈
祷
を
始
め
る
こ
と
で
、
後
場
の
シ
テ
・
ツ
レ
は

改
め
て
死
後
の
現
在
か
ら
昔
を
懺
悔
す
る
。
そ
の
時
、『
万
葉
集
』
の
歌
は
「
妹

に
逢
は
ぬ
」
末
路
に
意
味
が
あ
り
、「
鳥
は
無
し
」
と
も
詠
む
い
わ
れ
は
、
も
は

や
だ
れ
の
関
心
事
で
も
な
く
な
る
。 

 

二

ア
イ
の
語
り
は
シ
テ
の
核
心
を
避
け
る
―
―
〈
鵺
〉
の
例

 

【
Ａ
】
の
型
の
梗
概
に
「
付
け
加
え
」
が
あ
る
も
う
一
つ
の
作
品
、〈
鵺
〉
の

『
大
系
』
各
曲
解
題
・
構
成
欄
は
、

５
シ
テ
の
物
語
＝
本
性
を
明
か
し
、
頼
政
退
治
の
話
。
／
７
ア
イ
の
物
語

＝
鵺
退
治
の
再
説
。
／

シ
テ
の
物
語
＝
鵺
退
治
後
の
頼
政
の
名
誉
と
、

鵺
の
末
路
。

と
い
う
記
載
に
な
っ
て
い
る
。「
７
ア
イ
の
物
語
＝
鵺
退
治
の
再
説
」
と
は
、「
５

シ
テ
の
物
語
＝
頼
政
退
治
の
話
」
を
「
再
説
」
す
る
意
で
あ
り
、
⑴
《
貞
享
松 

井
本
の
本
文
と
梗
概
》
に
関
し
て
、
ア
イ
の
語
り
の
梗
概
を
【
Ａ
】
の
型
に
分

類
す
る
『
大
系
』
の
読
み
方
で
問
題
は
な
い
。
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本 

文
（
〈
鵺
〉
の
底
本
は
元
忠
署
名
本
）
》
を
比
較
す
る
と
、
確
か
に
ア
イ
は
シ
テ
の 

 
二 

で
は
、
ま
ず
梗
概
が
【
Ａ
】
の
型
に
要
約
さ
れ
る
作
品
を
対
象
に
、
⑴
梗
概
が

貞
享
松
井
本
の
本
文
（
能
楽
資
料
集
成
『
貞
享
年
間
大
蔵
流
間
狂
言
本
二
種
』
わ

ん
や
書
店
、
一
九
八
六
年
四
月
）
を
正
確
に
要
約
で
き
て
い
る
か
、
⑵
ア
イ
は
果

た
し
て
「
シ
テ
の
話
と
ほ
ぼ
同
様
に
物
語
る
」
と
言
え
る
か
、
つ
ま
り
⑴
《
貞

享
松
井
本
の
本
文
と
梗
概
》
、
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本
文
》
の
二
組
の
比

較
検
討
を
行
う
。
そ
の
結
果
、
⑴
の
点
検
を
踏
ま
え
た
⑵
の
検
討
を
経
て
、
む

し
ろ
ア
イ
の
物
語
が
シ
テ
の
物
語
と
異
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ア
イ
が
シ
テ
の

物
語
を
再
説
し
な
が
ら
両
者
の
水
準
が
異
な
る
こ
と
に
意
味
を
見
い
だ
し
、
夢

幻
能
の
本
質
を
と
ら
え
直
す
端
緒
と
し
た
い
。 

 

一

ア
イ
は
死
後
の
世
界
を
語
れ
な
い
―
―
〈
舟
橋
〉
の
例

 

『
大
系
』
収
載
諸
作
品
に
お
い
て
、
ア
イ
の
語
り
の
梗
概
が
【
Ａ
】
の
型
に

要
約
さ
れ
る
作
品
は
、〈
舟
橋
〉〈
鵜
飼
〉〈
井
筒
〉〈
檜
垣
〉〈
鵺
〉〈
野
守
〉〈
遊

行
柳
〉〈
松
虫
〉（
掲
載
順
）
の
八
曲
で
あ
る
。
こ
の
内
、〈
舟
橋
〉
と
〈
鵺
〉
に

は
、 

（
ア
イ
が
）
ワ
キ
に
、
舟
橋
で
水
死
し
た
男
の
こ
と
を
、
前
ジ
テ
の
話
と

同
様
に
物
語
り
、
ま
た
付
け
加
え
て
、
そ
の
時
女
も
男
が
来
な
い
の
で
心

配
し
て
橋
へ
出
た
た
め
に
川
へ
落
ち
た
。
親
た
ち
は
二
人
の
死
骸
を
探
そ

う
と
思
い
、
沈
ん
だ
死
体
の
真
上
で
は
鶏
が
鳴
く
と
い
う
言
い
伝
え
を
聞

い
て
鶏
を
求
め
た
が
、
佐
野
領
に
は
鶏
が
い
な
い
の
で
、
「
取
り
は
無
し
」

の
歌
に
詠
ま
れ
た
と
も
、
「
取
り
放
し
」
の
意
だ
と
も
い
う
と
物
語
っ
て
、

退
く
（
〈
舟
橋
〉
） 

（
ア
イ
は
ワ
キ
の
）
求
め
に
応
じ
て
（
中
略
）
頼
政
鵺
退
治
の
有
様
を
、

前
ジ
テ
の
話
と
ほ
ぼ
同
様
に
語
っ
た
末
、
鵺
の
死
体
は
う
つ
お
舟
に
入
れ

て
流
し
た
が
、
こ
の
浦
に
暫
ら
く
と
ま
っ
て
い
た
そ
う
だ
と
付
け
加
え
る
。

（
〈
鵺
〉
）

と
い
う
【
Ａ
】
の
型
の
梗
概
（
傍
線
部
）
に
、
さ
ら
に
波
線
部
の
「
付
け
加
え
」

が
あ
る
。
こ
の
「
付
け
加
え
」
の
重
み
が
増
す
と
【
Ｃ
】
の
型
の
梗
概
に
近
く

な
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

こ
の
梗
概
と
は
別
に
、
『
大
系
』
〈
舟
橋
〉
の
各
曲
解
題
・
構
成
欄
に
は
、

４
シ
テ
の
物
語
＝
舟
橋
で
死
ん
だ
男
の
話
。
／
５
ア
イ
の
物
語
＝
舟
橋
の

話
の
再
説
、
死
体
捜
索
の
た
め
鶏
を
求
め
た
話
。

と
い
う
記
載
が
あ
る
。「
５
ア
イ
の
物
語
」
の
「
舟
橋
の
話
の
再
説
」
と
は
、「
４

シ
テ
の
物
語
＝
舟
橋
で
死
ん
だ
男
の
話
」
の
「
再
説
」
で
あ
り
、
梗
概
に
い
う

女
も
川
へ
落
ち
て
死
ん
だ
こ
と
を
含
ま
な
い
。
⑴
《
貞
享
松
井
本
の
本
文
と
梗 

概
》
と
で
は
大
き
な
相
違
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
構
成
欄
の
書
き
方
で
は 

「
５
ア
イ
の
物
語
」
に
「
舟
橋
で
死
ん
だ
女
の
話
」
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に 

な
る
。 

こ
の
点
、
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本
文
（
〈
舟
橋
〉
の
底
本
は
元
頼
識
語 

本
）
》
を
比
較
す
る
と
、
能
の
本
文
す
な
わ
ち
前
場
４
段
の
シ
テ
の
物
語
及
び
後 

場
８
段
の
シ
テ
の
物
語
で
は
、「
舟
橋
で
死
ん
だ
女
の
話
」
だ
け
で
な
く
、
親
た 

ち
が
「
死
体
捜
索
の
た
め
鶏
を
求
め
た
話
」
に
も
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
気 

づ
く
。
シ
テ
の
物
語
を
聞
く
ワ
キ
の
山
伏
と
の
応
答
で
は
、
ま
ず
３
段
で
ワ
キ 

が
こ
こ
に
舟
橋
を
渡
す
こ
と
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
と
問
い
、
シ
テ
が
『
万 

葉
集
』
の
歌
に
「
東
路
の
佐
野
の
舟
橋
取
り
放
し
」
と
詠
ま
れ
た
事
情
を
知
ら 三

四



 
三 
 
 

な
い
の
か
と
答
え
、
ワ
キ
は
そ
う
言
え
ば
「
親
し
離
く
れ
ば
」（
歌
の
下
の
句
の 

一
部
） 
と
い
う
古
い
物
語
が
あ
っ
た
と
思
い
出
す
。
４
段
で
は
ワ
キ
が
シ
テ
の 

教
え
て
く
れ
た
歌
の
上
の
句
ま
で
を
引
い
て
、「
取
り
放
し
」
が
ま
た
「
鳥
は
無

し
」
と
も
二
流
（
両
説
）
に
詠
ま
れ
て
い
る
い
わ
れ
を
尋
ね
る
。
い
わ
れ
の
内

容
を
知
ら
な
い
ワ
キ
は
、『
万
葉
集
』
の
歌
の
文
句
と
二
流
の
理
解
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。 

一
方
、
前
場
４
段
の
シ
テ
の
物
語
で
は
「
舟
橋
で
死
ん
だ
男
の
話
」
と
男
の 

死
後
の
苦
し
み
を
着
座
の
ま
ま
語
る
。
後
場
８
段
の
シ
テ
の
物
語
で
は
所
作
を

伴
い
、
昔
を
懺
悔
し
て
「
死
の
前
後
の
模
様
、
死
後
の
苦
患
」
（
『
大
系
』
構
成

欄
８
）
を
再
現
す
る
。
後
者
で
は
、
男
は
板
間
を
踏
み
外
し
て
川
へ
落
ち
た
と

言
い
、
初
め
て
「
東
路
の
佐
野
の
舟
橋
取
り
放
し
親
し
離
く
れ
ば
妹
に
逢
は
ぬ

か
も
」
の
歌
の
全
体
を
詠
み
上
げ
る
。
シ
テ
は
自
分
の
死
後
に
自
分
た
ち
の
悲

恋
が
伝
説
化
し
、
歌
に
詠
ま
れ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
死
後
も
邪
淫
の
思

い
に
焦
が
れ
続
け
、
そ
の
苦
患
を
逃
れ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
シ
テ
は
中
入

前
の
消
え
際
に
「
東
路
の
、
佐
野
の
舟
橋
鳥
は
無
し
、
鐘
こ
そ
響
け
夕
暮
れ
の
」

と
述
べ
、
消
え
際
の
時
刻
に
鶏
の
声
が
聞
こ
え
な
い
と
い
う
文
飾
に
利
用
す
る

に
と
ど
め
て
、
二
流
の
理
解
の
内
、「
鳥
は
無
し
」
と
詠
む
い
わ
れ
を
説
明
す
る

こ
と
は
な
い
。
そ
の
姿
勢
は
後
場
８
段
の
シ
テ
の
物
語
で
も
変
わ
ら
な
い
。
ワ

キ
が
関
心
を
示
す
歌
の
俗
説
、
後
人
の
言
葉
遊
び
な
ど
、
死
者
に
は
何
の
助
け

に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
な
シ
テ
の
物
語
と
は
対
照
的
に
、
ア
イ
の
物
語
は
二
流
の
理
解
に

こ
だ
わ
る
ワ
キ
の
尋
ね
に
応
じ
て
、
男
の
水
死
に
付
け
加
え
て
女
の
水
死
を
語

り
、
さ
ら
に
二
人
の
死
後
に
双
方
の
親
た
ち
が
死
骸
を
探
し
て
鶏
を
求
め
た
が

得
ら
れ
な
か
っ
た
話
に
語
り
及
ぶ
。
シ
テ
が
説
明
し
な
か
っ
た
「
鳥
は
無
し
」

と
詠
む
い
わ
れ
は
、
こ
う
し
て
ア
イ
が
代
わ
っ
て
説
明
し
た
こ
と
に
な
る
。
考

え
て
み
れ
ば
、
ア
イ
は
現
世
の
人
間
で
あ
り
、
男
女
の
死
後
の
行
く
末
は
知
ら

ず
、
娑
婆
の
遺
族
の
嘆
き
を
語
り
伝
え
る
し
か
な
い
。
ワ
キ
も
前
場
の
男
女
を

霊
の
化
身
と
気
づ
か
ず
、「
俗
体
」
の
男
女
を
物
語
の
伝
承
者
と
見
て
、
彼
ら
が

弔
い
を
頼
む
言
葉
を
聞
き
過
ご
し
て
い
る
。
ワ
キ
が
ア
イ
の
推
量
に
よ
っ
て
シ

テ
の
願
望
を
確
信
し
、
加
持
祈
祷
を
始
め
る
こ
と
で
、
後
場
の
シ
テ
・
ツ
レ
は

改
め
て
死
後
の
現
在
か
ら
昔
を
懺
悔
す
る
。
そ
の
時
、『
万
葉
集
』
の
歌
は
「
妹

に
逢
は
ぬ
」
末
路
に
意
味
が
あ
り
、「
鳥
は
無
し
」
と
も
詠
む
い
わ
れ
は
、
も
は

や
だ
れ
の
関
心
事
で
も
な
く
な
る
。 

 

二

ア
イ
の
語
り
は
シ
テ
の
核
心
を
避
け
る
―
―
〈
鵺
〉
の
例

 

【
Ａ
】
の
型
の
梗
概
に
「
付
け
加
え
」
が
あ
る
も
う
一
つ
の
作
品
、〈
鵺
〉
の

『
大
系
』
各
曲
解
題
・
構
成
欄
は
、

５
シ
テ
の
物
語
＝
本
性
を
明
か
し
、
頼
政
退
治
の
話
。
／
７
ア
イ
の
物
語

＝
鵺
退
治
の
再
説
。
／

シ
テ
の
物
語
＝
鵺
退
治
後
の
頼
政
の
名
誉
と
、

鵺
の
末
路
。

と
い
う
記
載
に
な
っ
て
い
る
。「
７
ア
イ
の
物
語
＝
鵺
退
治
の
再
説
」
と
は
、「
５

シ
テ
の
物
語
＝
頼
政
退
治
の
話
」
を
「
再
説
」
す
る
意
で
あ
り
、
⑴
《
貞
享
松 

井
本
の
本
文
と
梗
概
》
に
関
し
て
、
ア
イ
の
語
り
の
梗
概
を
【
Ａ
】
の
型
に
分

類
す
る
『
大
系
』
の
読
み
方
で
問
題
は
な
い
。
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本 

文
（
〈
鵺
〉
の
底
本
は
元
忠
署
名
本
）
》
を
比
較
す
る
と
、
確
か
に
ア
イ
は
シ
テ
の 三

五



 
五 
 
 

こ
こ
で
〈
舟
橋
〉
の
物
語
の
視
点
と
比
較
す
る
と
、〈
舟
橋
〉
の
前
シ
テ
の
物 

語
は
三
人
称
語
り
で
語
っ
た
後
、「
ま
こ
と
は
身
の
上
な
り
」
と
物
語
中
の
人
物 

が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。
ア
イ
の
物
語
を
経
て
後
シ
テ
の
物
語
に
な
る 

と
、
後
シ
テ
は
主
語
を
明
示
し
な
い
が
、
ワ
キ
に
促
さ
れ
て
自
分
に
し
か
語
れ 

な
い
逢
瀬
の
う
れ
し
さ
や
死
後
の
苦
患
を
語
る
。〈
鵺
〉
の
場
合
は
、
前
シ
テ
の 

物
語
は
先
に
鵺
の
亡
心
を
名
乗
っ
て
か
ら
頼
政
の
鵺
退
治
を
語
り
、
ワ
キ
に
有 

名
な
世
語
り
の
存
在
を
思
い
出
さ
せ
る
。
次
に
、
ア
イ
の
物
語
は
鵺
の
死
骸
が 

乗
る
う
つ
お
舟
の
漂
着
を
世
語
り
に
付
け
加
え
る
。
そ
し
て
後
場
に
な
り
、
そ 

こ
ま
で
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
㈠
の
頼
政
の
恩
賞
と
㈡
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の 

連
歌
を
、
退
治
さ
れ
た
時
の
変
化
の
姿
を
し
た
後
シ
テ
が
初
め
て
物
語
る
。 

そ
も
そ
も
『
平
家
物
語
』
で
は
、
頼
政
の
怪
物
退
治
は
、
近
衛
天
皇
の
時
と 

二
条
天
皇
の
時
（
化
鳥
の
鵼
そ
の
も
の
）
の
二
度
あ
り
、
二
度
と
も
成
功
し
た 

頼
政
は
大
い
に
面
目
を
施
し
た
。
語
り
手
は
「
そ
れ
に
し
て
は
つ
ま
ら
な
い
謀 

反
を
起
こ
し
て
身
を
滅
ぼ
し
た
の
が
情
け
な
い
」
と
結
ん
で
い
る
。
一
方
、〈
鵺
〉 

の
後
シ
テ
の
物
語
は
、
前
シ
テ
や
ア
イ
と
同
じ
鵺
退
治
の
話
を
繰
り
返
す
か
に 

見
え
て
、「
さ
て
も
わ
れ
」
は
、
仏
法
王
法
の
障
り
と
な
る
悪
心
を
抱
き
、
玉
体 

を
悩
ま
し
た
手
応
え
に
怒
り
を
示
威
し
た
も
の
よ
、
と
一
人
称
の
語
り
に
鵺
の 

心
情
の
吐
露
を
交
え
る
。
頼
政
が
主
上
（
近
衛
天
皇
）
の
御
剣
を
賜
り
、
宇
治 

の
大
臣
（
藤
原
頼
長
）
と
の
連
歌
に
見
事
応
じ
た
面
目
は
、
君
（
近
衛
天
皇
）
の 

天
罰
が
当
た
っ
た
鵺
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
鵺
自
身
は
「
頼
政
は
名
を
上
げ
て
、 

わ
れ
は
名
を
流
す
」
と
受
け
止
め
、
王
法
を
恐
れ
仏
法
を
頼
み
と
す
る
現
在
に 

至
る
。 

こ
の
頼
政
と
鵺
の
対
比
が
後
シ
テ
の
物
語
の
核
心
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、 

ワ
キ
は
世
語
り
の
昔
に
執
着
す
る
一
念
を
翻
す
よ
う
勧
め
て
読
経
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
鵺
の
亡
心
が
「
浮
か
む
力
」
を
得
る
た
め
に
は
、
変
化
の
物
の
姿
で 

現
れ
、
変
化
の
物
を
主
体
と
し
て
、
世
語
り
の
昔
を
総
括
す
る
必
要
が
あ
る
。 

後
シ
テ
は
㈠
㈡
㈢
の
完
成
形
を
、
自
ら
の
視
点
で
再
構
成
し
、
自
ら
の
心
情
を 

交
え
て
、
語
り
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
シ
テ
は
籠
鳥
の
身
を
か
こ
ち
、 

自
由
に
空
を
飛
ん
だ
い
に
し
え
が
焦
が
れ
る
と
言
う
が
、
少
な
く
と
も
玉
体
を 

悩
ま
し
た
鵺
の
悪
心
は
も
は
や
消
滅
し
て
い
る
。
退
治
さ
れ
た
恨
み
を
述
べ
に 

現
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
ワ
キ
の
唱
え
る
経
文
に
唱
和
で
き
る
現
在
は
、「
心
の 

闇
」
に
一
条
の
月
光
が
射
す
と
見
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
末
文
の
「
月
と
共 

に
」
あ
る
「
海
月
」（
海
上
の
月
影
）
が
「
鵺
の
乗
る
空
舟
の
象
徴
で
も
あ
る
」 

（
『
大
系
』
頭
注
）
な
ら
ば
。
た
だ
し
、
後
シ
テ
の
物
語
を
聞
く
場
に
い
な
い
ア 

イ
に
は
、
そ
こ
ま
で
の
想
像
力
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

三

ア
イ
は
所
の
法
を
語
り
、
ワ
キ
の
供
養
に
列
な
る
―
―
〈
鵜
飼
〉
の
例

 

鵺
の
亡
心
が
夜
ご
と
に
現
れ
る
場
所
は
芦
屋
の
里
の
海
岸
で
あ
り
、
う
つ
お

舟
が
漂
着
し
た
浮
き
洲
に
近
い
。
ワ
キ
は
里
を
離
れ
た
そ
の
場
所
に
宿
を
借
り

て
泊
ま
っ
て
い
る
。「
２
ワ
キ
・
ア
イ
の
応
対
＝
宿
泊
の
拒
絶
、
光
り
物
の
出
る

こ
と
」
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
は
「
洲
崎
の
み
堂
（
惣
堂
）
」
で
あ
り
、
夜
な
夜
な
光

り
物
が
出
る
と
い
う
風
評
が
あ
る
。〈
鵺
〉
の
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
「
２
ワ

キ
・
ア
イ
の
応
対
＝
宿
泊
の
所
望
、
光
り
物
の
こ
と
」
が
〈
鵜
飼
〉
に
も
組
み

込
ま
れ
て
い
る
。〈
鵜
飼
〉
の
場
合
は
海
岸
で
は
な
く
石
和
川
の
「
川
崎
の
み
堂

（
惣
堂
）
」
に
光
り
物
が
出
る
。
前
シ
テ
の
光
り
物
は
鵜
使
い
の
亡
者
を
名
乗
る
。

 
四 

物
語
を
「
ほ
ぼ
同
様
に
」
再
説
し
た
上
で
、
鵺
の
死
体
を
う
つ
お
舟
に
入
れ
て 

流
し
た
話
を
付
け
加
え
て
い
る
。 

シ
テ
の
物
語
と
ア
イ
の
物
語
は
、
『
大
系
』
各
曲
解
題
・
素
材
欄
に
、 

㈠ 

頼
政
が
鵺
を
退
治
し
て
恩
賞
を
こ
お
む
っ
た
話
（
平
家
物
語
）
／
㈡ 

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
（
同
書
）
／
㈢
鵺
の
死
骸
を
う
つ
お
舟
で
流
し
た

話
（
同
書
） 

と
記
載
さ
れ
る
と
お
り
、『
平
家
物
語
』
巻
第
四
・
鵼
に
依
拠
し
て
い
る
。
前
場 

５
段
の
シ
テ
の
物
語
は
、
鵺
の
亡
心
を
名
乗
っ
た
シ
テ
が
「
頼
政
が
矢
先
に
掛 

か
り
し
所
」
に
限
っ
て
語
る
と
断
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
㈢
の
う
つ
お
舟
だ 

け
で
な
く
、
㈡
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
連
歌
や
、
㈡
と
一
体
の
㈠
の
頼
政
の
恩 

賞
を
前
シ
テ
が
語
る
こ
と
は
な
い
。
ア
イ
の
物
語
は
恩
賞
部
分
を
欠
く
㈠
の
鵺 

退
治
を
シ
テ
の
物
語
と
「
ほ
ぼ
同
様
に
語
」
り
、
㈢
の
う
つ
お
舟
を
「
付
け
加 

え
」
て
い
る
と
言
え
る
。 

前
シ
テ
は
ワ
キ
僧
の
目
に
人
間
と
映
ら
ず
、
名
乗
り
を
求
め
ら
れ
て
、
頼
政 

に
退
治
さ
れ
た
鵺
の
亡
心
で
あ
る
と
明
言
す
る
。
そ
し
て
退
治
さ
れ
た
話
を
語 

る
か
ら
、（
鵺
の
亡
心
と
信
じ
て
）
跡
を
弔
う
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
ワ
キ
も
話
を 

聞
い
て
、（
鵺
の
亡
心
と
確
信
が
持
て
た
ら
）
懇
ろ
に
弔
う
こ
と
を
約
束
す
る
。 

シ
テ
に
も
ワ
キ
に
も
当
面
必
要
な
こ
と
は
、
前
場
に
お
け
る
「
不
思
議
の
者
」 

（
ワ
キ
の
目
の
前
に
出
た
前
シ
テ
）
の
正
体
の
認
知
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
前
シ 

テ
の
物
語
は
、
退
治
さ
れ
た
鵺
の
正
体
が
猿
の
頭
、
蛇
の
尾
、
虎
の
足
手
を
持 

ち
、
鳴
く
声
が
鵼
に
似
た
変
化
の
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で 

役
目
を
果
た
す
。
前
シ
テ
の
物
語
を
聞
い
た
ワ
キ
は
、
そ
れ
は
「
隠
れ
な
き
世 

語
り
」
で
あ
り
、
世
語
り
の
昔
に
執
着
す
る
心
を
翻
す
よ
う
勧
め
る
。 

世
語
り
を
代
表
す
る
『
平
家
物
語
』
に
は
㈠
㈡
㈢
が
揃
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
不 

思
議
の
者
」
が
う
つ
お
舟
に
乗
る
理
由
は
、
ワ
キ
に
も
観
客
に
も
見
当
が
付
く
。 

し
か
し
、
鵺
が
退
治
さ
れ
た
場
所
は
近
衛
天
皇
の
御
殿
の
庭
で
あ
り
、
ワ
キ
が 

「
不
思
議
の
者
」
を
見
た
津
の
国
芦
屋
の
里
は
都
を
遠
く
離
れ
て
い
る
。『
平
家 

物
語
』
は
た
だ
変
化
の
物
を
う
つ
お
舟
に
入
れ
て
流
し
た
と
し
て
、
う
つ
お
舟 

を
ど
こ
で
流
し
、
そ
れ
が
ど
こ
に
漂
着
し
た
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。
新 

潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
下
（
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
。
以
下
『
集 

成
』
と
略
称
）
所
掲
寛
永
九
年
版
『
間
之
本
』
も
、
ア
イ
の
物
語
を
「
ま
た
化 

生
の
も
の
を
空
舟
に
乗
せ
て
流
し
申
さ
れ
た
る
と
承
り
候
」
で
結
ぶ
が
、
そ
れ 

だ
け
で
は
鵺
の
亡
心
が
津
の
国
芦
屋
の
里
に
出
現
す
る
わ
け
を
説
明
で
き
ず
、 

大
蔵
虎
明
本
間
狂
言
（
『
大
蔵
家
伝
之
書
古
本
能
狂
言
』
第
五
巻
。
臨
川
書
店
、
一 

九
七
六
年
三
月
）
以
下
、
貞
享
松
井
本
も
含
め
て
間
狂
言
の
諸
本
は
、
淀
川
へ 

（
ま
た
は
淀
川
を
指
し
て
）
流
し
た
う
つ
お
舟
が
こ
の
浦
（
芦
屋
の
里
の
海
辺
） 

に
と
ど
ま
っ
た
と
言
い
伝
え
て
い
る
こ
と
に
す
る
。 

ア
イ
が
う
つ
お
舟
の
漂
着
に
関
す
る
伝
承
を
前
シ
テ
の
物
語
（
鵺
退
治
の
話
） 

に
「
付
け
加
え
」
た
根
拠
は
、
後
場
10
段
の
シ
テ
の
物
語
に
見
い
だ
さ
れ
る
。 

後
シ
テ
の
物
語
は
、
前
シ
テ
の
物
語
が
省
略
し
た
、
㈠
の
頼
政
の
恩
賞
と
㈡
の 

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
連
歌
、
㈢
の
う
つ
お
舟
ま
で
一
連
の
物
語
の
全
体
を
仕
方 

話
で
再
構
成
す
る
。
そ
の
内
、
㈠
の
頼
政
の
恩
賞
と
㈡
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の 

連
歌
は
、
鵺
の
死
後
に
近
衛
天
皇
の
御
殿
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
『
平
家
物
語
』 

の
語
り
手
と
同
じ
視
点
で
鵺
の
亡
心
が
語
る
。
こ
の
点
は
、『
大
系
』
各
曲
解
題
・ 

備
考
欄
に
、
構
成
や
形
式
は
修
羅
物
に
近
く
、
鵺
が
鵺
に
な
っ
た
り
頼
政
に
な 

っ
た
り
す
る
の
も
〈
忠
度
〉
と
同
じ
手
法
で
あ
る
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。 

三
六
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こ
こ
で
〈
舟
橋
〉
の
物
語
の
視
点
と
比
較
す
る
と
、〈
舟
橋
〉
の
前
シ
テ
の
物 

語
は
三
人
称
語
り
で
語
っ
た
後
、「
ま
こ
と
は
身
の
上
な
り
」
と
物
語
中
の
人
物 

が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。
ア
イ
の
物
語
を
経
て
後
シ
テ
の
物
語
に
な
る 

と
、
後
シ
テ
は
主
語
を
明
示
し
な
い
が
、
ワ
キ
に
促
さ
れ
て
自
分
に
し
か
語
れ 

な
い
逢
瀬
の
う
れ
し
さ
や
死
後
の
苦
患
を
語
る
。〈
鵺
〉
の
場
合
は
、
前
シ
テ
の 

物
語
は
先
に
鵺
の
亡
心
を
名
乗
っ
て
か
ら
頼
政
の
鵺
退
治
を
語
り
、
ワ
キ
に
有 

名
な
世
語
り
の
存
在
を
思
い
出
さ
せ
る
。
次
に
、
ア
イ
の
物
語
は
鵺
の
死
骸
が 

乗
る
う
つ
お
舟
の
漂
着
を
世
語
り
に
付
け
加
え
る
。
そ
し
て
後
場
に
な
り
、
そ 

こ
ま
で
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
㈠
の
頼
政
の
恩
賞
と
㈡
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の 

連
歌
を
、
退
治
さ
れ
た
時
の
変
化
の
姿
を
し
た
後
シ
テ
が
初
め
て
物
語
る
。 

そ
も
そ
も
『
平
家
物
語
』
で
は
、
頼
政
の
怪
物
退
治
は
、
近
衛
天
皇
の
時
と 

二
条
天
皇
の
時
（
化
鳥
の
鵼
そ
の
も
の
）
の
二
度
あ
り
、
二
度
と
も
成
功
し
た 

頼
政
は
大
い
に
面
目
を
施
し
た
。
語
り
手
は
「
そ
れ
に
し
て
は
つ
ま
ら
な
い
謀 

反
を
起
こ
し
て
身
を
滅
ぼ
し
た
の
が
情
け
な
い
」
と
結
ん
で
い
る
。
一
方
、〈
鵺
〉 

の
後
シ
テ
の
物
語
は
、
前
シ
テ
や
ア
イ
と
同
じ
鵺
退
治
の
話
を
繰
り
返
す
か
に 

見
え
て
、「
さ
て
も
わ
れ
」
は
、
仏
法
王
法
の
障
り
と
な
る
悪
心
を
抱
き
、
玉
体 

を
悩
ま
し
た
手
応
え
に
怒
り
を
示
威
し
た
も
の
よ
、
と
一
人
称
の
語
り
に
鵺
の 

心
情
の
吐
露
を
交
え
る
。
頼
政
が
主
上
（
近
衛
天
皇
）
の
御
剣
を
賜
り
、
宇
治 

の
大
臣
（
藤
原
頼
長
）
と
の
連
歌
に
見
事
応
じ
た
面
目
は
、
君
（
近
衛
天
皇
）
の 

天
罰
が
当
た
っ
た
鵺
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
鵺
自
身
は
「
頼
政
は
名
を
上
げ
て
、 

わ
れ
は
名
を
流
す
」
と
受
け
止
め
、
王
法
を
恐
れ
仏
法
を
頼
み
と
す
る
現
在
に 

至
る
。 

こ
の
頼
政
と
鵺
の
対
比
が
後
シ
テ
の
物
語
の
核
心
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、 

ワ
キ
は
世
語
り
の
昔
に
執
着
す
る
一
念
を
翻
す
よ
う
勧
め
て
読
経
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
鵺
の
亡
心
が
「
浮
か
む
力
」
を
得
る
た
め
に
は
、
変
化
の
物
の
姿
で 

現
れ
、
変
化
の
物
を
主
体
と
し
て
、
世
語
り
の
昔
を
総
括
す
る
必
要
が
あ
る
。 

後
シ
テ
は
㈠
㈡
㈢
の
完
成
形
を
、
自
ら
の
視
点
で
再
構
成
し
、
自
ら
の
心
情
を 

交
え
て
、
語
り
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
シ
テ
は
籠
鳥
の
身
を
か
こ
ち
、 

自
由
に
空
を
飛
ん
だ
い
に
し
え
が
焦
が
れ
る
と
言
う
が
、
少
な
く
と
も
玉
体
を 

悩
ま
し
た
鵺
の
悪
心
は
も
は
や
消
滅
し
て
い
る
。
退
治
さ
れ
た
恨
み
を
述
べ
に 

現
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
ワ
キ
の
唱
え
る
経
文
に
唱
和
で
き
る
現
在
は
、「
心
の 

闇
」
に
一
条
の
月
光
が
射
す
と
見
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
末
文
の
「
月
と
共 

に
」
あ
る
「
海
月
」（
海
上
の
月
影
）
が
「
鵺
の
乗
る
空
舟
の
象
徴
で
も
あ
る
」 

（
『
大
系
』
頭
注
）
な
ら
ば
。
た
だ
し
、
後
シ
テ
の
物
語
を
聞
く
場
に
い
な
い
ア 

イ
に
は
、
そ
こ
ま
で
の
想
像
力
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

三

ア
イ
は
所
の
法
を
語
り
、
ワ
キ
の
供
養
に
列
な
る
―
―
〈
鵜
飼
〉
の
例

 

鵺
の
亡
心
が
夜
ご
と
に
現
れ
る
場
所
は
芦
屋
の
里
の
海
岸
で
あ
り
、
う
つ
お

舟
が
漂
着
し
た
浮
き
洲
に
近
い
。
ワ
キ
は
里
を
離
れ
た
そ
の
場
所
に
宿
を
借
り

て
泊
ま
っ
て
い
る
。「
２
ワ
キ
・
ア
イ
の
応
対
＝
宿
泊
の
拒
絶
、
光
り
物
の
出
る

こ
と
」
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
は
「
洲
崎
の
み
堂
（
惣
堂
）
」
で
あ
り
、
夜
な
夜
な
光

り
物
が
出
る
と
い
う
風
評
が
あ
る
。〈
鵺
〉
の
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
「
２
ワ

キ
・
ア
イ
の
応
対
＝
宿
泊
の
所
望
、
光
り
物
の
こ
と
」
が
〈
鵜
飼
〉
に
も
組
み

込
ま
れ
て
い
る
。〈
鵜
飼
〉
の
場
合
は
海
岸
で
は
な
く
石
和
川
の
「
川
崎
の
み
堂

（
惣
堂
）
」
に
光
り
物
が
出
る
。
前
シ
テ
の
光
り
物
は
鵜
使
い
の
亡
者
を
名
乗
る
。三

七



 
七 
 
 

中
で
、 そ

の
あ
と
で
ワ
キ
か
ら
先
刻
の
老
人
の
こ
と
を
聞
き
、
そ
れ
こ
そ
鵜
使
い

の
霊
の
化
身
で
あ
ろ
う
と
い
い
、
弔
い
を
勧
め
、
経
文
を
書
く
小
石
を
拾

う
手
伝
い
で
も
し
よ
う
と
い
っ
て
ア
イ
座
に
退
く
。
（
『
大
系
』
） 

と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
貞
享
松
井
本
の
本
文
に
即
す

る
と
、
ア
イ
は
先
刻
の
老
人
を
鵜
使
い
の
「
亡
心
」
で
あ
ろ
う
と
言
い
、
ワ
キ

の
弔
い
に
あ
ず
か
る
た
め
業
力
の
鵜
を
使
っ
て
み
せ
た
と
推
量
し
て
い
る
。 

ま
ず
、
ア
イ
が
「
亡
心
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
を
、『
大
系
』
の
よ
う
に
「
霊
の
化

身
」
と
言
い
換
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
貞
享
松
井
本
が
「
亡
心
」
と
い
う
呼

称
を
使
用
し
、
そ
れ
を
『
大
系
』
が
「
霊
の
化
身
」
と
言
い
換
え
る
例
に
は
〈
頼

政
〉〈
実
盛
〉
等
が
あ
る
。
同
じ
修
羅
物
で
も
〈
忠
度
〉
は
「
忠
度
の
霊
の
化
身
」

で
は
な
く
、「
忠
度
の
化
身
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
貞
享
松
井
本
が
「
亡
心
」
で

は
な
く
「
幽
霊
」
と
い
う
呼
称
を
使
用
す
る
時
、『
大
系
』
は
「
通
盛
夫
婦
の
化

身
」
、
「
浮
舟
の
化
身
」
な
ど
と
「
霊
」
を
省
略
す
る
（
「
鵺
の
幽
霊
」
は
そ
の
ま

ま
「
鵺
の
幽
霊
」
）
。
さ
ら
に
、
貞
享
松
井
本
が
「
亡
心
」
と
も
「
幽
霊
」
と
も

呼
ば
な
い
時
、『
大
系
』
が
「
有
常
の
娘
の
霊
の
化
身
」
、「
檜
垣
の
女
の
霊
の
化

身
」
、「
融
の
霊
の
化
身
」
な
ど
と
「
霊
の
化
身
」
を
付
け
加
え
る
場
合
が
あ
る
。 

こ
う
し
た
貞
享
松
井
本
に
お
け
る
シ
テ
の
呼
称
の
使
い
分
け
や
、『
大
系
』
に

お
け
る
言
い
換
え
等
の
種
別
に
ど
う
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
用
例

を
精
査
し
て
別
に
考
察
を
行
い
た
い
が
、
今
取
り
上
げ
て
い
る
〈
鵜
飼
〉
で
は
、

前
シ
テ
は
鵜
使
い
の
亡
者
を
、
後
シ
テ
は
地
獄
の
悪
鬼
を
名
乗
り
、
両
者
が
別

人
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。『
大
系
』
解
説
「
能
の
構
想
」
に
よ
れ
ば
、
夢

幻
能
の
前
シ
テ
と
後
シ
テ
の
関
係
は
、 

里
人
（
前
シ
テ
）
＝
何
某
の
化
身 

何
某
（
後
シ
テ
）
＝
何
某
の
ま
こ
と
の
姿 

と
一
般
化
で
き
る
。
こ
の
関
係
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
〈
鵜
飼
〉
で

は
、
前
シ
テ
の
「
鵜
使
い
の
老
人
（
化
身
）
」（
『
大
系
』
）
が
、
何
某
（
鵜
使
い
）

の
化
身
で
あ
る
と
も
、
ま
た
何
某
（
鵜
使
い
）
の
「
ま
こ
と
の
姿
」
で
あ
る
と

も
、
ど
ち
ら
に
も
受
け
取
れ
る
。
彼
は
後
場
に
再
度
登
場
す
る
こ
と
が
な
く
、

彼
が
前
場
で
業
力
の
鵜
を
使
う
場
面
は
、
修
羅
物
の
後
場
で
「
ま
こ
と
の
姿
」

の
何
某
（
武
将
）
が
仕
方
語
り
を
す
る
場
面
を
思
わ
せ
る
。
修
羅
物
で
も
〈
通

盛
〉
や
〈
八
島
〉
の
前
シ
テ
は
漁
翁
の
姿
を
平
通
盛
や
源
義
経
の
霊
の
化
身
と

し
て
い
る
。
憂
き
世
の
業
に
や
つ
れ
た
風
情
が
修
羅
の
現
在
を
暗
示
し
、
後
場

に
出
現
す
る
「
ま
こ
と
の
姿
」
の
輝
き
を
際
立
た
せ
る
、（
世
阿
弥
の
）
ね
ら
い

が
見
て
取
れ
る
。 

〈
鵜
飼
〉
と
と
も
に
漁
師
・
猟
師
の
罪
が
問
わ
れ
る
〈
阿
漕
〉
や
〈
善
知
鳥
〉

で
は
、
前
シ
テ
が
尉
面
の
老
人
、
後
シ
テ
は
痩
男
面
の
霊
で
現
れ
る
。
〈
阿
漕
〉

の
漁
師
は
処
刑
さ
れ
た
時
の
年
齢
は
不
詳
、〈
善
知
鳥
〉
の
猟
師
に
は
千
代
童
と

い
う
名
の
幼
子
が
い
る
。
死
ぬ
前
は
未
だ
現
役
の
漁
師
・
漁
師
を
、
ど
ち
ら
も

老
齢
の
前
シ
テ
に
す
る
理
由
は
、
そ
の
風
貌
が
地
獄
の
現
在
を
嘆
い
た
り
、
殺

生
の
罪
を
悔
い
た
り
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。

後
シ
テ
の
方
は
ど
ち
ら
も
漁
師
・
猟
師
の
扮
装
で
出
る
が
、
そ
れ
が
彼
ら
の
「
ま

こ
と
の
姿
」
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
生
前
の
漁
猟
の
様
子
を
再
現
す
る
よ
り
、

冥
途
の
責
め
に
よ
る
や
つ
れ
を
表
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
若
く
美

し
い
修
羅
物
の
後
シ
テ
が
生
前
の
物
語
に
執
着
す
る
姿
と
は
そ
こ
が
異
な
る
。 

〈
鵜
飼
〉
の
前
シ
テ
は
ワ
キ
の
目
に
老
齢
と
映
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
二
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『
大
系
』
〈
鵜
飼
〉
の
各
曲
解
題
・
構
成
欄
は
、 

４
ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
＝
数
年
前
に
僧
を
供
養
し
た
こ
と
、
死
罪
に
な
っ 

た
い
き
さ
つ
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
／
７
ア
イ
の
物
語
＝
密
漁
の
件
の 

再
説
。
／

シ
テ
の
物
語
＝
法
華
経
の
讃
美
。 

と
い
う
記
載
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
内
、
前
シ
テ
の
物
語
は
４
段
の
後
半
、「
死

罪
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
」
が
該
当
す
る
。「
７
ア
イ
の
物
語
＝
密
漁
の
件
の
再
説
」

は
そ
れ
を
再
説
す
る
こ
と
に
な
る
。
７
段
の
［
語
リ
］
の
部
分
の
貞
享
松
井
本

の
梗
概
を
、
『
大
系
』
は 

そ
し
て
、
密
漁
を
し
て
殺
さ
れ
た
鵜
使
い
の
こ
と
を
、
前
ジ
テ
の
話
と
ほ

ぼ
同
様
に
物
語
る
。 

と
要
約
し
て
い
る
。
⑴
《
貞
享
松
井
本
の
本
文
と
梗
概
》
に
つ
い
て
、
貞
享
松

井
本
の
本
文
を
私
に
要
約
す
る
と
、 

石
和
川
は
上
下
三
里
の
間
は
堅
く
殺
生
禁
断
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る

者
が
毎
夜
忍
び
上
っ
て
鵜
を
使
っ
た
。
所
の
者
が
聞
き
つ
け
て
「
悪
事
ゆ

え
奴
を
捕
ら
え
て
後
代
の
戒
め
に
成
敗
し
よ
う
」
と
申
し
合
わ
せ
、
待
ち

伏
せ
を
す
る
と
こ
ろ
に
鵜
使
い
が
忍
び
上
っ
て
鵜
を
使
っ
た
。
捕
ら
え
て

み
る
と
、
川
下
の
岩
落
と
い
う
所
の
鵜
使
い
で
あ
っ
た
。
鵜
使
い
は
「
殺

生
禁
断
の
場
所
と
知
ら
ず
に
鵜
を
使
っ
た
。
今
後
は
鵜
を
使
わ
な
い
。
今

回
は
許
し
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
た
。
所
の
者
ど
も
は
割
竹
を
編
ん
で
簀
を

作
り
、
鵜
使
い
を
巻
い
て
、
重
し
の
石
を
く
く
り
つ
け
川
に
沈
め
た
。
こ

れ
は
一
段
と
よ
い
戒
め
を
し
た
と
の
言
い
分
（
申
事
）
で
あ
っ
た
。 

と
な
る
。
次
に
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本
文
（
〈
鵜
飼
〉
の
底
本
は
元
頼
識

語
本
）
》
を
比
較
す
る
と
、
前
シ
テ
の
物
語
は
、
鵜
使
い
が
処
刑
を
行
う
人
々
の

計
画
や
罧
（
柴
漬
け
）
の
準
備
を
知
ら
な
い
分
、
そ
れ
ら
に
触
れ
ず
簡
略
で
あ

り
、
ア
イ
の
物
語
は
罧
の
説
明
に
言
葉
を
費
や
し
、
注
釈
を
付
加
す
る
と
言
え

る
が
（
8
）
、
両
者
の
内
容
は
「
ほ
ぼ
同
様
」
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

鵜
使
い
は
密
漁
が
露
見
し
て
見
せ
し
め
に
殺
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

鵜
使
い
の
亡
者
は
、
土
地
の
掟
を
破
っ
た
反
省
や
処
刑
さ
れ
た
恨
み
は
口
に
し

な
い
。
前
シ
テ
の
物
語
に
あ
っ
て
ア
イ
の
物
語
に
な
い
「
岩
落
辺
に
鵜
使
ひ
は

多
し
」
と
い
う
文
句
に
注
目
す
る
と
、
岩
落
辺
は
殺
生
禁
断
と
さ
れ
ず
、
鵜
使

い
が
多
く
競
争
が
激
し
い
た
め
、
禁
漁
区
の
上
流
に
漁
場
を
求
め
る
者
も
い
た

と
解
さ
れ
る
。
彼
ら
が
人
目
を
忍
ぶ
の
は
殺
生
禁
断
の
場
所
と
知
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
前
シ
テ
の
物
語
に
も
ア
イ
の
物
語
に
も
あ
る
「
殺
生
禁

断
の
所
と
も
知
ら
ず
」
鵜
を
使
っ
た
と
い
う
釈
明
は
偽
り
で
あ
り
、
所
の
者
ど

も
に
通
用
し
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。 

し
か
し
、
鵜
使
い
の
亡
者
が
反
省
や
恨
み
を
口
に
し
な
い
の
は
、
偽
り
の
釈

明
を
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
亡
者
と
な
っ
た
今
で
も
、
鵜
使
い
に
は
こ
の
漁
が

「
罪
も
報
ひ
も
後
の
世
も
忘
れ
果
て
」
る
ほ
ど
面
白
い
。
掟
破
り
の
密
漁
と
そ

の
結
果
と
し
て
の
処
刑
よ
り
も
、「
科
の
中
の
殺
生
」
を
生
業
と
し
て
、
鵜
を
使

う
こ
と
が
体
に
染
み
つ
き
、
抜
け
な
い
業
苦
に
責
め
ら
れ
て
い
る
。
ワ
キ
が
彼

を
ま
だ
亡
者
と
知
ら
ず
、
そ
の
生
業
を
止
め
よ
と
諭
し
た
時
、
鵜
使
い
は
若
年

か
ら
の
生
業
を
今
さ
ら
止
め
ら
れ
な
い
と
答
え
て
い
る
。
鵜
使
い
に
し
て
み
れ

ば
、
今
か
ら
二
三
年
前
の
生
前
、
僧
（
今
回
の
旅
で
ワ
キ
に
同
行
す
る
ワ
キ
ツ
レ
）

を
接
待
し
た
折
、
僧
と
交
わ
し
た
会
話
を
繰
り
返
す
感
が
あ
ろ
う
。 

所
の
者
ど
も
は
鵜
使
い
の
釈
明
を
聞
か
ず
、
ア
イ
の
物
語
の
傍
線
部
に
は
処

刑
を
正
当
化
す
る
口
吻
が
伝
わ
る
。
語
り
終
え
た
ア
イ
は
、
ワ
キ
と
の
問
答
の 三
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中
で
、 そ

の
あ
と
で
ワ
キ
か
ら
先
刻
の
老
人
の
こ
と
を
聞
き
、
そ
れ
こ
そ
鵜
使
い

の
霊
の
化
身
で
あ
ろ
う
と
い
い
、
弔
い
を
勧
め
、
経
文
を
書
く
小
石
を
拾

う
手
伝
い
で
も
し
よ
う
と
い
っ
て
ア
イ
座
に
退
く
。
（
『
大
系
』
） 

と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
貞
享
松
井
本
の
本
文
に
即
す

る
と
、
ア
イ
は
先
刻
の
老
人
を
鵜
使
い
の
「
亡
心
」
で
あ
ろ
う
と
言
い
、
ワ
キ

の
弔
い
に
あ
ず
か
る
た
め
業
力
の
鵜
を
使
っ
て
み
せ
た
と
推
量
し
て
い
る
。 

ま
ず
、
ア
イ
が
「
亡
心
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
を
、『
大
系
』
の
よ
う
に
「
霊
の
化

身
」
と
言
い
換
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
貞
享
松
井
本
が
「
亡
心
」
と
い
う
呼

称
を
使
用
し
、
そ
れ
を
『
大
系
』
が
「
霊
の
化
身
」
と
言
い
換
え
る
例
に
は
〈
頼

政
〉〈
実
盛
〉
等
が
あ
る
。
同
じ
修
羅
物
で
も
〈
忠
度
〉
は
「
忠
度
の
霊
の
化
身
」

で
は
な
く
、「
忠
度
の
化
身
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
貞
享
松
井
本
が
「
亡
心
」
で

は
な
く
「
幽
霊
」
と
い
う
呼
称
を
使
用
す
る
時
、『
大
系
』
は
「
通
盛
夫
婦
の
化

身
」
、
「
浮
舟
の
化
身
」
な
ど
と
「
霊
」
を
省
略
す
る
（
「
鵺
の
幽
霊
」
は
そ
の
ま

ま
「
鵺
の
幽
霊
」
）
。
さ
ら
に
、
貞
享
松
井
本
が
「
亡
心
」
と
も
「
幽
霊
」
と
も

呼
ば
な
い
時
、『
大
系
』
が
「
有
常
の
娘
の
霊
の
化
身
」
、「
檜
垣
の
女
の
霊
の
化

身
」
、「
融
の
霊
の
化
身
」
な
ど
と
「
霊
の
化
身
」
を
付
け
加
え
る
場
合
が
あ
る
。 

こ
う
し
た
貞
享
松
井
本
に
お
け
る
シ
テ
の
呼
称
の
使
い
分
け
や
、『
大
系
』
に

お
け
る
言
い
換
え
等
の
種
別
に
ど
う
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
用
例

を
精
査
し
て
別
に
考
察
を
行
い
た
い
が
、
今
取
り
上
げ
て
い
る
〈
鵜
飼
〉
で
は
、

前
シ
テ
は
鵜
使
い
の
亡
者
を
、
後
シ
テ
は
地
獄
の
悪
鬼
を
名
乗
り
、
両
者
が
別

人
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。『
大
系
』
解
説
「
能
の
構
想
」
に
よ
れ
ば
、
夢

幻
能
の
前
シ
テ
と
後
シ
テ
の
関
係
は
、 

里
人
（
前
シ
テ
）
＝
何
某
の
化
身 

何
某
（
後
シ
テ
）
＝
何
某
の
ま
こ
と
の
姿 

と
一
般
化
で
き
る
。
こ
の
関
係
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
〈
鵜
飼
〉
で

は
、
前
シ
テ
の
「
鵜
使
い
の
老
人
（
化
身
）
」（
『
大
系
』
）
が
、
何
某
（
鵜
使
い
）

の
化
身
で
あ
る
と
も
、
ま
た
何
某
（
鵜
使
い
）
の
「
ま
こ
と
の
姿
」
で
あ
る
と

も
、
ど
ち
ら
に
も
受
け
取
れ
る
。
彼
は
後
場
に
再
度
登
場
す
る
こ
と
が
な
く
、

彼
が
前
場
で
業
力
の
鵜
を
使
う
場
面
は
、
修
羅
物
の
後
場
で
「
ま
こ
と
の
姿
」

の
何
某
（
武
将
）
が
仕
方
語
り
を
す
る
場
面
を
思
わ
せ
る
。
修
羅
物
で
も
〈
通

盛
〉
や
〈
八
島
〉
の
前
シ
テ
は
漁
翁
の
姿
を
平
通
盛
や
源
義
経
の
霊
の
化
身
と

し
て
い
る
。
憂
き
世
の
業
に
や
つ
れ
た
風
情
が
修
羅
の
現
在
を
暗
示
し
、
後
場

に
出
現
す
る
「
ま
こ
と
の
姿
」
の
輝
き
を
際
立
た
せ
る
、（
世
阿
弥
の
）
ね
ら
い

が
見
て
取
れ
る
。 

〈
鵜
飼
〉
と
と
も
に
漁
師
・
猟
師
の
罪
が
問
わ
れ
る
〈
阿
漕
〉
や
〈
善
知
鳥
〉

で
は
、
前
シ
テ
が
尉
面
の
老
人
、
後
シ
テ
は
痩
男
面
の
霊
で
現
れ
る
。
〈
阿
漕
〉

の
漁
師
は
処
刑
さ
れ
た
時
の
年
齢
は
不
詳
、〈
善
知
鳥
〉
の
猟
師
に
は
千
代
童
と

い
う
名
の
幼
子
が
い
る
。
死
ぬ
前
は
未
だ
現
役
の
漁
師
・
漁
師
を
、
ど
ち
ら
も

老
齢
の
前
シ
テ
に
す
る
理
由
は
、
そ
の
風
貌
が
地
獄
の
現
在
を
嘆
い
た
り
、
殺

生
の
罪
を
悔
い
た
り
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。

後
シ
テ
の
方
は
ど
ち
ら
も
漁
師
・
猟
師
の
扮
装
で
出
る
が
、
そ
れ
が
彼
ら
の
「
ま

こ
と
の
姿
」
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
生
前
の
漁
猟
の
様
子
を
再
現
す
る
よ
り
、

冥
途
の
責
め
に
よ
る
や
つ
れ
を
表
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
若
く
美

し
い
修
羅
物
の
後
シ
テ
が
生
前
の
物
語
に
執
着
す
る
姿
と
は
そ
こ
が
異
な
る
。 

〈
鵜
飼
〉
の
前
シ
テ
は
ワ
キ
の
目
に
老
齢
と
映
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
二三
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ア
イ
は
シ
テ
の
語
り
に
依
存
し
、
誤
解
す
る
―
―
〈
野
守
〉
の
例

 

〈
鵜
飼
〉
と
同
じ
く
後
場
に
地
獄
の
鬼
が
出
る
〈
野
守
〉
の
場
合
は
、〈
鵜
飼
〉

と
違
い
、
前
シ
テ
の
野
守
の
老
人
と
後
シ
テ
の
鬼
神
は
同
一
体
で
あ
る
。
ワ
キ

の
客
僧
（
山
伏
）
か
ら
先
刻
の
老
人
の
こ
と
を
聞
い
た
ア
イ
（
所
の
者
）
は
、

老
人
は
春
日
野
の
塚
に
住
む
鬼
神
で
あ
ろ
う
と
推
量
し
、
ワ
キ
に
勤
行
し
重
ね

て
奇
特
を
見
る
よ
う
勧
め
る
。『
大
系
』
は
ア
イ
の
推
量
す
る
「
鬼
神
」
を
「
鬼

の
化
身
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
こ
の
〈
野
守
〉
の
ア
イ
の
語
り
も
、
『
大
系
』

の
梗
概
は
【
Ａ
】
の
型
に
属
す
る
。
『
大
系
』
６
段
は
、
ア
イ
の
語
り
を
、

野
守
の
鏡
と
い
う
名
の
由
来
や
は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
の
故
事
を
、
前
ジ
テ

が
話
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
様
に
物
語
る
。

と
要
約
し
て
い
る
。
⑴
《
貞
享
松
井
本
の
本
文
と
梗
概
》
に
つ
い
て
、
貞
享
松

井
本
の
本
文
を
私
に
要
約
す
る
と
、

春
日
野
の
野
守
の
鏡
と
は
、
い
に
し
え
野
守
が
影
を
映
し
た
こ
の
水
を
指

し
、
ま
た
は
野
守
の
水
と
も
言
う
ら
し
い
。
そ
の
わ
け
は
、（
御
狩
り
の
主

体
が
）
御
鷹
を
見
失
わ
れ
、
行
方
を
野
守
に
お
尋
ね
あ
っ
た
時
、
野
守
は

こ
の
水
の
底
に
映
る
影
で
木
居
に
い
る
こ
と
を
答
え
、
（
御
狩
り
の
主
体

が
）「
は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
」
の
歌
を
詠
ま
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
さ
ら

に
、
正
真
の
野
守
の
鏡
と
は
こ
の
塚
に
住
む
鬼
神
の
持
つ
鏡
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。

と
な
る
。
次
に
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本
文
（
〈
野
守
〉
の
底
本
は
元
頼
識

語
本
）
》
を
比
較
す
る
た
め
に
、
『
大
系
』
各
曲
解
題
・
構
成
欄
の
関
係
分
を
抜

き
出
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

３
ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
＝
野
守
の
鏡
の
二
つ
の
語
義
。
／
４
シ
テ
の
物
語

＝
は
し
鷹
の
伝
説
。
／
６
ア
イ
の
物
語
＝
野
守
の
鏡
に
つ
い
て
再
説
。

本
曲
の
素
材
と
さ
れ
た
「
は
し
鷹
の
伝
説
」
と
は
、

は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
得
て
し
が
な
思
ひ
思
は
ず
よ
そ
な
が
ら
見
む

と
い
う
歌
を
め
ぐ
る
「
野
守
の
鏡
」
の
語
源
伝
説
で
あ
り
、
院
政
期
の
歌
学
書

に
諸
説
が
行
わ
れ
る
中
、『
袖
中
抄
』
の
説
に
近
い
と
さ
れ
る
（
『
大
系
』
頭
注
）
。

『
袖
中
抄
』
の
「
野
守
の
鏡
」
の
項
は
右
の
歌
を
掲
げ
た
後
、

〔
一
〕
雄
略
天
皇
の
御
狩
り
の
時
、
御
鷹
を
見
失
い
、
野
守
に
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
野
守
は
水
に
映
る
影
で
御
鷹
の
居
場
所
を
答
え
た
。
以
来
、
野
に

あ
る
水
を
「
は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
」
と
い
う
。
…
〔
二
〕「
野
守
の
鏡
」
と

は
徐
君
が
持
つ
鏡
を
指
す
。
こ
れ
は
人
の
心
の
内
を
照
ら
す
鏡
で
あ
り
、

世
人
が
こ
ぞ
っ
て
欲
し
が
っ
た
た
め
、
徐
君
は
持
ち
遂
げ
ら
れ
な
い
と
思

い
、
塚
の
下
に
埋
め
た
。
…
〔
三
〕「
野
守
の
鏡
」
と
は
野
を
守
る
鬼
の
持

つ
鏡
を
指
す
。
人
の
心
の
内
を
照
ら
す
鏡
で
あ
り
、
鬼
が
惜
し
む
の
を
国

王
が
強
い
て
差
し
出
さ
せ
た
。
…
（
『
歌
学
大
系
別
巻
二
』
に
よ
り
私
に
要

約
し
た
）

な
ど
の
諸
説
を
列
挙
し
て
い
る
。

能
の
本
文
で
は
、
ま
ず
、
「
３
ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
」
に
お
い
て
、
ワ
キ
が

シ
テ
に
由
緒
あ
り
げ
な
水
の
名
を
問
い
、
シ
テ
が
「
野
守
の
鏡
」
と
い
う
名
で

あ
る
と
答
え
る
。
そ
れ
は
野
守
が
朝
夕
こ
の
水
に
影
を
映
す
こ
と
か
ら
付
い
た

名
で
あ
り
、
ま
た
昔
こ
の
春
日
野
に
住
ん
だ
鬼
が
所
持
し
た
鏡
を
「
真
の
野
守

の
鏡
」
と
称
す
る
が
、
鬼
は
昼
は
人
の
姿
で
野
を
守
り
、
夜
は
鬼
の
姿
で
塚
に

住
ん
だ
と
い
う
。
「
野
守
の
鏡
」
に
水
と
鏡
の
両
説
の
い
わ
れ
（
『
大
系
』
に
い
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人
の
会
話
に
割
っ
て
入
っ
た
ワ
キ
ツ
レ
が
気
づ
け
る
ほ
ど
、
ワ
キ
ツ
レ
が
二
三

年
前
に
見
た
鵜
使
い
と
目
の
前
の
鵜
使
い
の
老
人
は
よ
く
似
て
い
た
。
つ
ま
り
、 

〈
鵜
飼
〉
の
前
シ
テ
は
、
ワ
キ
・
ワ
キ
ツ
レ
と
言
葉
を
交
わ
す
た
め
の
化
身
で

も
あ
り
、
鵜
使
い
の
「
ま
こ
と
の
姿
」
を
も
兼
ね
て
い
る
。
彼
が
鵜
使
い
の
亡

者
と
聞
い
た
ワ
キ
が
彼
に
業
力
の
鵜
を
使
わ
せ
る
の
は
、「
ま
こ
と
の
姿
」
に
よ

る
罪
障
懺
悔
の
た
め
で
あ
る
。
懺
悔
の
核
心
は
鵜
を
使
う
面
白
さ
に
は
罪
も
報

い
も
忘
れ
果
て
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
前
シ
テ
は
ワ
キ
の
前
に
現
れ
る
際
の
独

白
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
「
鵜
使
ふ
こ
と
の
面
白
さ
に
、
殺
生
を
す
る
は
か
な

さ
」
を
嘆
い
て
い
る
。 

『
大
系
』
頭
注
は
続
文
の
「
つ
た
な
か
り
け
る
身
の
業
」
に
つ
い
て
、
「
前

世
の
業
因
の
意
と
今
の
職
業
の
意
を
兼
ね
る
」
と
す
る
。「
今
の
職
業
」
と
は
ワ

キ
の
目
に
映
る
鵜
使
い
の
業
を
指
す
。
ワ
キ
は
未
だ
彼
を
鵜
使
い
の
亡
者
と
知

ら
な
い
か
ら
、
生
き
た
鵜
使
い
の
述
懐
と
し
て
嘆
き
を
聞
く
。
そ
の
時
、
前
シ

テ
は
鵜
使
い
の
亡
者
の
化
身
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
「
業
力
の
鵜
を
使
ひ
」

に
つ
い
て
の
『
大
系
』
頭
注
に
「
悪
業
の
力
で
死
後
も
や
ら
さ
れ
て
い
る
鵜
飼

を
し
て
み
せ
よ
、
の
意
」
と
す
る
理
解
に
従
え
ば
、
前
シ
テ
は
鵜
使
い
の
亡
者

の
「
ま
こ
と
の
姿
」
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
老
齢
と
は
い
え
冥

途
の
や
つ
れ
を
感
じ
さ
せ
ず
、
生
前
の
鵜
使
い
の
興
奮
を
彷
彿
さ
せ
る
と
こ
ろ

に
、
修
羅
物
の
後
シ
テ
を
輝
く
軍
体
と
し
た
世
阿
弥
ら
し
さ
を
認
め
て
よ
い
か

も
知
れ
な
い
。〈
鵜
飼
〉
は
榎
並
の
左
衛
門
五
郎
の
原
作
に
対
し
て
、
世
阿
弥
が

世
阿
弥
作
と
称
す
る
ほ
ど
手
を
入
れ
て
い
る
（
『
申
楽
談
儀
』
）
。 

こ
の
よ
う
に
〈
鵜
飼
〉
の
前
シ
テ
は
鵜
使
い
の
姿
を
化
身
（
複
式
能
の
前
シ

テ
）
と
し
て
利
用
し
、「
ま
こ
と
の
姿
」（
複
式
能
の
後
シ
テ
）
に
重
ね
る
こ
と
で
、

後
シ
テ
が
別
に
い
る
複
式
能
の
前
シ
テ
た
り
得
て
い
る
。
ワ
キ
が
見
た
前
シ
テ

は
鵜
使
い
の
亡
者
を
名
乗
り
、
ワ
キ
か
ら
彼
の
出
現
を
聞
い
た
ア
イ
は
鵜
使
い

の
亡
心
で
あ
ろ
う
と
推
量
す
る
。
『
大
系
』
は
そ
の
「
亡
心
」
を
「
霊
の
化
身
」

と
言
い
換
え
る
が
、「
ま
こ
と
の
姿
」
と
対
に
な
る
狭
義
の
「
化
身
」
で
は
な
い
。

 

ア
イ
を
は
じ
め
所
の
者
に
は
、
〈
鵺
〉
も
〈
鵜
飼
〉
も
「
亡
心
」
は
光
り
物

と
し
か
見
え
て
い
な
い
。
鵺
の
正
体
は
恐
ろ
し
い
変
化
の
物
（
後
シ
テ
）
で
あ

り
、
人
間
で
は
な
い
た
め
、
ワ
キ
の
前
に
現
れ
た
「
亡
心
」（
前
シ
テ
）
が
舟
人

を
装
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
さ
ら
人
間
の
姿
と
は
見
え
」
な
い
（
ワ
キ
の
話
を
聞
い

た
ア
イ
は
「
幽
霊
」
と
推
量
す
る
）
。
一
方
、〈
鵜
飼
〉
の
光
り
物
は
ワ
キ
が
よ
く

見
れ
ば
鵜
使
い
の
姿
を
し
て
い
る
。
彼
は
装
う
ま
で
も
な
く
、
生
死
を
超
え
て

鵜
使
い
で
あ
る
。
そ
こ
に
〈
鵜
飼
〉
の
前
シ
テ
の
特
徴
が
あ
り
、
狭
義
の
「
化

身
」
と
い
う
見
方
は
適
さ
な
い
。 

過
去
・
現
在
の
鵜
使
い
は
ワ
キ
に
よ
る
弔
い
を
経
て
極
楽
に
送
ら
れ
る
。
鵜

使
い
の
未
来
は
極
楽
に
あ
る
が
、
後
場
は
仏
の
姿
を
描
く
こ
と
な
く
、
地
獄
の

悪
鬼
が
後
シ
テ
と
な
っ
て
未
来
を
確
約
す
る
。
ワ
キ
の
弔
い
が
鵜
使
い
の
過
去

の
善
行
（
一
僧
一
宿
の
功
徳
）
を
閻
魔
の
庁
に
喚
起
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
ワ

キ
に
弔
い
を
勧
め
た
ア
イ
は
自
ら
も
供
養
の
石
を
拾
お
う
と
申
し
出
る
。
所
の

大
法
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
ア
イ
は
、
所
の
者
ど
も
に
よ
る
処
刑
を
「
よ
き

い
ま
し
め
」
と
評
価
す
る
側
に
い
る
が
、
ワ
キ
・
ワ
キ
ツ
レ
に
惣
堂
を
紹
介
し
、

後
刻
様
子
を
見
に
行
き
鵜
使
い
の
出
現
を
聞
い
た
こ
と
で
、
仏
法
に
よ
る
救
済

を
手
伝
う
側
に
回
る
。
世
俗
の
身
で
鵜
使
い
の
苦
を
推
量
で
き
る
ア
イ
は
、
ワ

キ
に
知
識
（
物
語
）
を
提
供
す
る
役
割
を
超
え
た
働
き
を
し
て
い
る
。 
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ア
イ
は
シ
テ
の
語
り
に
依
存
し
、
誤
解
す
る
―
―
〈
野
守
〉
の
例

 
〈
鵜
飼
〉
と
同
じ
く
後
場
に
地
獄
の
鬼
が
出
る
〈
野
守
〉
の
場
合
は
、〈
鵜
飼
〉

と
違
い
、
前
シ
テ
の
野
守
の
老
人
と
後
シ
テ
の
鬼
神
は
同
一
体
で
あ
る
。
ワ
キ

の
客
僧
（
山
伏
）
か
ら
先
刻
の
老
人
の
こ
と
を
聞
い
た
ア
イ
（
所
の
者
）
は
、

老
人
は
春
日
野
の
塚
に
住
む
鬼
神
で
あ
ろ
う
と
推
量
し
、
ワ
キ
に
勤
行
し
重
ね

て
奇
特
を
見
る
よ
う
勧
め
る
。『
大
系
』
は
ア
イ
の
推
量
す
る
「
鬼
神
」
を
「
鬼

の
化
身
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
こ
の
〈
野
守
〉
の
ア
イ
の
語
り
も
、
『
大
系
』

の
梗
概
は
【
Ａ
】
の
型
に
属
す
る
。
『
大
系
』
６
段
は
、
ア
イ
の
語
り
を
、

野
守
の
鏡
と
い
う
名
の
由
来
や
は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
の
故
事
を
、
前
ジ
テ

が
話
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
様
に
物
語
る
。

と
要
約
し
て
い
る
。
⑴
《
貞
享
松
井
本
の
本
文
と
梗
概
》
に
つ
い
て
、
貞
享
松

井
本
の
本
文
を
私
に
要
約
す
る
と
、

春
日
野
の
野
守
の
鏡
と
は
、
い
に
し
え
野
守
が
影
を
映
し
た
こ
の
水
を
指

し
、
ま
た
は
野
守
の
水
と
も
言
う
ら
し
い
。
そ
の
わ
け
は
、（
御
狩
り
の
主

体
が
）
御
鷹
を
見
失
わ
れ
、
行
方
を
野
守
に
お
尋
ね
あ
っ
た
時
、
野
守
は

こ
の
水
の
底
に
映
る
影
で
木
居
に
い
る
こ
と
を
答
え
、
（
御
狩
り
の
主
体

が
）「
は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
」
の
歌
を
詠
ま
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
さ
ら

に
、
正
真
の
野
守
の
鏡
と
は
こ
の
塚
に
住
む
鬼
神
の
持
つ
鏡
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。

と
な
る
。
次
に
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本
文
（
〈
野
守
〉
の
底
本
は
元
頼
識

語
本
）
》
を
比
較
す
る
た
め
に
、
『
大
系
』
各
曲
解
題
・
構
成
欄
の
関
係
分
を
抜

き
出
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

３
ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
＝
野
守
の
鏡
の
二
つ
の
語
義
。
／
４
シ
テ
の
物
語

＝
は
し
鷹
の
伝
説
。
／
６
ア
イ
の
物
語
＝
野
守
の
鏡
に
つ
い
て
再
説
。

本
曲
の
素
材
と
さ
れ
た
「
は
し
鷹
の
伝
説
」
と
は
、

は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
得
て
し
が
な
思
ひ
思
は
ず
よ
そ
な
が
ら
見
む

と
い
う
歌
を
め
ぐ
る
「
野
守
の
鏡
」
の
語
源
伝
説
で
あ
り
、
院
政
期
の
歌
学
書

に
諸
説
が
行
わ
れ
る
中
、『
袖
中
抄
』
の
説
に
近
い
と
さ
れ
る
（
『
大
系
』
頭
注
）
。

『
袖
中
抄
』
の
「
野
守
の
鏡
」
の
項
は
右
の
歌
を
掲
げ
た
後
、

〔
一
〕
雄
略
天
皇
の
御
狩
り
の
時
、
御
鷹
を
見
失
い
、
野
守
に
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
野
守
は
水
に
映
る
影
で
御
鷹
の
居
場
所
を
答
え
た
。
以
来
、
野
に

あ
る
水
を
「
は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
」
と
い
う
。
…
〔
二
〕「
野
守
の
鏡
」
と

は
徐
君
が
持
つ
鏡
を
指
す
。
こ
れ
は
人
の
心
の
内
を
照
ら
す
鏡
で
あ
り
、

世
人
が
こ
ぞ
っ
て
欲
し
が
っ
た
た
め
、
徐
君
は
持
ち
遂
げ
ら
れ
な
い
と
思

い
、
塚
の
下
に
埋
め
た
。
…
〔
三
〕「
野
守
の
鏡
」
と
は
野
を
守
る
鬼
の
持

つ
鏡
を
指
す
。
人
の
心
の
内
を
照
ら
す
鏡
で
あ
り
、
鬼
が
惜
し
む
の
を
国

王
が
強
い
て
差
し
出
さ
せ
た
。
…
（
『
歌
学
大
系
別
巻
二
』
に
よ
り
私
に
要

約
し
た
）

な
ど
の
諸
説
を
列
挙
し
て
い
る
。

能
の
本
文
で
は
、
ま
ず
、
「
３
ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
」
に
お
い
て
、
ワ
キ
が

シ
テ
に
由
緒
あ
り
げ
な
水
の
名
を
問
い
、
シ
テ
が
「
野
守
の
鏡
」
と
い
う
名
で

あ
る
と
答
え
る
。
そ
れ
は
野
守
が
朝
夕
こ
の
水
に
影
を
映
す
こ
と
か
ら
付
い
た

名
で
あ
り
、
ま
た
昔
こ
の
春
日
野
に
住
ん
だ
鬼
が
所
持
し
た
鏡
を
「
真
の
野
守

の
鏡
」
と
称
す
る
が
、
鬼
は
昼
は
人
の
姿
で
野
を
守
り
、
夜
は
鬼
の
姿
で
塚
に

住
ん
だ
と
い
う
。
「
野
守
の
鏡
」
に
水
と
鏡
の
両
説
の
い
わ
れ
（
『
大
系
』
に
い四

一
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弥
作
の
女
体
の
能
、
〈
井
筒
〉
と
〈
檜
垣
〉
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
〈
井
筒
〉

の
ア
イ
（
所
の
者
）
の
語
り
の
梗
概
は
、
『
大
系
』
６
段
に 

そ
し
て
有
常
の
娘
と
業
平
の
こ
と
を
、
前
シ
テ
が
話
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
様

に
語
る
。（
中
略
）
そ
の
語
リ
で
は
、
女
が
香
を
た
き
数
珠
を
手
に
「
風
吹

け
ば
」
と
詠
ん
だ
折
、
夫
は
叢
薄
の
か
げ
で
聞
い
て
い
た
と
説
く
。 

と
要
約
・
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
大
系
』
各
曲
解
題
・
構
成
欄
は
、 

４
シ
テ
の
物
語
＝
業
平
と
井
筒
の
女
の
恋
、
筒
井
筒
の
話
、
高
安
通
い
の 

話
。
／
６
ア
イ
の
物
語
＝
業
平
と
女
の
話
の
再
説
。 

と
い
う
記
載
に
な
っ
て
い
る
。〈
井
筒
〉
の
素
材
と
な
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
二
三

段
の
「
業
平
と
女
の
話
」
は
、 

〔
一
〕
幼
少
期
に
井
の
も
と
で
遊
ん
だ
男
女
は
成
長
す
る
に
つ
れ
恥
ず
か

し
が
っ
て
い
た
が
、
男
が
求
婚
の
歌
を
詠
み
、
女
も
こ
れ
に
応
じ
て
、
遂

に
夫
婦
と
な
っ
た
。〔
二
〕
男
は
河
内
の
国
高
安
の
郡
に
住
む
別
の
女
の
も

と
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
元
の
女
は
不
快
な
顔
を
見
せ
ず
男
を
送
り

出
す
の
で
、
男
は
女
の
浮
気
を
疑
い
、
前
栽
の
中
に
隠
れ
て
女
の
様
子
を

う
か
が
う
と
、
女
は
き
れ
い
に
化
粧
を
し
て
夜
道
を
行
く
男
の
身
を
案
ず

る
歌
を
詠
ん
だ
。
こ
れ
を
聞
い
た
男
は
河
内
通
い
を
止
め
た
。〔
三
〕
男
が

ま
れ
に
高
安
の
女
を
訪
ね
、
自
ら
飯
を
盛
る
女
の
様
子
を
見
て
か
ら
は
、

嫌
気
が
さ
し
て
行
か
な
く
な
っ
た
。 

と
い
う
三
段
落
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
内
、〔
三
〕
は
男
の
浮
気
の
相
手
の
話

で
あ
り
、
能
の
本
文
で
も
間
狂
言
で
も
言
及
し
な
い
。 

次
に
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本
文
（
〈
井
筒
〉
の
底
本
は
下
村
識
語
本
）
》

を
比
較
す
る
と
、
間
狂
言
よ
り
前
に
位
置
す
る
「
４
シ
テ
の
物
語
」
の
内
容
は
、 

［
ク
リ
］
在
原
の
業
平
は
長
年
、
石
上
の
在
原
寺
に
住
ん
で
い
た
。［
サ
シ
］

女
（
紀
有
常
の
娘
）
は
男
（
在
原
の
業
平
）
の
高
安
通
い
を
歌
の
力
で
止
め

た
。［
ク
セ
］
幼
少
期
の
二
人
は
井
筒
に
影
を
水
鏡
し
て
遊
ん
だ
。
成
長
す

る
に
つ
れ
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
た
が
、
男
が
求
婚
の
歌
を
詠
み
、
女
も
こ

れ
に
応
じ
て
、（
遂
に
夫
婦
と
な
り
）
女
は
「
筒
井
筒
の
女
」
と
呼
ば
れ
た
。 

と
要
約
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
が
明
言
し
な
い
地
名
や
人
名
を
特 

定
し
、
幼
少
期
の
遊
び
に
水
鏡
を
含
め
、
歌
ゆ
え
に
付
い
た
女
の
あ
だ
名
ま
で 

披
露
す
る
な
ど
、
女
主
人
公
の
視
点
で
再
構
成
し
て
い
る
部
分
が
少
な
く
な
い
。 

歌
句
を
は
じ
め
と
す
る
本
文
異
同
の
問
題
（
10
）
と
は
別
に
、［
サ
シ
］
か
ら
［
ク 

セ
］
へ
時
間
（
年
齢
）
を
さ
か
の
ぼ
る
語
り
方
を
す
る
の
も
、
女
主
人
公
が
「
井 

筒
の
女
」（
５
段
［
ロ
ン
ギ
］
）
と
い
う
あ
だ
名
に
執
着
す
る
こ
と
に
よ
ろ
う
。「
高 

安
通
い
の
話
」
に
し
て
も
、
女
主
人
公
は
〔
三
〕
を
知
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、 

〔
二
〕
の
傍
線
部
は
男
が
見
た
女
の
様
子
を
語
る
の
で
あ
り
、
女
自
身
は
男
が 

ひ
と
叢
薄
の
か
げ
で
う
か
が
う
気
配
を
知
ら
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。
シ
テ
は 

男
（
や
語
り
手
）
の
視
線
で
語
ら
れ
る
自
分
よ
り
、
自
分
に
し
か
分
か
ら
な
い 

大
切
な
思
い
出
を
語
り
（
前
シ
テ
）
、
思
い
出
を
偲
ぶ
姿
態
を
見
せ
て
い
る
（
後 

シ
テ
）
と
言
え
る
。 

こ
の
よ
う
な
内
容
の
「
４
シ
テ
の
物
語
」
に
対
し
て
、「
６
ア
イ
の
物
語
」
は
、

〔
一
〕
〔
二
〕
の
順
に
『
伊
勢
物
語
』
を
な
ぞ
り
（
11
）
、
井
の
も
と
の
遊
び
に

水
鏡
を
含
め
ず
、
シ
テ
の
執
着
す
る
あ
だ
名
に
言
及
し
な
い
。
代
わ
り
に
女
の

様
子
を
描
く
傍
線
部
は
、
『
伊
勢
物
語
』
に
い
う
化
粧
に
加
え
て
、
「
香
を
た
き

（
花
を
供
じ
）
数
珠
を
手
に
」
す
る
（
括
弧
内
は
『
大
系
』
梗
概
で
は
省
略
さ
れ

て
い
る
）
と
脚
色
し
て
い
る
。
数
珠
を
手
に
花
水
を
手
向
け
て
古
塚
に
回
向
す

 
一〇 

う
「
二
つ
の
語
義
」
）
が
あ
る
と
聞
い
た
ワ
キ
は
、
さ
ら
に
歌
に
詠
ま
れ
た
「
は

し
鷹
の
野
守
の
鏡
」
も
こ
の
水
の
こ
と
か
と
尋
ね
る
。
そ
こ
で
、
シ
テ
は
前
掲

の
ア
イ
の
語
り
と
ほ
ぼ
同
様
の
話
を
物
語
る
（
「
４
シ
テ
の
物
語
」
）
。

両
者
は
ほ
ぼ
同
様
の
話
で
あ
っ
て
も
、
歌
の
詠
み
人
に
関
す
る
部
分
が
異
な

る
。
ア
イ
の
語
り
で
は
前
掲
波
線
部
の
よ
う
に
御
狩
り
の
主
体
が
歌
を
詠
ん
だ

と
す
る
。
間
狂
言
の
諸
本
で
は
、
貞
享
松
井
本
が
狩
の
主
体
が
だ
れ
か
を
明
示

せ
ず
、
狩
人
が
野
守
の
答
え
を
不
審
に
思
い
こ
の
水
を
覗
く
行
為
に
「
ミ
タ
マ

エ
バ
【
御
覧
じ
け
れ
ば
】
」
と
敬
語
を
使
用
し
、
大
蔵
虎
明
本
は
「
狩
人
数
多
バ

ツ
ト
寄
テ
御
覧
ジ
候
へ
ハ
」
と
、
狩
り
の
主
体
以
外
の
複
数
の
狩
人
に
も
敬
語

を
使
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
本
の
ア
イ
の
語
り
で
は
、「
御
歌
」
の

詠
み
人
が
狩
り
の
主
体
か
狩
人
の
一
人
か
不
明
瞭
な
ま
ま
、
狩
り
当
時
に
詠
ま

れ
た
歌
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
テ
の
語
り
で
は
、
シ
テ
が
水
面
を
見
込
み
、
狩
人
が
鷹

を
見
つ
け
た
場
面
を
、
狩
人
の
行
為
に
敬
語
を
使
用
せ
ず
再
現
し
た
後
、
こ
の

歌
を
引
い
て
「
と
詠
み
し
も
、
こ
の
鷹
を
映
す
ゆ
ゑ
な
り
」
と
解
説
す
る
。「
と

詠
み
給
ひ
し
も
」
と
敬
語
を
使
用
し
な
い
の
は
、
歌
の
詠
み
人
を
狩
り
の
主
体

と
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
か
と
い
っ
て
狩
人
が
歌
を
詠
ん
だ
の
で
は
狩
り

の
主
体
の
存
在
を
差
し
置
く
扱
い
に
な
る
。

も
と
も
と
こ
の
歌
は
、
恋
の
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
か
、
思
っ
て
い
な

い
か
、「
は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
」
を
手
に
入
れ
て
映
し
て
見
よ
う
、
と
い
う
意
味

で
詠
ま
れ
た
。『
新
古
今
集
』
に
は
恋
歌
五
の
巻
に
入
れ
、
詠
み
人
知
ら
ず
と
し

て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
『
袖
中
抄
』
の
〔
一
〕
に
記
載
す
る
故
事
を
踏
ま
え
て
、

後
の
別
人
が
詠
ん
だ
と
解
さ
れ
て
き
た
。〔
一
〕
で
は
狩
り
の
主
体
を
雄
略
天
皇

（
『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
天
智
天
皇
）
と
し
、
シ
テ
も
「
畏
き
時
世
と
て
、
み
狩
も

繁
き
…
叡
慮
に
か
か
る
」
と
述
べ
て
、
狩
り
の
主
体
を
天
皇
と
す
る
。
し
か
し
、

シ
テ
が
故
事
・
歌
・
解
説
・
懐
旧
の
順
に
語
る
た
め
、
間
狂
言
の
本
文
で
は
故

事
と
歌
と
を
一
連
の
も
の
と
受
け
止
め
、
狩
り
の
主
体
の
天
皇
、
ま
た
は
高
位

の
狩
人
た
ち
が
こ
の
歌
を
「
詠
ま
せ
ら
れ
」
、
以
来
名
水
と
な
っ
た
と
し
て
し
ま

う
（
9
）
。

能
の
本
文
で
も
間
狂
言
の
本
文
で
も
、
〔
一
〕
を
踏
ま
え
て
雄
略
天
皇
の
名

前
を
消
し
、〔
三
〕
を
踏
ま
え
て
〔
二
〕
の
徐
君
の
名
前
を
消
し
て
い
る
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
本
来
別
物
の
〔
一
〕
の
水
と
〔
三
〕
の
鏡
を
、
と
も
に
春
日
野

の
「
野
守
の
鏡
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
能
の
本
文
で
も
間
狂
言

の
本
文
で
も
、「
は
し
鷹
の
野
守
の
鏡
」
の
い
わ
れ
を
語
る
前
に
、
は
し
鷹
で
は

な
く
野
守
が
自
分
の
影
を
映
す
水
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
付
い
た
と
説
明

す
る
。
こ
れ
は
〔
一
〕
に
は
な
い
説
明
で
あ
り
、
３
段
・
４
段
で
思
い
出
を
慕

う
述
懐
と
併
せ
て
、
鏡
を
持
つ
後
シ
テ
の
鬼
神
と
釣
り
合
う
個
性
を
前
シ
テ
に

与
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
イ
の
語
り
は
歌
学
書
で
は
な
く
シ
テ
の
語
り
に
依
存
し
て
、

理
解
が
及
ば
ず
故
事
と
歌
を
短
絡
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
シ

テ
の
語
り
の
信
憑
性
を
相
対
的
に
高
め
て
い
る
。
そ
れ
が
ア
イ
の
語
り
の
役
割

で
あ
る
、
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

五

ア
イ
の
語
り
は
シ
テ
の
語
り
を
再
説
で
き
な
い
―
―
〈
井
筒
〉
の
例

 

次
に
、
ア
イ
の
語
り
の
梗
概
が
【
Ａ
】
の
型
に
属
す
る
作
品
と
し
て
、
世
阿 四

二
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弥
作
の
女
体
の
能
、
〈
井
筒
〉
と
〈
檜
垣
〉
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
〈
井
筒
〉

の
ア
イ
（
所
の
者
）
の
語
り
の
梗
概
は
、
『
大
系
』
６
段
に 

そ
し
て
有
常
の
娘
と
業
平
の
こ
と
を
、
前
シ
テ
が
話
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
様

に
語
る
。（
中
略
）
そ
の
語
リ
で
は
、
女
が
香
を
た
き
数
珠
を
手
に
「
風
吹

け
ば
」
と
詠
ん
だ
折
、
夫
は
叢
薄
の
か
げ
で
聞
い
て
い
た
と
説
く
。 

と
要
約
・
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
大
系
』
各
曲
解
題
・
構
成
欄
は
、 

４
シ
テ
の
物
語
＝
業
平
と
井
筒
の
女
の
恋
、
筒
井
筒
の
話
、
高
安
通
い
の 

話
。
／
６
ア
イ
の
物
語
＝
業
平
と
女
の
話
の
再
説
。 

と
い
う
記
載
に
な
っ
て
い
る
。〈
井
筒
〉
の
素
材
と
な
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
二
三

段
の
「
業
平
と
女
の
話
」
は
、 

〔
一
〕
幼
少
期
に
井
の
も
と
で
遊
ん
だ
男
女
は
成
長
す
る
に
つ
れ
恥
ず
か

し
が
っ
て
い
た
が
、
男
が
求
婚
の
歌
を
詠
み
、
女
も
こ
れ
に
応
じ
て
、
遂

に
夫
婦
と
な
っ
た
。〔
二
〕
男
は
河
内
の
国
高
安
の
郡
に
住
む
別
の
女
の
も

と
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
元
の
女
は
不
快
な
顔
を
見
せ
ず
男
を
送
り

出
す
の
で
、
男
は
女
の
浮
気
を
疑
い
、
前
栽
の
中
に
隠
れ
て
女
の
様
子
を

う
か
が
う
と
、
女
は
き
れ
い
に
化
粧
を
し
て
夜
道
を
行
く
男
の
身
を
案
ず

る
歌
を
詠
ん
だ
。
こ
れ
を
聞
い
た
男
は
河
内
通
い
を
止
め
た
。〔
三
〕
男
が

ま
れ
に
高
安
の
女
を
訪
ね
、
自
ら
飯
を
盛
る
女
の
様
子
を
見
て
か
ら
は
、

嫌
気
が
さ
し
て
行
か
な
く
な
っ
た
。 

と
い
う
三
段
落
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
内
、〔
三
〕
は
男
の
浮
気
の
相
手
の
話

で
あ
り
、
能
の
本
文
で
も
間
狂
言
で
も
言
及
し
な
い
。 

次
に
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本
文
（
〈
井
筒
〉
の
底
本
は
下
村
識
語
本
）
》

を
比
較
す
る
と
、
間
狂
言
よ
り
前
に
位
置
す
る
「
４
シ
テ
の
物
語
」
の
内
容
は
、 

［
ク
リ
］
在
原
の
業
平
は
長
年
、
石
上
の
在
原
寺
に
住
ん
で
い
た
。［
サ
シ
］

女
（
紀
有
常
の
娘
）
は
男
（
在
原
の
業
平
）
の
高
安
通
い
を
歌
の
力
で
止
め

た
。［
ク
セ
］
幼
少
期
の
二
人
は
井
筒
に
影
を
水
鏡
し
て
遊
ん
だ
。
成
長
す

る
に
つ
れ
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
た
が
、
男
が
求
婚
の
歌
を
詠
み
、
女
も
こ

れ
に
応
じ
て
、（
遂
に
夫
婦
と
な
り
）
女
は
「
筒
井
筒
の
女
」
と
呼
ば
れ
た
。 

と
要
約
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
が
明
言
し
な
い
地
名
や
人
名
を
特 

定
し
、
幼
少
期
の
遊
び
に
水
鏡
を
含
め
、
歌
ゆ
え
に
付
い
た
女
の
あ
だ
名
ま
で 

披
露
す
る
な
ど
、
女
主
人
公
の
視
点
で
再
構
成
し
て
い
る
部
分
が
少
な
く
な
い
。 

歌
句
を
は
じ
め
と
す
る
本
文
異
同
の
問
題
（
10
）
と
は
別
に
、［
サ
シ
］
か
ら
［
ク 

セ
］
へ
時
間
（
年
齢
）
を
さ
か
の
ぼ
る
語
り
方
を
す
る
の
も
、
女
主
人
公
が
「
井 

筒
の
女
」（
５
段
［
ロ
ン
ギ
］
）
と
い
う
あ
だ
名
に
執
着
す
る
こ
と
に
よ
ろ
う
。「
高 

安
通
い
の
話
」
に
し
て
も
、
女
主
人
公
は
〔
三
〕
を
知
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、 

〔
二
〕
の
傍
線
部
は
男
が
見
た
女
の
様
子
を
語
る
の
で
あ
り
、
女
自
身
は
男
が 

ひ
と
叢
薄
の
か
げ
で
う
か
が
う
気
配
を
知
ら
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。
シ
テ
は 

男
（
や
語
り
手
）
の
視
線
で
語
ら
れ
る
自
分
よ
り
、
自
分
に
し
か
分
か
ら
な
い 

大
切
な
思
い
出
を
語
り
（
前
シ
テ
）
、
思
い
出
を
偲
ぶ
姿
態
を
見
せ
て
い
る
（
後 

シ
テ
）
と
言
え
る
。 

こ
の
よ
う
な
内
容
の
「
４
シ
テ
の
物
語
」
に
対
し
て
、「
６
ア
イ
の
物
語
」
は
、

〔
一
〕
〔
二
〕
の
順
に
『
伊
勢
物
語
』
を
な
ぞ
り
（
11
）
、
井
の
も
と
の
遊
び
に

水
鏡
を
含
め
ず
、
シ
テ
の
執
着
す
る
あ
だ
名
に
言
及
し
な
い
。
代
わ
り
に
女
の

様
子
を
描
く
傍
線
部
は
、
『
伊
勢
物
語
』
に
い
う
化
粧
に
加
え
て
、
「
香
を
た
き

（
花
を
供
じ
）
数
珠
を
手
に
」
す
る
（
括
弧
内
は
『
大
系
』
梗
概
で
は
省
略
さ
れ

て
い
る
）
と
脚
色
し
て
い
る
。
数
珠
を
手
に
花
水
を
手
向
け
て
古
塚
に
回
向
す四

三
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事
＝
思
い
出
の
舞
。 

と
い
う
記
載
が
あ
る
。『
大
系
』
所
収
下
村
識
語
本
に
よ
っ
て
私
に
能
の
本
文
を

要
約
す
る
と
、
こ
の
両
段
で
は
、 

藤
原
興
範
は
女
に
若
い
頃
の
白
拍
子
の
芸
を
所
望
す
る
。
女
は
粗
末
な
衣

装
で
今
更
舞
え
な
い
と
固
辞
す
る
が
、
頻
り
に
要
請
さ
れ
て
や
む
を
得
ず
、

身
の
果
て
の
姿
で
「
昔
を
今
に
帰
し
た
い
」
と
歌
い
舞
っ
た
。 

と
い
う
伝
説
の
続
き
が
語
ら
れ
る
。
同
じ
日
の
出
来
事
な
の
に
、
ア
イ
は
こ
の

伝
説
の
続
き
を
知
ら
な
い
。 

ア
イ
の
再
説
す
る
伝
説
は
「
み
つ
は
ぐ
む
」
の
歌
を
頂
点
に
構
成
さ
れ
る
。

前
シ
テ
は
「
か
の
後
撰
集
の
歌
」
で
あ
る
と
明
言
し
、
憐
れ
み
の
視
線
を
は
ね

返
す
歌
の
機
知
は
、
「
事
好
む
女
」
（
同
集
左
注
）
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ

る
。〈
檜
垣
〉
に
お
け
る
伝
説
で
は
、
そ
の
女
を
た
だ
の
遊
女
で
は
な
く
、
太
宰

府
在
住
期
に
白
拍
子
を
し
て
い
た
と
す
る
。 

名
高
い
伝
説
は
女
が
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
ア
イ
の
語
り
も
ワ
キ

の
知
識
も
、
伝
説
の
一
般
的
理
解
は
そ
の
範
囲
を
出
な
い
。
そ
の
範
囲
で
は
、

藤
原
興
範
も
水
の
所
望
者
に
過
ぎ
な
い
。
一
方
、
後
シ
テ
の
物
語
で
は
、
藤
原

興
範
は
白
拍
子
の
芸
の
所
望
者
と
し
て
登
場
す
る
。
彼
が
ど
う
い
う
感
興
を
覚

え
た
か
ど
う
か
よ
り
、
女
に
と
っ
て
は
白
拍
子
の
身
の
果
て
を
舞
え
た
こ
と
が
、

死
後
も
忘
れ
得
ぬ
思
い
出
に
な
っ
た
。 

同
じ
日
の
出
来
事
の
内
、
藤
原
興
範
を
相
手
に
詠
ん
だ
歌
は
、
女
に
歌
人
の

誉
れ
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、「
み
つ
は
ぐ
む
老
い
の
姿
」
と
対
比
さ
れ
る
黒

髪
の
昔
、
女
は
舞
女
の
誉
れ
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
評
判
を
伝
え
聞
い
て
、

藤
原
興
範
は
い
に
し
え
の
白
拍
子
芸
を
所
望
し
た
。
そ
の
時
の
女
に
は
、
老
い

を
嘆
い
て
み
せ
る
歌
は
詠
め
て
も
、
舞
女
の
誉
れ
は
取
り
返
し
よ
う
が
な
い
。

そ
れ
で
も
、
そ
の
心
境
を
女
の
老
い
た
身
体
で
表
現
で
き
た
。 

若
き
日
の
舞
女
の
誉
れ
は
、
女
よ
り
若
い
藤
原
興
範
を
含
め
、
も
は
や
見
知

る
者
が
い
な
い
。
老
い
た
女
が
執
着
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
再
現
は
か
な
わ
な

い
。
時
よ
「
昔
に
帰
れ
」
と
願
う
気
持
ち
は
、
身
の
果
て
の
今
こ
そ
切
実
で
あ

る
。
幽
霊
は
歌
の
誉
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
極
老
の
白
拍
子
芸
を
再
現
す
る
。 

後
シ
テ
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
物
語
の
真
実
は
、
後
場
の
ワ
キ
が
眠
ら
ず
に

幻
視
す
る
。
そ
れ
は
、
ワ
キ
が
岩
戸
観
音
に
三
年
間
参
籠
し
た
成
果
と
見
ら
れ

る
（
12
）
。
歌
の
誉
れ
の
伝
説
は
ワ
キ
も
知
り
、
ア
イ
も
再
説
で
き
る
。
伝
説
の

続
き
を
ア
イ
は
知
ら
ず
、
ワ
キ
は
修
行
の
奇
特
に
初
め
て
知
っ
た
。
檜
垣
の
女

は
歌
人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
白
拍
子
の
生
を
老
後
ま
で
貫
い
た
。
老
い
の
嘆

き
は
、
歌
に
詠
む
こ
と
も
、
舞
で
表
現
す
る
こ
と
も
、
長
年
鍛
え
た
芸
で
あ
る

に
違
い
な
い
。
秘
め
ら
れ
た
伝
説
の
続
き
に
、
ワ
キ
は
こ
う
し
て
近
づ
い
て
ゆ

く
。
ア
イ
は
そ
の
過
程
を
半
ば
共
に
し
な
が
ら
、
伝
説
の
続
き
へ
の
入
口
で
ワ

キ
を
見
送
る
こ
と
に
な
る
。 

 

七

ア
イ
は
昔
を
再
説
し
、
シ
テ
の
今
を
語
ら
な
い
―
―
〈
遊
行
柳
〉
の
例

 

右
に
見
て
き
た
世
阿
弥
の
作
品
に
遅
れ
る
時
期
、
観
世
信
光
作
と
推
定
さ
れ

る
〈
遊
行
柳
〉
も
、
ア
イ
の
語
り
の
梗
概
が
【
Ａ
】
の
型
に
要
約
さ
れ
る
。『
大

系
』
４
段
の
梗
概
に
は
、 

そ
し
て
、
西
行
の
「
道
の
べ
の
」
の
詠
歌
や
先
の
遊
行
上
人
の
通
行
の
こ

と
を
、
前
ジ
テ
が
話
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
様
に
物
語
る
。 

 
一二 

る
前
シ
テ
の
姿
に
通
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
在
原
寺
の
古
塚
に
は
「
ひ
と

叢
薄
」
が
穂
を
出
し
て
い
て
、
ア
イ
は
男
が
隠
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
の
前
栽
も

こ
の
「
ひ
と
叢
薄
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
イ
の
物
語
は
、
シ
テ

の
物
語
に
比
べ
る
と
『
伊
勢
物
語
』
を
継
承
し
て
常
識
的
で
あ
り
、
か
つ
所
の

者
と
し
て
物
語
世
界
に
立
ち
入
り
、
脚
色
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

「
４
シ
テ
の
物
語
」
の
後
に
「
６
ア
イ
の
物
語
」
が
位
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ア
イ
の
物
語
を
聞
く
観
客
の
中
に
は
、
そ
う
い
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
は
〔
一
〕

〔
二
〕
の
順
に
語
ら
れ
、〔
一
〕
に
水
鏡
が
話
題
に
な
ら
ず
、
あ
だ
名
の
流
布
も

『
伊
勢
物
語
』
本
文
に
な
か
っ
た
、
と
気
づ
く
者
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
さ

ら
に
後
シ
テ
が
水
鏡
す
る
姿
態
を
見
て
、
そ
れ
が
不
在
の
男
を
偲
ぶ
手
段
で
あ

る
と
同
時
に
幼
少
期
の
思
い
出
に
つ
な
が
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
シ
テ

の
物
語
の
真
実
は
、
『
伊
勢
物
語
』
を
〔
二
〕
〔
一
〕
の
順
に
語
り
、
水
鏡
や
あ

だ
名
に
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
イ
の
物
語
の
分
際

で
は
シ
テ
の
物
語
を
再
説
で
き
な
い
、
そ
の
水
準
に
及
ば
な
い
こ
と
に
意
味
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

六

ア
イ
は
後
シ
テ
の
語
り
を
知
ら
ず
に
語
る
―
―
〈
檜
垣
〉
の
例

 

〈
井
筒
〉
と
同
じ
世
阿
弥
作
の
女
体
能
で
あ
る
〈
檜
垣
〉
も
、
ア
イ
の
語
り

の
梗
概
が
、
【
Ａ
】
の
型
に
要
約
さ
れ
る
。
『
大
系
』
６
段
の
梗
概
に
は
、 

（
ア
イ
は
）
そ
し
て
ワ
キ
の
質
問
に
答
え
て
、
檜
垣
の
女
の
素
姓
・
年
経

れ
ば
の
歌
・
み
つ
は
く
む
の
語
義
な
ど
を
、
前
シ
テ
が
話
し
た
の
と
ほ
ぼ

同
様
に
語
る
。 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
梗
概
と
は
別
に
、『
大
系
』
各
曲
解
題
・
構
成
欄
に
は
、 

３
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対
＝
「
み
つ
は
く
む
」
の
歌
の
説
明
、
本
性
を
明
か

し
て
消
え
る
。
／
４
ア
イ
の
物
語
＝
檜
垣
の
女
の
伝
説
の
再
説
。 

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
そ
こ
で
⑴
《
貞
享
松
井
本
の
本
文
と
梗
概
》
に
つ
い
て
、

貞
享
松
井
本
の
本
文
の
語
り
の
部
分
を
私
に
要
約
す
る
と
、 

昔
、
筑
前
の
太
宰
府
に
檜
垣
を
し
つ
ら
え
て
住
ん
だ
白
拍
子
を
檜
垣
の
女

と
呼
び
慣
わ
し
た
。
女
は
そ
の
後
老
衰
し
て
白
川
辺
に
住
み
、
こ
こ
で
も

好
き
な
檜
垣
を
し
つ
ら
え
た
と
伝
え
る
。
藤
原
興
範
が
近
く
を
通
り
か
か

り
水
を
所
望
し
た
の
で
、
女
は
水
を
汲
ん
で
給
仕
す
る
際
、「
み
つ
は
ぐ
む
」

の
歌
を
詠
ん
だ
。「
み
つ
は
ぐ
む
」
と
は
水
を
汲
む
意
で
は
な
く
、
年
老
い

て
腰
の
か
が
む
こ
と
を
指
す
と
聞
い
て
い
る
。 

と
な
る
。
次
に
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本
文
（
〈
檜
垣
〉
の
底
本
は
下
村
識

語
本
）
》
を
比
較
す
る
と
、
ま
ず
ワ
キ
（
岩
戸
山
に
居
住
す
る
僧
）
は
檜
垣
の
女

の
伝
説
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
女
が
「
み
つ
は
ぐ
む
」
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と

も
知
っ
て
い
る
。
そ
の
語
義
は
前
シ
テ
（
里
の
老
女
）
が
ワ
キ
に
教
え
る
。
ア

イ
（
所
の
者
）
は
ワ
キ
も
知
る
伝
説
に
傍
線
部
を
付
け
加
え
て
い
る
。
ワ
キ
が

前
シ
テ
に
教
え
ら
れ
る
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
語
義
の
説
明
も
（
波
線
部
）
、
ワ

キ
よ
り
長
く
こ
の
地
に
住
む
ア
イ
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
は
確
か

め
よ
う
が
な
く
、
シ
テ
（
前
場
・
後
場
と
も
）
の
語
り
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い

る
。
そ
こ
に
ア
イ
の
語
り
の
分
際
が
う
か
が
わ
れ
る
。 

〈
檜
垣
〉
に
は
後
場
に
も
シ
テ
の
物
語
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。『
大
系
』
各
曲

解
題
・
構
成
欄
に
は
、 

８
シ
テ
の
物
語
＝
因
果
の
水
、
舞
姫
の
末
路
の
あ
わ
れ
。
／
９
シ
テ
の
舞 四

四
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事
＝
思
い
出
の
舞
。 

と
い
う
記
載
が
あ
る
。『
大
系
』
所
収
下
村
識
語
本
に
よ
っ
て
私
に
能
の
本
文
を

要
約
す
る
と
、
こ
の
両
段
で
は
、 

藤
原
興
範
は
女
に
若
い
頃
の
白
拍
子
の
芸
を
所
望
す
る
。
女
は
粗
末
な
衣

装
で
今
更
舞
え
な
い
と
固
辞
す
る
が
、
頻
り
に
要
請
さ
れ
て
や
む
を
得
ず
、

身
の
果
て
の
姿
で
「
昔
を
今
に
帰
し
た
い
」
と
歌
い
舞
っ
た
。 

と
い
う
伝
説
の
続
き
が
語
ら
れ
る
。
同
じ
日
の
出
来
事
な
の
に
、
ア
イ
は
こ
の

伝
説
の
続
き
を
知
ら
な
い
。 

ア
イ
の
再
説
す
る
伝
説
は
「
み
つ
は
ぐ
む
」
の
歌
を
頂
点
に
構
成
さ
れ
る
。

前
シ
テ
は
「
か
の
後
撰
集
の
歌
」
で
あ
る
と
明
言
し
、
憐
れ
み
の
視
線
を
は
ね

返
す
歌
の
機
知
は
、
「
事
好
む
女
」（
同
集
左
注
）
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ

る
。〈
檜
垣
〉
に
お
け
る
伝
説
で
は
、
そ
の
女
を
た
だ
の
遊
女
で
は
な
く
、
太
宰

府
在
住
期
に
白
拍
子
を
し
て
い
た
と
す
る
。 

名
高
い
伝
説
は
女
が
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
ア
イ
の
語
り
も
ワ
キ

の
知
識
も
、
伝
説
の
一
般
的
理
解
は
そ
の
範
囲
を
出
な
い
。
そ
の
範
囲
で
は
、

藤
原
興
範
も
水
の
所
望
者
に
過
ぎ
な
い
。
一
方
、
後
シ
テ
の
物
語
で
は
、
藤
原

興
範
は
白
拍
子
の
芸
の
所
望
者
と
し
て
登
場
す
る
。
彼
が
ど
う
い
う
感
興
を
覚

え
た
か
ど
う
か
よ
り
、
女
に
と
っ
て
は
白
拍
子
の
身
の
果
て
を
舞
え
た
こ
と
が
、

死
後
も
忘
れ
得
ぬ
思
い
出
に
な
っ
た
。 

同
じ
日
の
出
来
事
の
内
、
藤
原
興
範
を
相
手
に
詠
ん
だ
歌
は
、
女
に
歌
人
の

誉
れ
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、「
み
つ
は
ぐ
む
老
い
の
姿
」
と
対
比
さ
れ
る
黒

髪
の
昔
、
女
は
舞
女
の
誉
れ
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
評
判
を
伝
え
聞
い
て
、

藤
原
興
範
は
い
に
し
え
の
白
拍
子
芸
を
所
望
し
た
。
そ
の
時
の
女
に
は
、
老
い

を
嘆
い
て
み
せ
る
歌
は
詠
め
て
も
、
舞
女
の
誉
れ
は
取
り
返
し
よ
う
が
な
い
。

そ
れ
で
も
、
そ
の
心
境
を
女
の
老
い
た
身
体
で
表
現
で
き
た
。 

若
き
日
の
舞
女
の
誉
れ
は
、
女
よ
り
若
い
藤
原
興
範
を
含
め
、
も
は
や
見
知

る
者
が
い
な
い
。
老
い
た
女
が
執
着
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
再
現
は
か
な
わ
な

い
。
時
よ
「
昔
に
帰
れ
」
と
願
う
気
持
ち
は
、
身
の
果
て
の
今
こ
そ
切
実
で
あ

る
。
幽
霊
は
歌
の
誉
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
極
老
の
白
拍
子
芸
を
再
現
す
る
。 

後
シ
テ
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
物
語
の
真
実
は
、
後
場
の
ワ
キ
が
眠
ら
ず
に

幻
視
す
る
。
そ
れ
は
、
ワ
キ
が
岩
戸
観
音
に
三
年
間
参
籠
し
た
成
果
と
見
ら
れ

る
（
12
）
。
歌
の
誉
れ
の
伝
説
は
ワ
キ
も
知
り
、
ア
イ
も
再
説
で
き
る
。
伝
説
の

続
き
を
ア
イ
は
知
ら
ず
、
ワ
キ
は
修
行
の
奇
特
に
初
め
て
知
っ
た
。
檜
垣
の
女

は
歌
人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
白
拍
子
の
生
を
老
後
ま
で
貫
い
た
。
老
い
の
嘆

き
は
、
歌
に
詠
む
こ
と
も
、
舞
で
表
現
す
る
こ
と
も
、
長
年
鍛
え
た
芸
で
あ
る

に
違
い
な
い
。
秘
め
ら
れ
た
伝
説
の
続
き
に
、
ワ
キ
は
こ
う
し
て
近
づ
い
て
ゆ

く
。
ア
イ
は
そ
の
過
程
を
半
ば
共
に
し
な
が
ら
、
伝
説
の
続
き
へ
の
入
口
で
ワ

キ
を
見
送
る
こ
と
に
な
る
。 

 

七

ア
イ
は
昔
を
再
説
し
、
シ
テ
の
今
を
語
ら
な
い
―
―
〈
遊
行
柳
〉
の
例

 

右
に
見
て
き
た
世
阿
弥
の
作
品
に
遅
れ
る
時
期
、
観
世
信
光
作
と
推
定
さ
れ

る
〈
遊
行
柳
〉
も
、
ア
イ
の
語
り
の
梗
概
が
【
Ａ
】
の
型
に
要
約
さ
れ
る
。『
大

系
』
４
段
の
梗
概
に
は
、 

そ
し
て
、
西
行
の
「
道
の
べ
の
」
の
詠
歌
や
先
の
遊
行
上
人
の
通
行
の
こ

と
を
、
前
ジ
テ
が
話
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
様
に
物
語
る
。 

四
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と
こ
の
た
び
の
ワ
キ
の
訪
れ
と
の
間
に
、
ワ
キ
と
相
似
す
る
先
年
の
遊
行
上
人

の
下
向
を
挿
入
す
る
の
は
、
柳
の
精
が
西
行
の
歌
に
詠
ま
れ
た
名
誉
と
そ
の
再

現
よ
り
、
草
木
成
仏
を
願
う
朽
ち
木
の
現
在
に
注
意
を
集
め
た
い
た
め
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
先
年
と
こ
の
た
び
と
の
間
で
も
時
は
流
れ
、
先
年
通
行
で
き

た
街
道
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。「
朽
ち
木
の
柳
」
は
そ
の
間
に
も
老
朽
化
が
進
ん

で
い
る
。 

昔
の
街
道
の
道
の
辺
の
柳
は
西
行
の
歌
に
詠
ま
れ
て
名
木
と
な
っ
た
。
さ
わ

や
か
な
木
蔭
を
旅
人
に
提
供
し
た
柳
は
、
樹
齢
を
重
ね
て
今
や
「
朽
ち
木
の
柳
」

と
し
て
名
木
を
自
称
す
る
。
前
シ
テ
が
ワ
キ
を
案
内
す
る
昔
の
街
道
は
、
今
や

人
跡
絶
え
て
荒
れ
果
て
て
い
る
。
名
木
は
浅
茅
が
原
を
分
け
入
っ
た
先
の
古
塚

に
朽
ち
残
っ
て
い
る
。
少
し
遅
れ
て
ア
イ
が
、
上
下
の
旅
人
を
見
て
心
を
慰
め

よ
う
と
、
古
塚
の
柳
の
あ
た
り
へ
来
て
ワ
キ
を
見
つ
け
る
。
ア
イ
の
言
葉
に
従

う
な
ら
、
街
道
は
今
も
利
用
さ
れ
て
い
て
、
所
の
者
も
逍
遙
に
出
た
く
な
る
ほ

ど
、
一
帯
に
は
清
新
な
空
気
が
通
っ
て
い
る
。
同
じ
風
景
が
ワ
キ
と
ア
イ
と
で

異
な
っ
て
見
え
る
理
由
を
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

シ
テ
が
ワ
キ
に
見
せ
て
い
る
荒
涼
と
し
た
風
景
は
、
「
朽
ち
木
の
柳
」
の
心

象
風
景
に
似
て
い
よ
う
。
シ
テ
は
ア
イ
の
目
に
映
る
実
際
よ
り
も
古
色
を
加
え
、

十
念
を
授
か
る
場
（
前
場
）
、
報
謝
の
舞
を
舞
う
場
（
後
場
）
を
演
出
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
シ
テ
に
と
っ
て
は
、
近
い
将
来
朽
ち
果
て
る
今
の
状
態
こ
そ
、

「
朽
ち
木
の
柳
」
の
名
木
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ワ
キ
に
は
こ
の
風
景
の
中
に

た
た
ず
む
名
木
の
記
憶
を
語
り
広
め
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
西
行
の
歌
に
詠
ま
れ

た
名
木
の
な
れ
の
果
て
で
あ
る
と
し
て
も
、
シ
テ
は
遊
行
上
人
に
結
縁
す
る
こ

と
を
喜
び
と
し
て
い
る
。 

ア
イ
に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
「
承
及
た
る
通
物
語
申
」
す
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
内
容
は
「
西
行
の
和
歌
な
ど
の
再
説
」
に
と
ど
ま
る
。
ア
イ
は
街
道
の
新
旧

や
先
年
の
遊
行
上
人
の
下
向
に
も
言
及
す
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
す
で
に
西
行

の
見
た
柳
が
老
い
木
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
が
あ
り
、
西
行
以
来
長
い
年
月
を

経
た
柳
の
変
貌
に
は
気
づ
け
て
い
な
い
。
ア
イ
の
語
り
は
シ
テ
の
昔
を
再
説
し

て
、
シ
テ
の
今
を
見
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 お
わ
り
に

 

複
式
夢
幻
能
に
お
け
る
ア
イ
は
、
ワ
キ
と
同
じ
現
在
を
生
き
て
い
る
。
ワ
キ

が
多
く
旅
の
僧
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
イ
は
多
く
シ
テ
の
故
地
に
住
む
俗
人

で
あ
る
。
シ
テ
は
二
三
年
前
ま
で
生
き
て
い
た
〈
鵜
飼
〉
や
植
物
の
精
で
あ
る

〈
遊
行
柳
〉
等
を
除
い
て
、
多
く
は
遠
い
過
去
の
人
で
あ
る
。
ア
イ
は
シ
テ
の

生
前
を
直
接
知
ら
ず
、
伝
聞
に
基
づ
く
物
語
し
か
で
き
な
い
。
ワ
キ
か
ら
前
シ

テ
と
の
遭
遇
を
打
ち
明
け
ら
れ
て
も
、
霊
の
化
身
で
あ
ろ
う
と
推
量
す
る
し
か

な
い
。 

ア
イ
が
前
シ
テ
の
話
と
ほ
ぼ
同
様
に
物
語
る
と
す
れ
ば
、
前
シ
テ
は
そ
の
程

度
の
こ
と
し
か
ワ
キ
に
物
語
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ワ
キ
と
前
シ
テ
と
の

応
対
に
よ
る
確
認
も
、
ア
イ
に
再
説
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
イ
の
物
語
以

前
に
前
場
の
内
容
が
通
俗
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
ア
イ
の
物
語
は
通
俗
的
な
内

容
に
依
存
し
、
時
に
そ
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
り
、
誤
解
を
交
え
た
り
す
る
。 

ア
イ
は
そ
こ
ま
で
の
仕
事
を
し
て
、
後
場
を
見
届
け
な
い
。
後
場
で
は
、
別

人
が
登
場
す
る
〈
鵜
飼
〉
等
を
例
外
と
し
て
、
後
シ
テ
が
だ
れ
も
見
た
こ
と
の
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と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
梗
概
と
は
別
に
、『
大
系
』
各
曲
解
題
・
構
成
欄
に
は
、 

２
シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対
＝
古
道
の
朽
ち
木
の
柳
へ
の
案
内
。
／
３
シ
テ
の

中
入
＝
西
行
の
和
歌
を
説
明
し
、
十
念
を
授
か
っ
て
消
え
る
。
／
４
ア
イ

の
物
語
＝
西
行
の
和
歌
な
ど
の
再
説
。 

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
そ
こ
で
⑴
《
貞
享
松
井
本
の
本
文
と
梗
概
》
に
つ
い
て
、

貞
享
松
井
本
の
本
文
の
語
り
の
部
分
を
私
に
要
約
す
る
と
、 

〔
一
〕
鳥
羽
院
の
北
面
の
侍
、
佐
藤
兵
衛
則
清
は
出
家
し
て
西
行
法
師
と

い
う
名
を
付
け
、
諸
国
を
修
行
し
て
陸
奥
の
国
に
下
向
の
時
、
頃
は
水
無

月
の
時
分
で
あ
っ
た
か
、
こ
の
川
下
か
ら
「
朽
ち
木
の
柳
」
が
あ
る
の
を

見
て
立
ち
寄
り
、
し
ば
ら
く
木
蔭
で
休
み
、
柳
に
向
か
っ
て
「
道
の
辺
に

清
水
流
る
る
柳
蔭
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
留
ま
り
け
れ
」
と
い
う
歌
を
詠

じ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
土
地
の
人
は
「
古
塚
の
柳
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
歌
は
新
古
今
集
に
入
っ
た
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
〔
二
〕

昔
は
あ
の
新
道
は
な
く
、
ひ
と
叢
の
少
し
手
前
の
川
岸
か
ら
こ
の
古
道
へ

通
っ
た
も
の
で
あ
り
、
先
年
遊
行
の
上
人
も
こ
の
古
道
を
通
っ
た
と
い
う
。

そ
の
遊
行
上
人
は
尊
い
方
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

と
な
る
。 

次
に
⑵
《
間
狂
言
の
本
文
と
能
の
本
文
（
〈
遊
行
柳
〉
の
底
本
は
宗
節
署
名
本
）
》

を
比
較
す
る
と
、〔
一
〕
は
ワ
キ
（
諸
国
遊
行
の
聖
）
に
要
請
さ
れ
て
前
シ
テ
（
里

の
老
人
）
が
語
る
名
木
の
謂
わ
れ
を
再
説
し
て
い
る
。〔
二
〕
は
ワ
キ
に
呼
び
掛

け
た
前
シ
テ
が
街
道
の
新
旧
を
教
え
る
言
葉
を
再
説
し
て
い
る
。〔
一
〕
に
つ
い

て
は
、
西
行
が
見
た
柳
が
「
朽
ち
木
の
柳
」
で
あ
る
こ
と
を
ア
イ
（
所
の
者
）

は
明
言
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
西
行
が
見
た
当
時
か
ら
柳
は
「
朽
ち
木
の
柳
」

で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
柳
の
木
蔭
に
は
清
水
が
流
れ
、
旅
人
に
暑
さ
を
忘

れ
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
、
ワ
キ
の
訪
れ
た
現
在
の
「
朽
ち
木
の
柳
」
は
、
朽
ち
残
っ
て
は
い

て
も
蔦
葛
や
苔
に
埋
も
れ
、
川
岸
に
水
も
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
朽
ち
木
の

柳
」
は
西
行
の
歌
に
詠
ま
れ
た
こ
と
で
名
木
と
な
っ
た
が
、
歌
に
詠
ま
れ
た
柳

は
朽
ち
木
で
な
い
か
ら
こ
そ
、
清
流
と
と
も
に
清
涼
感
を
印
象
づ
け
た
は
ず
で

あ
る
。
西
行
の
歌
に
詠
ま
れ
た
柳
は
、
そ
の
後
の
時
間
の
経
過
に
よ
り
次
第
に

朽
ち
て
ゆ
く
。
川
岸
は
枯
渇
し
、
古
道
も
寂
れ
る
。
西
行
の
歌
と
同
じ
く
『
新

古
今
集
』
に
入
っ
た
菅
原
道
真
の
、 

道
の
辺
の
朽
ち
木
の
柳
春
来
れ
ば
あ
は
れ
昔
と
偲
ば
れ
ぞ
す
る 

と
い
う
歌
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
お
り
、「
朽
ち
木
の
柳
」
は
み
ず
み
ず
し
い
往
時

の
柳
を
偲
ば
せ
る
。
前
シ
テ
も
、「
老
い
木
」
に
伝
わ
る
西
行
の
歌
の
言
葉
を
懐

か
し
ん
で
い
る
。 

ワ
キ
が
こ
の
あ
た
り
を
通
り
か
か
っ
た
時
、
行
く
手
に
は
あ
ま
た
の
道
が
分

岐
し
て
い
た
。
ワ
キ
は
広
い
道
を
選
ぼ
う
と
し
て
、
前
シ
テ
に
呼
び
止
め
ら
れ

る
。
先
年
の
遊
行
上
人
は
呼
び
止
め
ら
れ
る
ま
で
も
な
く
、
昔
の
街
道
を
通
っ

た
。
上
人
は
柳
に
立
ち
寄
っ
て
西
行
の
名
歌
を
偲
び
、
柳
の
精
は
こ
の
た
び
同

様
、
十
念
を
授
か
り
に
出
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
年
も
こ
の
た
び
も
、
遊
行
上

人
が
極
楽
往
生
を
保
証
す
る
札
を
与
え
る
行
為
に
変
わ
り
は
な
く
、
柳
の
精
が

先
年
の
遊
行
上
人
の
下
向
を
よ
く
記
憶
す
る
の
は
、
先
年
も
そ
う
し
た
結
縁
に

あ
ず
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。 

ア
イ
は
先
年
の
遊
行
上
人
を
尊
い
お
方
で
あ
っ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
る
。
前

シ
テ
は
ワ
キ
を
指
し
て
「
か
か
る
尊
き
上
人
」
と
呼
ぶ
。
西
行
の
名
歌
の
伝
承 四

六



 
一五 
 
 

と
こ
の
た
び
の
ワ
キ
の
訪
れ
と
の
間
に
、
ワ
キ
と
相
似
す
る
先
年
の
遊
行
上
人

の
下
向
を
挿
入
す
る
の
は
、
柳
の
精
が
西
行
の
歌
に
詠
ま
れ
た
名
誉
と
そ
の
再

現
よ
り
、
草
木
成
仏
を
願
う
朽
ち
木
の
現
在
に
注
意
を
集
め
た
い
た
め
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
先
年
と
こ
の
た
び
と
の
間
で
も
時
は
流
れ
、
先
年
通
行
で
き

た
街
道
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。「
朽
ち
木
の
柳
」
は
そ
の
間
に
も
老
朽
化
が
進
ん

で
い
る
。 

昔
の
街
道
の
道
の
辺
の
柳
は
西
行
の
歌
に
詠
ま
れ
て
名
木
と
な
っ
た
。
さ
わ

や
か
な
木
蔭
を
旅
人
に
提
供
し
た
柳
は
、
樹
齢
を
重
ね
て
今
や
「
朽
ち
木
の
柳
」

と
し
て
名
木
を
自
称
す
る
。
前
シ
テ
が
ワ
キ
を
案
内
す
る
昔
の
街
道
は
、
今
や

人
跡
絶
え
て
荒
れ
果
て
て
い
る
。
名
木
は
浅
茅
が
原
を
分
け
入
っ
た
先
の
古
塚

に
朽
ち
残
っ
て
い
る
。
少
し
遅
れ
て
ア
イ
が
、
上
下
の
旅
人
を
見
て
心
を
慰
め

よ
う
と
、
古
塚
の
柳
の
あ
た
り
へ
来
て
ワ
キ
を
見
つ
け
る
。
ア
イ
の
言
葉
に
従

う
な
ら
、
街
道
は
今
も
利
用
さ
れ
て
い
て
、
所
の
者
も
逍
遙
に
出
た
く
な
る
ほ

ど
、
一
帯
に
は
清
新
な
空
気
が
通
っ
て
い
る
。
同
じ
風
景
が
ワ
キ
と
ア
イ
と
で

異
な
っ
て
見
え
る
理
由
を
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

シ
テ
が
ワ
キ
に
見
せ
て
い
る
荒
涼
と
し
た
風
景
は
、
「
朽
ち
木
の
柳
」
の
心

象
風
景
に
似
て
い
よ
う
。
シ
テ
は
ア
イ
の
目
に
映
る
実
際
よ
り
も
古
色
を
加
え
、

十
念
を
授
か
る
場
（
前
場
）
、
報
謝
の
舞
を
舞
う
場
（
後
場
）
を
演
出
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
シ
テ
に
と
っ
て
は
、
近
い
将
来
朽
ち
果
て
る
今
の
状
態
こ
そ
、

「
朽
ち
木
の
柳
」
の
名
木
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ワ
キ
に
は
こ
の
風
景
の
中
に

た
た
ず
む
名
木
の
記
憶
を
語
り
広
め
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
西
行
の
歌
に
詠
ま
れ

た
名
木
の
な
れ
の
果
て
で
あ
る
と
し
て
も
、
シ
テ
は
遊
行
上
人
に
結
縁
す
る
こ

と
を
喜
び
と
し
て
い
る
。 

ア
イ
に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
「
承
及
た
る
通
物
語
申
」
す
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
内
容
は
「
西
行
の
和
歌
な
ど
の
再
説
」
に
と
ど
ま
る
。
ア
イ
は
街
道
の
新
旧

や
先
年
の
遊
行
上
人
の
下
向
に
も
言
及
す
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
す
で
に
西
行

の
見
た
柳
が
老
い
木
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
が
あ
り
、
西
行
以
来
長
い
年
月
を

経
た
柳
の
変
貌
に
は
気
づ
け
て
い
な
い
。
ア
イ
の
語
り
は
シ
テ
の
昔
を
再
説
し

て
、
シ
テ
の
今
を
見
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 お
わ
り
に

 

複
式
夢
幻
能
に
お
け
る
ア
イ
は
、
ワ
キ
と
同
じ
現
在
を
生
き
て
い
る
。
ワ
キ

が
多
く
旅
の
僧
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
イ
は
多
く
シ
テ
の
故
地
に
住
む
俗
人

で
あ
る
。
シ
テ
は
二
三
年
前
ま
で
生
き
て
い
た
〈
鵜
飼
〉
や
植
物
の
精
で
あ
る

〈
遊
行
柳
〉
等
を
除
い
て
、
多
く
は
遠
い
過
去
の
人
で
あ
る
。
ア
イ
は
シ
テ
の

生
前
を
直
接
知
ら
ず
、
伝
聞
に
基
づ
く
物
語
し
か
で
き
な
い
。
ワ
キ
か
ら
前
シ

テ
と
の
遭
遇
を
打
ち
明
け
ら
れ
て
も
、
霊
の
化
身
で
あ
ろ
う
と
推
量
す
る
し
か

な
い
。 

ア
イ
が
前
シ
テ
の
話
と
ほ
ぼ
同
様
に
物
語
る
と
す
れ
ば
、
前
シ
テ
は
そ
の
程

度
の
こ
と
し
か
ワ
キ
に
物
語
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ワ
キ
と
前
シ
テ
と
の

応
対
に
よ
る
確
認
も
、
ア
イ
に
再
説
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
イ
の
物
語
以

前
に
前
場
の
内
容
が
通
俗
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
ア
イ
の
物
語
は
通
俗
的
な
内

容
に
依
存
し
、
時
に
そ
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
り
、
誤
解
を
交
え
た
り
す
る
。 

ア
イ
は
そ
こ
ま
で
の
仕
事
を
し
て
、
後
場
を
見
届
け
な
い
。
後
場
で
は
、
別

人
が
登
場
す
る
〈
鵜
飼
〉
等
を
例
外
と
し
て
、
後
シ
テ
が
だ
れ
も
見
た
こ
と
の四
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一六 

な
い
姿
で
物
語
の
核
心
を
再
現
す
る
。
そ
れ
を
見
届
け
る
ワ
キ
に
は
、
今
夜
の

体
験
を
忘
れ
ず
に
後
世
に
語
り
継
い
で
ほ
し
い
。
シ
テ
が
そ
う
願
う
の
は
、
通

俗
的
説
明
の
流
布
が
不
本
意
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ア
イ
が
ア
イ
の
語
り
の
分

際
を
守
り
、
シ
テ
の
物
語
の
水
準
に
及
ば
な
い
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
複
式
夢

幻
能
の
構
造
に
見
い
だ
さ
れ
る
。 

な
お
、
ア
イ
の
語
り
の
梗
概
が
【
Ａ
】
の
型
に
要
約
さ
れ
る
作
品
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
以
外
に
〈
松
虫
〉
も
該
当
す
る
が
、〈
松
虫
〉
は
『
大
系
』
下
の
「
そ
の

他
の
能
」
に
分
類
さ
れ
、
底
本
が
古
写
本
で
は
な
く
宝
生
流
現
行
謡
本
で
あ
る

こ
と
、
各
曲
解
題
が
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
紙
幅
の
制
約
等
に
よ
り
、
本
稿
で

は
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。 

 注

 

（
1
）
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
首
巻
（
明
治
書
院
、
一
九
三
一
年
七
月
）・
伊

藤
令
雄
「
間
狂
言
（
ア
ヒ
）
」
（
『
国
語
・
国
文
』
第
六
巻
第
六
号
、
一
九
三
六
年

六
月
）
な
ど
。 

（
2
）
『
能
・
狂
言
事
典
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
六
月
）
な
ど
。 

（
3
）
野
上
豊
一
郎
『
能
の
再
生
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
一
月
）・
表
章
「
間

狂
言
の
変
遷―

居
語
リ
の
成
立
を
中
心
に―

」（
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
22
巻
謡

曲
・
狂
言
』
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
九
月
）
な
ど
。 

（
4
）
野
上
豊
一
郎
『
解
註
謡
曲
全
集
』
巻
一
（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
九
年
一

〇
月
改
訂
初
版
）
な
ど
。 

（
5
）
注
（
3
）
表
論
文
の
指
摘
に
よ
る
。 

（
6
）
（
7
）
（
8
）
岩
崎
雅
彦
『
能
楽
演
出
の
歴
史
的
研
究
』
（
三
弥
井
書
店
、

二
〇
〇
九
年
六
月
）
所
収
「
語
リ
ア
イ
の
機
能
」
の
指
摘
に
よ
る
。 

（
9
）
和
泉
流
『
狂
言
集
成
』
本
で
は
「
古
の
歌
人
」
が
詠
ん
だ
と
す
る
。 

（
10
）
拙
稿
「
〈
井
筒
〉
に
昔
男
を
慕
う
風
姿
―
『
伊
勢
物
語
』
を
本
説
と
す
る
舞

歌
―
」
（
『
国
文
学
』
第
四
三
巻
二
号
、
一
九
九
八
年
二
月
）
参
照
。 

（
11
）
田
口
和
夫
「
間
狂
言
の
諸
問
題
」（
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅴ
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
五
月
）
に
「
能
が
能
自
身
の
論
理
に
従
っ
て
叙
述
さ
れ
、
必
ず
し

も
典
拠
そ
の
ま
ま
の
進
行
を
し
な
い
の
に
対
し
て
、
狂
言
は
典
拠
に
近
い
形
で

物
語
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。 

（
12
）
拙
稿
「
〈
檜
垣
〉
に
お
け
る
奇
跡
の
老
い
」
（
『
観
世
』
第
七
三
巻
第
六
号
、

二
〇
〇
六
年
六
月
）
参
照
。 

〔
附
記
〕
本
研
究
は
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠

点
「
能
楽
の
国
際
・
学
際
的
研
究
拠
点
」
二
〇
一
七
～
二
〇
一
八
年
度
共
同
研

究
「
間
狂
言
資
料
集
成
の
作
成
と
ア
イ
語
り
を
視
点
と
す
る
夢
幻
能
の
再
検
討
」

並
び
にJSPS

科
研
費17K

02410

の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。 
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