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は
じ
め
に

　
本
稿
は
世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』
（
１
）

の
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
に
収
め
ら
れ

た
「
似
せ
ぬ
位
」
を
め
ぐ
る
試
論
で
あ
る
。

　「
似
せ
ぬ
位
」
と
は
、
直
訳
す
れ
ば
「
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
な
く

な
る
芸
位
」
（
２
）

で
あ
る
。
役
者
が
あ
る
演
技
対
象
に
成
り
き
る
と
き
、
も
は

や
そ
こ
に
は
何
か
に
似
せ
て
い
る
と
い
う
意
識
す
ら
な
く
、
そ
の
も
の
と

し
て
み
ず
か
ら
振
る
舞
っ
て
い
る

―
こ
う
し
た
理
論
を
、「
老
人
」
の

演
技
を
例
に
挙
げ
つ
つ
説
い
た
「
似
せ
ぬ
位
」
は
、
多
く
の
演
劇
人
や
文

化
人
を
引
き
つ
け
て
き
た
。

　
た
と
え
ば
馬
場
あ
き
子
は
、「
似
せ
ぬ
位
」
中
の
老
人
の
演
技
に
つ
い

て
、「
近
代
演
劇
の
写
実
性
を
も
、
少
し
く
超
え
た
、
深
層
心
理
へ
の
肉

迫
」
（
３
）

あ
る
い
は
「
老
い
の
真し
ん

を
顕
現
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
こ
の
秘
伝
」
（
４
）

と
評
し
て
い
る
。
中
世
の
能
の
演
技
体
系
が
如
何
に
「
老
い
の
真し
ん

を
顕

現
」
さ
せ
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
観
点
は
、
そ
の
ま
ま
「
近
代
演
劇
の
写

実
性
」
と
の
比
較
と
も
な
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
優
れ
た
論
究
が
成
さ
れ
て

き
た
。

　
し
か
し
こ
の
「
似
せ
ぬ
位
」
が
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
分
野
に
至
る
ま

で
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
マ
ク
ロ
ス
』
シ
リ
ー
ズ
等
で

知
ら
れ
る
鬼
才
・
河か
わ

森も
り

正し
ょ
う

治じ

は
「
似
せ
ぬ
位
」
の
内
容
を
知
悉
し
、
み

ず
か
ら
の
作
品
に
も
積
極
的
に
応
用
し
て
い
る
（
拙
稿
「
能
と
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
」
（
５
）、
及
び
、
河
森
正
治
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
世
阿
弥
の
「
花
」
（
６
）」
参
照
）。

こ
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
の
『
風
姿
花
伝
』
摂
取
の
あ
り
方
は
、
実
践
的
な
創

作
の
立
場
か
ら
世
阿
弥
伝
書
を
鋭
く
照
射
す
る
も
の
で
あ
り
、
研
究
者
の

側
も
先
入
観
を
取
り
払
っ
て
「
似
せ
ぬ
位
」
に
向
き
合
う
必
要
性
を
感
じ

さ
せ
た
。

　
す
な
わ
ち
本
稿
は
、「
似
せ
ぬ
位
」
解
釈
の
再
考
が
ひ
と
ま
ず
の
主
旨

と
な
る
が
、
最
終
的
に
は
こ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
演
劇
・
映
像
文
化
に
ま

で
視
野
を
拡
張
し
た
『
風
姿
花
伝
』
享
受
史
を
提
示
し
た
い
と
考
え
て
い

平
林

　一
成

『
風
姿
花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
に
お
け
る
〝
変
身
〞
と
〝
花
〞（
一
）
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る
（
河か
わ

森も
り

の
作
品
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
詳
細
に
論
ず
る
の
は
次
稿
以
降
の

予
定
）。

　
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
表
題
に
も
掲
げ
た
〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
に
つ
い

て
、
二
十
世
紀
を
代
表
す
る
演
出
家
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
の
言

葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
海
外
の
突
出
し
た
演
出
家
の
炯

眼
は
、
か
え
っ
て
日
本
の
古
典
演
劇
の
特
性
を
正
し
く
見
抜
い
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
一

　
二
十
世
紀
を
代
表
す
る
演
出
家
の
一
人
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク

は
、
一
九
六
八
年
、
パ
リ
の
世
界
演
劇
祭
で
上
演
す
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
の
演
出
プ
ラ
ン
を
練
っ
て
い
た
。

　
こ
の
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
演
劇
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試

み
よ
う
と
し
た
と
き
、
ま
ず
浮
上
し
た
の
は
、「
ど
う
や
っ
て
精
霊
、
妖

精
、
魔
女
と
い
っ
た
も
の
を
ち
ゃ
ん
と
舞
台
に
の
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
問
題
」
（
７
）

で
あ
っ
た
。「
こ
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
、
ど
ん

な
新
し
い
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
を
上
演
し
よ
う
と
、
最
初
か
ら
昔
ど
お
り
の

あ
り
き
た
り
の
表
現
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
し
ま
う
」
（
８
）

―
こ
の
よ
う
に
危
惧

し
て
い
た
と
き
、
ヨ
シ
・
オ
イ
ダ
（
笈
田
ヨ
シ
）
（
９
）

と
名
乗
る
日
本
人
俳
優

に
出
会
っ
た
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
は
、
す
ぐ
さ
ま
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
に

登
場
す
る
風
の
妖
精
・
エ
ア
リ
エ
ル
を
演
ず
る
よ
う
に
命
じ
た
。

　
ヨ
シ
は
基
本
的
な
英
単
語
を
二
つ
三
つ
し
か
話
せ
な
か
っ
た
か
ら
、

当
然
テ
ク
ス
ト
を
ど
う
こ
う
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
お
化
け
だ
の
妖
術
師
だ
の
は
彼
の
日
常
茶
飯
事
の
こ
と

で
あ
り
、
能
楽
で
受
け
た
厳
し
い
訓
練
の
お
か
げ
で
彼
に
は
超
自
然

を
表
わ
す
語ご

彙い

が
あ
っ
た
。
彼
が
立
ち
あ
が
る
と
き
、
動
き
始
め
る

前
か
ら
、
そ
の
身
体
に
は
特
別
な
輝
き
が
あ
っ
た
。
我
々
が
普
通
考

え
る
の
と
は
全
然
違
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
膝

と
腕
を
上
に
押
し
あ
げ
、
ま
る
で
空
を
軽
く
た
た
く
か
の
よ
う
だ
っ

た
。
私
た
ち
の
目
の
前
に
は
、
今
飛
び
立
と
う
と
す
る
見
知
ら
ぬ
鳥

が
い
た
。
忘
れ
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
叫
び
声
を
あ

げ
、
そ
れ
か
ら
ま
る
で
巻
き
物
に
描
か
れ
た
か
の
よ
う
に
じ
っ
と
動

か
ず
に
止
ま
っ
た
。
ほ
か
の
ど
ん
な
プ
ロ
の
俳
優
も
そ
ん
な
イ
メ
ー

ジ
を
自
然
と
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
私
た
ち
の
だ
れ

も
が
、
同
じ
よ
う
に
は
っ
き
り
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
理
解
し
た
。

（『
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
回
想
録
』）
10
（

）

　
ヨ
シ
・
オ
イ
ダ
（
笈
田
ヨ
シ
）
は
十
二
、三
歳
の
頃
か
ら
能
楽
に
親
し
ん

で
い
た
が
、）
11
（

右
の
「
鳥
」
の
演
技
は
特
定
の
作
品
の
所
作
（
た
と
え
ば
狂

言
〈
柿
山
伏
〉
の
鳶
の
真
似
や
能
〈
鷺
〉
な
ど
）
に
依
拠
し
た
も
の
で
は
な

い
と
い
う
。）
12
（

し
か
し
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
右
の
傍
線
部
に
お
い
て

的
確
に
言
い
当
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
能
楽
が
近
代
以
降
の
演
技
の
方
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向
性
と
は
別
種
の
、
い
う
な
れ
ば
〝
変
身
〞
の
演
技
体
系
を
そ
な
え
て
お

り
、
ヨ
シ
・
オ
イ
ダ
は
こ
れ
を
咄
嗟
に
応
用
し
て
「
鳥
」
と
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

　
の
ち
に
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
は
、
雑
誌
『
文
学
』（
二
〇
〇
三
年
七
・

八
月
号
）
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、）
13
（

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
俳
優
が
日
常
生
活
に
見

出
さ
れ
る
人
物
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
自
然
主
義
的
な
演
技
」）
14
（

と
は
異
な
り
、

日
本
の
能
楽
に
は
「
人
間
を
演
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
神
話
上
の

人
物
、
帝
、
妃
、
姫
、
魔
女
、
霊
、
悪
霊
を
演
じ
る
伝
統
」）
15
（

が
あ
る
と
述

べ
、
先
の
ヨ
シ
・
オ
イ
ダ
の
「
鳥
」
は
、「
能
の
鍛
錬
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
と
い
う
西
洋
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
て
新
し
い
形
式
を
作
り
出
し
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
」）
16
（

と
振
り
返
っ
て
い
る
。

　
確
か
に
能
楽
に
限
ら
ず
歌
舞
伎
も
含
め
て
、
古
典
芸
能
は
型
や
装
束
に

よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
〝
変
身
〞
す
る
が
、
こ
の
演
技
体
系
に
つ
い
て

演
劇
評
論
家
・
渡
辺
保
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

　
…
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
典
劇
の
俳
優
は
、
日
常
的
な
個
人
を
こ

え
て
（
と
い
う
こ
と
は
む
ろ
ん
俳
優
個
人
の
自
然
の
性
別
も
こ
え
て
）
動

植
物
の
精
は
も
と
よ
り
、
神
に
も
鬼
に
も
悪
魔
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
変
身
す
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
は
、
等
身
大
の
人
間
に
し
か
扮
さ
な
い
現
代
劇
の
俳
優
に
は

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。

　
そ
ん
な
こ
と
が
な
ぜ
可
能
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
自
分
の

扮
す
る
役
を
抽
象
化
し
、
記
号
化
す
る
方
法
論
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
…
…（
略
）…
…

　
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
古
典
劇
の
俳
優
は
、
そ
の
役
の
表
面
的
な
真

似
を
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
役
の
本
質
を
舞
台
に
表
現
す

る
の
で
す
。

（
渡
辺
保
『
演
劇
入
門
―
古
典
劇
と
現
代
劇
―
』）
17
（

）

　
右
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
古
典
劇
の
役
者
は
演
技
対
象
の
個
別
の
外
見

や
心
理
を
観
察
・
分
析
し
て
真
似
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
本

質
を
こ
そ
舞
台
に
顕
現
さ
せ
る

―
こ
の
本
質
へ
の
〝
変
身
〞
は
、
本
稿

の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
り
、『
風
姿
花
伝
』
の
「
似
せ
ぬ
位
」

の
老
人
の
演
技
に
も
関
与
し
て
く
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
、
前
提
と
し
て
述
べ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ

る
。

　
そ
れ
は
、
ヨ
シ
・
オ
イ
ダ
の
演
技
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
、
ピ
ー

タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
俳
優
の
「
自
然
主
義
的
な
演
技
」

（
前
掲
）
と
能
楽
を
対
比
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
十
九
世
紀
後
半
か
ら

二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ゾ
ラ
（
一
八
四
〇
―
一
九
〇
二
）
や
ア
ン
ト
ワ
ー

ヌ
（
一
八
五
八
―
一
九
四
三
）
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
こ
の
自
然
主
義
演
劇

（「
自
然
主
義
的
な
演
技
」）
の
発
想
は
、
徹
底
し
た
反
自
然
主
義
や
ア
ン
チ

テ
ア
ト
ル
の
試
み
を
通
過
し
た
今
も
な
お
、
演
技
の
実
際
面
に
関
わ
る
問

題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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特
に
、
舞
台
の
奥
・
上か

み

手て

・
下し

も

手て

を
囲
う
三
方
の
壁
は
言
う
に
及
ば
ず
、

さ
ら
に
舞
台
と
観
客
席
と
の
間
に
も
「
第
四
の
壁
」
が
存
在
す
る
と
イ

メ
ー
ジ
し
、
観
客
と
は
無
関
係
に
現
実
の
断
片
の
再
現
に
専
心
す
べ
き
と

の
自
然
主
義
の
理
念
は
、
反
省
と
と
も
に
解
体
す
る
に
せ
よ
（
い
わ
ゆ
る

演
劇
の
再
演
劇
化
）、
あ
る
い
は
新
た
な
角
度
か
ら
再
利
用
す
る
に
せ
よ
、

先
掲
の
渡
辺
保
の
指
摘
の
よ
う
に
「
等
身
大
の
人
間
」
に
扮
す
る
現
代
劇

に
お
い
て
は
、
演
技
・
演
出
の
方
向
性
を
決
定
す
る
際
の
重
要
な
判
断
材

料
と
し
て
機
能
し
つ
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。）
18
（

　
こ
の
「
第
四
の
壁
」
の
原
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
デ
ィ
ド
ロ
（
一
七
一
三
―
一
七
八
四
）
の

『
演
劇
論
』
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
関
連
箇
所
を
掲
出
し
て
お
く
。

　
戯
曲
は
上
演
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
者
と
俳

優
は
見
物
を
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
関
心

は
登
場
人
物
に
関
係
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
考

え
つ
い
て
い
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
詩
法
の
中
に
、
も
し
君
が
か

く
か
く
し
た
ら
見
物
を
か
く
か
く
感
動
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
ば
、
あ
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
読
む
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
…
…（
中
略
）…
…

　
だ
か
ら
諸
君
が
脚
本
を
作
る
に
も
せ
よ
、
演
じ
る
に
も
せ
よ
、
観

客
は
い
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
考
え
て
は
い

け
な
い
。
舞
台
の
端
に
諸
君
を
平
土
間
か
ら
分
つ
大
き
な
壁
が
あ
る

と
考
え
た
ま
え
。
幕
が
上
ら
な
か
っ
た
か
の
如
く
演
じ
た
ま
え
。

（
デ
ィ
ド
ロ
『
演
劇
論
』）
19
（

）

　
右
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、
今
尾
哲
也
は
「
デ
ィ
ド
ロ
が
き
ず
い
た
〈
第

四
の
壁
〉
を
、
さ
ら
に
分
厚
く
塗
り
か
た
め
た
の
は
自
然
主
義
小
劇
場
運

動
で
あ
る
」）
20
（

と
総
括
し
た
上
で
、
こ
れ
が
「
過
去
に
お
け
る
演
劇
の
コ
ン

ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
、
根
底
か
ら
の
破
壊
を
意
味
」）
21
（

し
、
か
つ
、「
真
に
演

劇
的
な
生
き
た
創
造
を
否
定
す
る
こ
と
」）
22
（

に
繋
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
舞
台
と
客
席
と
の
積
極
的
な
合
一
に
よ
る
創
造
こ
そ
が
、

演
劇
の
使
命
」）
23
（

だ
か
ら
で
あ
る
（
以
上
、
今
尾
哲
也
『
変
身
の
思
想
』）。

　
他
方
、
こ
う
し
た
人
生
の
断
片
の
忠
実
な
再
現
と
は
抜
本
的
に
異
な
る

も
の
と
し
て
、
日
本
中
世
の
芸
能
史
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
観
客
と

演
者
と
の
関
係
性
に
お
け
る
世
阿
弥
の
〝
花
〞
で
あ
る
。

『
風
姿
花
伝
』
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
よ
り
、
第
一
条
「
花
を
知
る
事
」

を
現
代
語
訳
と
と
も
に
抄
出
し
て
お
く
。

　
そ
も
そ
も
、
花
と
い
ふ
に
、
万
木
千
草
に
お
い
て
、
四
季
折
節
に

咲
く
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
時
を
得
て
め
づ
ら
し
き
ゆ
ゑ
に
、
も
て
あ

そ
ぶ
な
り
。
申さ
る

楽が
く

も
、
人
の
心
に
め
づ
ら
し
き
と
知
る
所
、
す
な
は

ち
面
白
き
心
な
り
。
花
と
、
面
白
き
と
、
め
づ
ら
し
き
と
、
こ
れ
三

つ
は
同
じ
心
な
り
。
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特
に
、
舞
台
の
奥
・
上か
み

手て

・
下し
も

手て

を
囲
う
三
方
の
壁
は
言
う
に
及
ば
ず
、

さ
ら
に
舞
台
と
観
客
席
と
の
間
に
も
「
第
四
の
壁
」
が
存
在
す
る
と
イ

メ
ー
ジ
し
、
観
客
と
は
無
関
係
に
現
実
の
断
片
の
再
現
に
専
心
す
べ
き
と

の
自
然
主
義
の
理
念
は
、
反
省
と
と
も
に
解
体
す
る
に
せ
よ
（
い
わ
ゆ
る

演
劇
の
再
演
劇
化
）、
あ
る
い
は
新
た
な
角
度
か
ら
再
利
用
す
る
に
せ
よ
、

先
掲
の
渡
辺
保
の
指
摘
の
よ
う
に
「
等
身
大
の
人
間
」
に
扮
す
る
現
代
劇

に
お
い
て
は
、
演
技
・
演
出
の
方
向
性
を
決
定
す
る
際
の
重
要
な
判
断
材

料
と
し
て
機
能
し
つ
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。）
18
（

　
こ
の
「
第
四
の
壁
」
の
原
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
デ
ィ
ド
ロ
（
一
七
一
三
―
一
七
八
四
）
の

『
演
劇
論
』
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
関
連
箇
所
を
掲
出
し
て
お
く
。

　
戯
曲
は
上
演
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
者
と
俳

優
は
見
物
を
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
関
心

は
登
場
人
物
に
関
係
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
考

え
つ
い
て
い
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
詩
法
の
中
に
、
も
し
君
が
か

く
か
く
し
た
ら
見
物
を
か
く
か
く
感
動
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
ば
、
あ
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
読
む
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
…
…（
中
略
）…
…

　
だ
か
ら
諸
君
が
脚
本
を
作
る
に
も
せ
よ
、
演
じ
る
に
も
せ
よ
、
観

客
は
い
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
考
え
て
は
い

け
な
い
。
舞
台
の
端
に
諸
君
を
平
土
間
か
ら
分
つ
大
き
な
壁
が
あ
る

と
考
え
た
ま
え
。
幕
が
上
ら
な
か
っ
た
か
の
如
く
演
じ
た
ま
え
。

（
デ
ィ
ド
ロ
『
演
劇
論
』）
19
（

）

　
右
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、
今
尾
哲
也
は
「
デ
ィ
ド
ロ
が
き
ず
い
た
〈
第

四
の
壁
〉
を
、
さ
ら
に
分
厚
く
塗
り
か
た
め
た
の
は
自
然
主
義
小
劇
場
運

動
で
あ
る
」）
20
（

と
総
括
し
た
上
で
、
こ
れ
が
「
過
去
に
お
け
る
演
劇
の
コ
ン

ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
、
根
底
か
ら
の
破
壊
を
意
味
」）
21
（

し
、
か
つ
、「
真
に
演

劇
的
な
生
き
た
創
造
を
否
定
す
る
こ
と
」）
22
（

に
繋
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
舞
台
と
客
席
と
の
積
極
的
な
合
一
に
よ
る
創
造
こ
そ
が
、

演
劇
の
使
命
」）
23
（

だ
か
ら
で
あ
る
（
以
上
、
今
尾
哲
也
『
変
身
の
思
想
』）。

　
他
方
、
こ
う
し
た
人
生
の
断
片
の
忠
実
な
再
現
と
は
抜
本
的
に
異
な
る

も
の
と
し
て
、
日
本
中
世
の
芸
能
史
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
観
客
と

演
者
と
の
関
係
性
に
お
け
る
世
阿
弥
の
〝
花
〞
で
あ
る
。

『
風
姿
花
伝
』
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
よ
り
、
第
一
条
「
花
を
知
る
事
」

を
現
代
語
訳
と
と
も
に
抄
出
し
て
お
く
。

　
そ
も
そ
も
、
花
と
い
ふ
に
、
万
木
千
草
に
お
い
て
、
四
季
折
節
に

咲
く
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
時
を
得
て
め
づ
ら
し
き
ゆ
ゑ
に
、
も
て
あ

そ
ぶ
な
り
。
申さ
る

楽が
く

も
、
人
の
心
に
め
づ
ら
し
き
と
知
る
所
、
す
な
は

ち
面
白
き
心
な
り
。
花
と
、
面
白
き
と
、
め
づ
ら
し
き
と
、
こ
れ
三

つ
は
同
じ
心
な
り
。
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…
…（
中
略
）…
…

　
た
だ
、
花
は
、
見
る
人
の
心
に
め
づ
ら
し
き
が
花
な
り
。…
…

（
略
）…
…
さ
れ
ば
、
花
と
て
別
に
は
な
き
も
の
な
り
。
物
数
を
尽
く

し
て
、
工
夫
を
得
て
、
め
づ
ら
し
き
感
を
心
得
る
が
花
な
り
。…
…

　
い
っ
た
い
、
花
と
言
っ
た
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
草
木
に
お
い
て
、
四

季
の
時
々
で
咲
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
季
節
に
あ

た
っ
て
新
鮮
な
感
動
を
呼
ぶ
の
で
、
賞
翫
す
る
の
で
あ
る
。
申
楽
の

場
合
で
も
、
観
客
が
心
の
中
で
新
鮮
な
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
が
、
そ

の
ま
ま
面
白
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
花
」
と
「
面
白
さ
」

と
「
め
ず
ら
し
さ
」
と
、
こ
の
三
つ
は
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
…
…（
中
略
）…
…

　
た
だ
た
だ
、
花
と
い
う
の
は
、
観
客
に
と
っ
て
新
鮮
な
の
が
花
な

の
で
あ
る
。…
…（
略
）…
…
で
あ
る
か
ら
、
花
と
い
っ
て
も
何
か
特

別
な
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
演
目
を
演

じ
切
り
、
あ
ら
ゆ
る
演
出
を
工
夫
し
尽
く
し
て
、
能
の
め
ず
ら
し
さ

の
何
た
る
か
を
感
得
す
る
と
い
う
の
が
、
能
の
花
な
の
で
あ
る
。　

（
竹
本
幹
夫
『
風
姿
花
伝
・
三
道
』）
24
（

）

　〝
花
〞（
劇
的
魅
力
）
と
は
、
観
客
に
と
っ
て
の
「
面
白
さ
」
で
あ
り

「
め
ず
ら
し
さ
」
で
あ
る
。
こ
の
「
め
ず
ら
し
さ
」
に
よ
っ
て
観
客
を
引

き
つ
け
、
興
味
関
心
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
が
芸
の
真
髄
で
あ
り
、
そ
の

〝
花
〞
の
工
夫
は
『
風
姿
花
伝
』
に
お
い
て
は
、
各
年
代
の
稽
古
法
、
役

に
扮
す
る
際
の
留
意
点
、
作
劇
法
、
舞
台
に
お
け
る
工
夫
等
、
あ
ら
ゆ
る

次
元
に
及
ぶ
。

　
す
な
わ
ち
世
阿
弥
の
〝
花
〞
の
理
論
は
、「
舞
台
と
客
席
と
の
積
極
的

な
合
一
に
よ
る
創
造
」（
先
掲
）
を
自
明
の
前
提
と
し
て
構
築
さ
れ
、
そ

の
上
で
〝
変
身
〞
を
求
め
る
の
で
あ
る
。「
第
四
の
壁
」
に
よ
っ
て
観
客

の
視
線
を
一
切
考
慮
せ
ず
に
〝
役
を
生
き
る
〞）
25
（

の
で
は
な
く
、
役
の
本
質

に
〝
変
身
〞
し
つ
つ
〝
花
〞
を
咲
か
せ
る

―
こ
の
よ
う
に
自
然
主
義
的

な
発
想
か
ら
は
決
し
て
導
か
れ
な
い
理
論
体
系
が
世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
現
代
の
演
劇
・
映
像
文
化
に
大
き
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
本
稿
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
に
つ
い

て
触
れ
た
。

　
次
節
で
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
『
風
姿
花
伝
』
の
「
似
せ
ぬ
位
」
を
概
観

し
つ
つ
、
解
釈
上
の
諸
問
題
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
二

　
舞
台
上
の
役
者
が
演
技
対
象
に
〝
変
身
〞
す
る
こ
と
。

　
そ
し
て
こ
の
〝
変
身
〞
に
、
観
客
が
身
を
乗
り
出
す
よ
う
な
〝
花
〞

（
劇
的
魅
力
）
が
咲
く
こ
と
。

　
こ
れ
ら
〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
は
、
能
の
舞
台
を
成
功
裡
に
収
め
る
た
め
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の
必
須
要
件
で
あ
る
。

　
し
か
し
演
技
対
象
に
よ
っ
て
は
〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
の
両
立
が
必
然
的

に
困
難
と
な
る
場
合
が
あ
る

―
今
か
ら
約
六
百
年
前
、
世
阿
弥
は
そ
の

初
期
理
論
の）
26
（

集
成
で
あ
る
『
風
姿
花
伝
』
第
二
篇
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
老
人

に
扮
す
る
演
技
で
あ
る
。）
27
（

　
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
役
者
が
老
人
に
成
り
き
ろ
う
と
日
々
研
鑽
を
重

ね
た
と
す
る
。
彼
は
腰
や
膝
を
折
り
曲
げ
、
身
を
低
く
縮
め
て
老
人
の
外

見
を
懸
命
に
真
似
て
い
く
。

　
だ
が
屈
曲
し
た
姿
勢
や
緩
慢
な
動
作
を
忠
実
に
再
現
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
如
何
に
も
年
寄
り
じ
み
た
風
貌
と
な
る
の
み
で
、
観
客
の

興
味
関
心
は
長
く
は
持
続
し
な
い
だ
ろ
う
。）
28
（

い
う
な
れ
ば
「
自
然
主
義
的

な
演
技
」（
先
掲
）
に
よ
っ
て
外
見
を
似
せ
れ
ば
似
せ
る
ほ
ど
、
何
の
変

哲
も
な
い
老
人
の
姿
が
現
前
す
る
ば
か
り
で
〝
花
〞（
劇
的
魅
力
）
か
ら
は

遠
ざ
か
る
と
い
う
、
二
律
背
反
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
更
に
困
難
の
度
合
い
を
増
す
の
は
、
器
楽
伴
奏
や
謡
の
リ
ズ
ム

に
つ
れ
て
ひ
た
す
ら
舞
い
つ
づ
け
る
演
技
で
あ
る
。
こ
の
舞
に
お
い
て
、

老
人
ら
し
く
見
え
な
が
ら
も
観
客
を
退
屈
さ
せ
な
い
よ
う
な
〝
花
〞
の
あ

る
演
技
を
実
現
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
か

―
こ
れ
に
つ
い
て

世
阿
弥
は
「
花
は
あ
り
て
年
寄
り
と
見
ゆ
る
る
公
案
、
く
は
し
く
習
ふ
べ

し
」（
…
魅
力
を
感
じ
さ
せ
つ
つ
も
な
お
老
人
だ
と
見
せ
る
工
夫
を
、
子
細
に
研

究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
））
29
（

と
、
ひ
と
ま
ず
は
沈
黙
す
る
。

　
そ
の
ま
ま
答
え
を
模
索
し
つ
つ
『
風
姿
花
伝
』
を
順
次
読
み
進
め
て
い

く
と
、
最
後
の
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
に
至
っ
て
よ
う
や
く
「
花
は
あ
り

て
年
寄
り
と
見
ゆ
る
る
公
案
」
に
該
当
す
る
記
述
に
出
会
う
。
そ
れ
が
第

七
篇
「
別
紙
口
伝
」
第
三
条
の
「
似
せ
ぬ
位
」（
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が

な
く
な
る
芸
位
）
で
あ
る
。

　
こ
の
「
似
せ
ぬ
位
」
に
お
い
て
は
、
先
の
第
二
篇
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」
の
よ

う
に
「
老
し
た
る
風
情
」（
年
寄
り
じ
み
た
所
作
））
30
（

を
意
識
し
た
演
技
は
か

え
っ
て
厳
し
く
戒
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
も
と
よ
り
己お
の

が
身
が
年
寄

り
な
ら
ば
、
年
寄
り
に
似
せ
ん
と
思
ふ
心
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」（
も
と
も

と
我
が
身
が
年
寄
り
な
の
だ
か
ら
、
年
寄
り
に
似
せ
よ
う
と
思
う
心
は
あ
る
は
ず

が
な
い
））
31
（

か
ら
で
あ
る
。
先
の
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」
の
よ
う
に
役
者
が
殊
更
に

腰
・
膝
を
屈
め
て
老
人
ら
し
く
見
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
強
い
て
譬
え
る

な
ら
老
人
に
似
せ
よ
う
と
躍
起
に
な
る
老
人
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
奇
矯

な
試
み
に
夢
中
に
な
る
者
は
い
な
い
。

　
す
な
わ
ち
演
技
対
象
と
し
て
注
視
す
べ
き
は
、
外
見
で
は
な
く
そ
の
本

質
で
あ
る
。
そ
し
て
似
せ
る
べ
き
老
人
の
本
質
と
は
、
肉
体
的
な
老
い
と

は
全
く
逆
に
、「
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
」）
32
（

傾
向
や
「
若
き
事
を
羨う
ら
や

め

る
心
」）
33
（

に
こ
そ
存
し
て
い
る
。
老
人
は
老
人
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、「
若
き
事
」
を
こ
そ
渇
望
し
て
や
ま
な
い

―
こ
の
本
質
（「
心
」）

に
沿
っ
て
、「
わ
ざ
を
ば
、
年
寄
り
の
望
み
の
ご
と
く
、
若
き
風
情
を
す

べ
し
」（
…
…
老
人
の
望
む
よ
う
に
、
若
や
い
だ
演
技
を
す
る
が
よ
い
））
34
（

と
世

阿
弥
は
説
く
。
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の
必
須
要
件
で
あ
る
。

　
し
か
し
演
技
対
象
に
よ
っ
て
は
〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
の
両
立
が
必
然
的

に
困
難
と
な
る
場
合
が
あ
る

―
今
か
ら
約
六
百
年
前
、
世
阿
弥
は
そ
の

初
期
理
論
の）
26
（

集
成
で
あ
る
『
風
姿
花
伝
』
第
二
篇
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
老
人

に
扮
す
る
演
技
で
あ
る
。）
27
（

　
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
役
者
が
老
人
に
成
り
き
ろ
う
と
日
々
研
鑽
を
重

ね
た
と
す
る
。
彼
は
腰
や
膝
を
折
り
曲
げ
、
身
を
低
く
縮
め
て
老
人
の
外

見
を
懸
命
に
真
似
て
い
く
。

　
だ
が
屈
曲
し
た
姿
勢
や
緩
慢
な
動
作
を
忠
実
に
再
現
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
如
何
に
も
年
寄
り
じ
み
た
風
貌
と
な
る
の
み
で
、
観
客
の

興
味
関
心
は
長
く
は
持
続
し
な
い
だ
ろ
う
。）
28
（

い
う
な
れ
ば
「
自
然
主
義
的

な
演
技
」（
先
掲
）
に
よ
っ
て
外
見
を
似
せ
れ
ば
似
せ
る
ほ
ど
、
何
の
変

哲
も
な
い
老
人
の
姿
が
現
前
す
る
ば
か
り
で
〝
花
〞（
劇
的
魅
力
）
か
ら
は

遠
ざ
か
る
と
い
う
、
二
律
背
反
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
更
に
困
難
の
度
合
い
を
増
す
の
は
、
器
楽
伴
奏
や
謡
の
リ
ズ
ム

に
つ
れ
て
ひ
た
す
ら
舞
い
つ
づ
け
る
演
技
で
あ
る
。
こ
の
舞
に
お
い
て
、

老
人
ら
し
く
見
え
な
が
ら
も
観
客
を
退
屈
さ
せ
な
い
よ
う
な
〝
花
〞
の
あ

る
演
技
を
実
現
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
か

―
こ
れ
に
つ
い
て

世
阿
弥
は
「
花
は
あ
り
て
年
寄
り
と
見
ゆ
る
る
公
案
、
く
は
し
く
習
ふ
べ

し
」（
…
魅
力
を
感
じ
さ
せ
つ
つ
も
な
お
老
人
だ
と
見
せ
る
工
夫
を
、
子
細
に
研

究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
））
29
（

と
、
ひ
と
ま
ず
は
沈
黙
す
る
。

　
そ
の
ま
ま
答
え
を
模
索
し
つ
つ
『
風
姿
花
伝
』
を
順
次
読
み
進
め
て
い

く
と
、
最
後
の
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
に
至
っ
て
よ
う
や
く
「
花
は
あ
り

て
年
寄
り
と
見
ゆ
る
る
公
案
」
に
該
当
す
る
記
述
に
出
会
う
。
そ
れ
が
第

七
篇
「
別
紙
口
伝
」
第
三
条
の
「
似
せ
ぬ
位
」（
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が

な
く
な
る
芸
位
）
で
あ
る
。

　
こ
の
「
似
せ
ぬ
位
」
に
お
い
て
は
、
先
の
第
二
篇
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」
の
よ

う
に
「
老
し
た
る
風
情
」（
年
寄
り
じ
み
た
所
作
））
30
（

を
意
識
し
た
演
技
は
か

え
っ
て
厳
し
く
戒
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
も
と
よ
り
己お
の

が
身
が
年
寄

り
な
ら
ば
、
年
寄
り
に
似
せ
ん
と
思
ふ
心
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」（
も
と
も

と
我
が
身
が
年
寄
り
な
の
だ
か
ら
、
年
寄
り
に
似
せ
よ
う
と
思
う
心
は
あ
る
は
ず

が
な
い
））
31
（

か
ら
で
あ
る
。
先
の
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」
の
よ
う
に
役
者
が
殊
更
に

腰
・
膝
を
屈
め
て
老
人
ら
し
く
見
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
強
い
て
譬
え
る

な
ら
老
人
に
似
せ
よ
う
と
躍
起
に
な
る
老
人
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
奇
矯

な
試
み
に
夢
中
に
な
る
者
は
い
な
い
。

　
す
な
わ
ち
演
技
対
象
と
し
て
注
視
す
べ
き
は
、
外
見
で
は
な
く
そ
の
本

質
で
あ
る
。
そ
し
て
似
せ
る
べ
き
老
人
の
本
質
と
は
、
肉
体
的
な
老
い
と

は
全
く
逆
に
、「
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
」）
32
（

傾
向
や
「
若
き
事
を
羨う
ら
や

め

る
心
」）
33
（

に
こ
そ
存
し
て
い
る
。
老
人
は
老
人
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、「
若
き
事
」
を
こ
そ
渇
望
し
て
や
ま
な
い

―
こ
の
本
質
（「
心
」）

に
沿
っ
て
、「
わ
ざ
を
ば
、
年
寄
り
の
望
み
の
ご
と
く
、
若
き
風
情
を
す

べ
し
」（
…
…
老
人
の
望
む
よ
う
に
、
若
や
い
だ
演
技
を
す
る
が
よ
い
））
34
（

と
世

阿
弥
は
説
く
。
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そ
し
て
「
似
せ
ぬ
位
」（
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
な
く
な
る
芸
位
）
に
ま

で
達
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
た
だ
、
も
と
も
と
高
齢
で
あ
っ
た
者
が
舞

台
に
立
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
無
意
識
に
行
わ
れ
る
身
の
構
え
や
一

挙
手
一
投
足
に
「
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
」
心
が
反
映
す
る
だ
ろ
う

―
こ
れ
が
「
似
せ
ぬ
位
」
に
お
け
る
〝
変
身
〞
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
「
若
き
事
」
を
希
求
す
る
老
人
の
本
質
に
成
り
き
っ
て

い
れ
ば
こ
そ
、
か
え
っ
て
留
意
す
べ
き
眼
目
が
あ
る
。
そ
れ
は
老
人
が
舞

を
舞
う
と
き
、
器
楽
伴
奏
や
謡
の
リ
ズ
ム
に
ど
う
し
て
も
合
わ
せ
ら
れ
ず
、

手
の
指
し
引
き
や
足
踏
み
が
微
妙
に
遅
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
劇
中
に
若
々
し
く
登
場
し
た
老
人
が
実
は
「
五
体
も
重
く
、
耳
も

遅
け
れ
ば
、
心
は
行
け
ど
も
振
舞
の
か
な
は
ぬ
な
り
」（
か
ら
だ
全
体
も
重

く
、
耳
も
遠
い
の
で
、
気
持
ち
は
逸は
や

る
け
れ
ど
も
動
作
が
付
い
て
い
か
な
い
））
35
（

と

観
客
の
眼
に
は
映
る
。
つ
ま
り
舞
台
の
上
で
は
、
器
楽
伴
奏
の
拍
子
が
打

た
れ
る
た
び
に
「
若
き
事
」
へ
の
渇
望
と
衰
え
た
肉
体
と
の
間
に
生
じ
る

ず
れ
が
刻
々
と
表
現
さ
れ
、
通
常
の
舞
の
規
範
か
ら
外
れ
た
異
格
の
珍
し

さ
を
生
む

―
こ
れ
が
観
客
の
興
味
関
心
を
持
続
さ
せ
る
〝
花
〞（
劇
的

魅
力
）
と
な
る
。

　
以
上
が
『
風
姿
花
伝
』
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
の
「
似
せ
ぬ
位
」（
第

三
条
）
の
概
要
で
あ
り
、
老
人
の
本
質
（「
心
」）
に
根
ざ
し
た
〝
変
身
〞

と
〝
花
〞
は
現
在
で
も
優
れ
た
芸
術
論
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
あ
く
ま
で
実
践
に
根
ざ
し
た
世
阿
弥
の
演
技
理
論
に
は
、
た
だ

ち
に
了
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
面
も
あ
る
。

　
こ
れ
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、「
似
せ
ぬ
位
」
の
総
論
と
も
い
う
べ
き

冒
頭
部
を
省
略
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
現
代
語
訳
と
と
も
に
引
用
し
て
お
く
。）
36
（

　
次
の
掲
出
部
分
の
う
ち
、
傍
線
部
Ⅰ
が
「
似
せ
ぬ
位
」
の
〝
変
身
〞、

Ⅱ
が
〝
花
〞
の
創
意
工
夫
に
対
応
す
る
箇
所
で
あ
る
。
も
し
何
ら
か
の
飛

躍
や
視
点
の
変
化
が
感
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
Ⅰ
か
ら
Ⅱ
へ
と
移

行
す
る
と
き
で
あ
る
（
注
意
を
喚
起
す
る
箇
所
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
表
記
し
た
）。

一
、
Ⅰ
物
ま
ね
に
、
似
せ
ぬ
位く

ら
ゐ

あ
る
べ
し
。
物
ま
ね
を
極
め
て
、

そ
の
物
に
ま
こ
と
に
成
り
入
り
ぬ
れ
ば
、
似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
。

Ⅱ
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な

か
る
べ
き
。

一
、
Ⅰ
物
ま
ね
と
い
う
こ
と
に
、
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
超
越
し

た
芸
境
と
い
う
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
物
ま
ね
の
奥
義
を
究
め
て
、

そ
の
役
柄
に
本
当
に
成
り
切
っ
た
な
ら
ば
、
似
せ
よ
う
と
思
う
気
持

ち
は
な
く
な
る
。
Ⅱ
そ
う
す
る
と
、
劇
中
の
人
物
と
し
て
面
白
さ
だ

け
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
花
が
咲
か
な
い
は
ず

が
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
Ⅰ
の
傍
線
部
で
あ
る
が
、「
…
…
そ
の
物
に
ま
こ
と
に
成
り
入
り

ぬ
れ
ば
、
似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
」（
そ
の
役
柄
に
本
当
に
成
り
き
っ
た
な
ら

ば
、
似
せ
よ
う
と
思
う
気
持
ち
は
な
く
な
る
）
は
、
い
っ
た
ん
は
自
意
識
か
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ら
離
れ
、
演
技
対
象
の
本
質
に
没
入
し
て
〝
変
身
〞
し
き
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
先
述
の
老
人
の
演
技
で
い
え
ば
、「
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
」

傾
向
や
「
若
き
事
を
羨う
ら
や

め
る
心
」
に
没
入
す
る
状
態
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
の
一
方
、
つ
づ
く
Ⅱ
の
「
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
所
ば
か
り
を

た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る
べ
き
」（
そ
う
す
る
と
、
劇
中
の
人
物
と

し
て
面
白
さ
だ
け
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
花
が
咲
か
な
い
は

ず
が
あ
ろ
う
か
）
に
お
い
て
は
、
演
技
対
象
に
成
り
き
っ
た
自
分
自
身
を

含
め
、
劇
場
全
体
を
俯
瞰
し
て
〝
花
〞
を
工
夫
す
る
主
体
的
な
視
座
が
存

し
て
い
る
。
老
人
が
舞
う
と
き
の
例
で
い
え
ば
、
あ
え
て
身
体
的
所
作
を

拍
子
に
遅
ら
せ
る
こ
と
で
「
心
」
と
肉
体
の
ず
れ
を
表
現
し
、
観
客
に
珍

し
さ
を
生
じ
さ
せ
る
工
夫
が
こ
の
Ⅱ
で
あ
る
。）
37
（

　
い
う
な
れ
ば
『
風
姿
花
伝
』
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
の
第
三
条
「
似
せ

ぬ
位
」
は
、
無
意
識
的
な
演
技
対
象
へ
の
没
入
（〝
変
身
〞）
と
、
そ
れ
を

包
摂
し
つ
つ
創
意
工
夫
す
る
役
者
と
し
て
の
主
体
性
（〝
花
〞）
の
総
体
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
論
ず
る
位
相
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
演
技
論
（
Ⅰ
・
Ⅱ
）
を
、
世
阿
弥
は

な
ぜ
並
べ
置
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
必
然
性
、
あ
る
い

は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
表
出
可
能
な
何
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。

　
　
　
　
　
　
三

　「
Ⅰ
物
ま
ね
に
、
似
せ
ぬ
位く

ら
ゐ

あ
る
べ
し
。
物
ま
ね
を
極
め
て
、
そ
の
物

に
ま
こ
と
に
成
り
入
り
ぬ
れ
ば
、
似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
。
Ⅱ
さ
る
ほ
ど

に
、
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る
べ
き
」―

「
似
せ
ぬ
位
」
冒
頭
部
に
並
置
さ
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
位
相
の
異
な
る
Ⅰ
・

Ⅱ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
。

　
解
釈
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
は
、
ま
ず
は
全
て
を
時
系
列
に
沿
っ
て
並

べ
つ
つ
、
役
者
の
向
上
・
発
展
の
道
筋
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
目
安
に
な
る
も
の
と
し
て
、「
似
せ
ぬ
位
」
の
Ⅰ
・
Ⅱ
を
段
階
的
に

捉
え
た
金
井
清
光
『
風
姿
花
伝
詳
解
』
を
次
に
挙
げ
て
お
く
。

似
せ
よ
う
似
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
間
は
、
ま
だ
真
に
似
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
Ⅰ
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
超
越
す
る
境
地
に

到
っ
て
、
は
じ
め
て
真
に
似
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ⅱ
こ
の
境
地
に

達
す
る
と
今
度
は
も
っ
ぱ
ら
面
白
く
見
せ
よ
う
と
努
力
す
る
か
ら
、

そ
こ
に
自
然
と
花
が
咲
く
。

（
金
井
清
光
『
風
姿
花
伝
詳
解
』）
38
（

）

　
金
井
は
右
の
よ
う
に
、
Ⅰ
・
Ⅱ
を
順
を
追
っ
て
意
訳
し
て
い
る
が
（
右

の
Ⅰ
・
Ⅱ
）、
試
み
に
こ
れ
に
従
っ
て
、
前
節
で
述
べ
た
こ
と
を
も
う
一

度
辿
り
直
し
て
み
た
い
。 ′

′

′

′
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ら
離
れ
、
演
技
対
象
の
本
質
に
没
入
し
て
〝
変
身
〞
し
き
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
先
述
の
老
人
の
演
技
で
い
え
ば
、「
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
」

傾
向
や
「
若
き
事
を
羨う
ら
や

め
る
心
」
に
没
入
す
る
状
態
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
の
一
方
、
つ
づ
く
Ⅱ
の
「
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
所
ば
か
り
を

た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る
べ
き
」（
そ
う
す
る
と
、
劇
中
の
人
物
と

し
て
面
白
さ
だ
け
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
花
が
咲
か
な
い
は

ず
が
あ
ろ
う
か
）
に
お
い
て
は
、
演
技
対
象
に
成
り
き
っ
た
自
分
自
身
を

含
め
、
劇
場
全
体
を
俯
瞰
し
て
〝
花
〞
を
工
夫
す
る
主
体
的
な
視
座
が
存

し
て
い
る
。
老
人
が
舞
う
と
き
の
例
で
い
え
ば
、
あ
え
て
身
体
的
所
作
を

拍
子
に
遅
ら
せ
る
こ
と
で
「
心
」
と
肉
体
の
ず
れ
を
表
現
し
、
観
客
に
珍

し
さ
を
生
じ
さ
せ
る
工
夫
が
こ
の
Ⅱ
で
あ
る
。）
37
（

　
い
う
な
れ
ば
『
風
姿
花
伝
』
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
の
第
三
条
「
似
せ

ぬ
位
」
は
、
無
意
識
的
な
演
技
対
象
へ
の
没
入
（〝
変
身
〞）
と
、
そ
れ
を

包
摂
し
つ
つ
創
意
工
夫
す
る
役
者
と
し
て
の
主
体
性
（〝
花
〞）
の
総
体
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
論
ず
る
位
相
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
演
技
論
（
Ⅰ
・
Ⅱ
）
を
、
世
阿
弥
は

な
ぜ
並
べ
置
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
必
然
性
、
あ
る
い

は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
表
出
可
能
な
何
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。

　
　
　
　
　
　
三

　「
Ⅰ
物
ま
ね
に
、
似
せ
ぬ
位く

ら
ゐ

あ
る
べ
し
。
物
ま
ね
を
極
め
て
、
そ
の
物

に
ま
こ
と
に
成
り
入
り
ぬ
れ
ば
、
似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
。
Ⅱ
さ
る
ほ
ど

に
、
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る
べ
き
」―

「
似
せ
ぬ
位
」
冒
頭
部
に
並
置
さ
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
位
相
の
異
な
る
Ⅰ
・

Ⅱ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
。

　
解
釈
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
は
、
ま
ず
は
全
て
を
時
系
列
に
沿
っ
て
並

べ
つ
つ
、
役
者
の
向
上
・
発
展
の
道
筋
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
目
安
に
な
る
も
の
と
し
て
、「
似
せ
ぬ
位
」
の
Ⅰ
・
Ⅱ
を
段
階
的
に

捉
え
た
金
井
清
光
『
風
姿
花
伝
詳
解
』
を
次
に
挙
げ
て
お
く
。

似
せ
よ
う
似
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
間
は
、
ま
だ
真
に
似
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
Ⅰ
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
超
越
す
る
境
地
に

到
っ
て
、
は
じ
め
て
真
に
似
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ⅱ
こ
の
境
地
に

達
す
る
と
今
度
は
も
っ
ぱ
ら
面
白
く
見
せ
よ
う
と
努
力
す
る
か
ら
、

そ
こ
に
自
然
と
花
が
咲
く
。

（
金
井
清
光
『
風
姿
花
伝
詳
解
』）
38
（

）

　
金
井
は
右
の
よ
う
に
、
Ⅰ
・
Ⅱ
を
順
を
追
っ
て
意
訳
し
て
い
る
が
（
右

の
Ⅰ
・
Ⅱ
）、
試
み
に
こ
れ
に
従
っ
て
、
前
節
で
述
べ
た
こ
と
を
も
う
一

度
辿
り
直
し
て
み
た
い
。 ′

′
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241　　『風姿花伝』「似せぬ位」における〝変身〟と〝花〟（一）

　
最
初
に
修
業
の
出
発
点
を
仮
に
Ａ
と
措
定
し
て
み
る
。
そ
こ
に
立
っ
て

い
る
の
は
、
芸
の
向
上
を
志
す
意
欲
と
主
体
性
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
舞
台

経
験
の
乏
し
い
未
熟
な
役
者
（
演
技
す
る
主
体
）
で
あ
る
。

　
こ
の
Ａ
の
地
点
か
ら
、
日
々
、
稽
古
を
積
み
重
ね
て
い
く
が
、
右
の
金

井
訳
で
い
え
ば
、
演
技
対
象
に
「
似
せ
よ
う
似
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る

間
は
、
ま
だ
真
に
似
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
右
の
波
線
部
）。
す
な
わ

ち
Ａ
か
ら
続
く
長
い
期
間
は
、
次
の
地
点
に
達
す
る
ま
で
の
苦
闘
の
連
続

で
あ
り
、
先
の
『
風
姿
花
伝
』
第
二
篇
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」
中
に
挙
げ
ら
れ
た

腰
・
膝
を
屈
め
て
老
人
ら
し
く
見
せ
よ
う
と
す
る
演
技
も
こ
の
時
期
に
含

ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　
だ
が
研
鑽
を
重
ね
て
い
く
と
、
次
の
Ｂ
の
地
点

―
す
な
わ
ち
右
の
意

訳
の
傍
線
部
Ⅰ
「
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
超
越
す
る
境
地
に
到
っ
て
、

は
じ
め
て
真
に
似
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
状
態

―
へ
と
辿
り
着
く
。
こ

れ
が
先
の
『
風
姿
花
伝
』
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
に
お
け
る
、「
似
せ
ぬ

位
」
の
Ⅰ
「
物
ま
ね
を
極
め
て
、
そ
の
物
に
ま
こ
と
に
成
り
入
り
ぬ
れ
ば
、

似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
」
に
あ
た
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
修
業
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
、
演
技
対
象
の
本
質
に

没
入
す
る
〝
変
身
〞
が
身
に
そ
な
わ
る
。
老
人
の
演
技
で
い
え
ば
、「
若

き
事
」
を
渇
望
す
る
本
質
に
成
り
き
り
、
も
は
や
「
老
し
た
る
風
情
」

（
年
寄
り
じ
み
た
所
作
）
に
と
ら
わ
れ
な
い
境
地
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
の
先
に
、
さ
ら
に
発
展
し
た
Ｃ
へ
の
道
が
続
い
て
い
る
。
演
技

対
象
へ
の
没
入
（〝
変
身
〞）
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
の
ち
、「
今
度

は
も
っ
ぱ
ら
面
白
く
見
せ
よ
う
と
努
力
す
る
か
ら
、
そ
こ
に
自
然
と
花
が

咲
く
」
よ
う
な
極
め
て
高
次
の
段
階
で
あ
る
（
右
の
金
井
訳
の
傍
線
部
Ⅱ
）。

こ
れ
が
「
似
せ
ぬ
位
」
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
Ⅱ
「
さ
る
ほ
ど
に
、

面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る
べ
き
」
で
あ
り
、

こ
こ
に
お
い
て
役
者
は
、
み
ず
か
ら
〝
花
〞（
劇
的
魅
力
）
を
咲
か
せ
る
べ

く
自
在
に
創
意
工
夫
し
て
い
く
。
老
人
の
舞
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
器
楽
伴

奏
の
拍
子
に
遅
ら
せ
る
所
作
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

　
こ
う
し
た
Ａ
か
ら
Ｂ
、
そ
し
て
Ｃ
へ
の
時
系
列
に
沿
っ
た
解
釈
に
従
っ

た
場
合
に
は
、
Ｂ
（
Ⅰ
お
よ
び
Ⅰ
に
該
当
）
や
Ｃ
（
Ⅱ
お
よ
び
Ⅱ
に
該
当
）
と

い
っ
た
変
遷
の
各
々
を
、『
風
姿
花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
の
冒
頭
部
は
そ
の

ま
ま
順
に
並
べ
置
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
篇
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」
で
提
起
さ
れ
た
「
花
は
あ
り

て
年
寄
り
と
見
ゆ
る
る
公
案
」
に
あ
た
る
「
似
せ
ぬ
位
」
の
老
人
の
舞
は
、

先
述
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
の
両
者
の
総
体
を
も
っ
て

構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
修
業
の
各
段
階
と
一
対
一
の
対
応
関
係
を
結

び
つ
つ
、
順
を
追
っ
て
理
論
化
す
べ
き
性
質
の
演
技
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、「
若
き
事
」
を
渇
望
す
る
本
質
へ
の
没
入
と
、
観
客
の
反
応
を
身

に
受
け
て
〝
花
〞
を
工
夫
す
る
意
識
（
老
人
の
所
作
を
拍
子
に
遅
ら
せ
る
こ

と
）
と
が
一
体
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、「
花
は
あ
り
て
年
寄
り
と
見
ゆ

る
る
公
案
」
は
完
成
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
世
阿
弥
は
、
一
見
飛
躍
と
も
と
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
位
相
の

異
な
る
両
者
を
並
べ
る
以
外
に
は
決
し
て
言
語
化
で
き
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

′Ⅰ
「
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
超
越
す
る
境
地
に
到
っ
て
、

′Ⅰ
「
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
超
越
す
る
境
地
に
到
っ
て
、

′

′

′
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ム
と
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
の
み
感
得
さ
れ
る
境
地
を
こ
そ
伝

え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

―
あ
ら
た
め
て
こ
の
よ
う
な
観
点
も
生
じ

て
く
る
。

　
そ
こ
で
、
今
ま
で
の
よ
う
な
時
系
列
を
重
視
す
る
解
釈
に
と
ら
わ
れ
ず
、

あ
く
ま
で
役
者
の
主
体
性
を
基
軸
と
し
た
弁
証
法
的
過
程
の
一
つ
と
し
て

先
の
Ａ
↓
Ｂ
（
Ⅰ
と
Ⅰ
に
該
当
）
↓
Ｃ
（
Ⅱ
と
Ⅱ
に
該
当
）
を
捉
え
直
し
て

み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
出
発
点
Ａ
の
役
者
は
、
如
何
に
未
熟
で
あ
っ
て
も
修
業
や
舞

台
に
臨
む
主
体
性
（
演
ず
る
主
体
）
を
そ
な
え
た
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
が

自
意
識
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
そ
の
対
極
と
も
い
え
る
Ｂ
に
お
い
て
演
技

対
象
へ
没
入
す
る
（
Ⅰ
「
…
…
似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
」）。
し
か
し
演
技
対

象
に
同
化
し
た
ま
ま
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
や
所
作
を
無
意
識

に
身
に
着
け
た
上
で
、
最
終
的
に
は
Ｂ
を
も
包
摂
し
た
高
次
の
主
体
性
Ｃ

を
獲
得
し
、
舞
台
で
観
客
の
視
線
を
浴
び
つ
つ
〝
花
〞
を
工
夫
す
る
の
で

あ
る
（
Ⅱ
「
…
…
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る
べ

き
」）。
こ
の
解
釈
の
場
合
は
、
Ａ
（
主
体
）
か
ら
対
極
で
あ
る
Ｂ
（
演
技
対

象
へ
の
没
入
）、
そ
し
て
両
者
を
高
度
に
止
揚
し
た
Ｃ
（
役
者
と
し
て
〝
花
〞

を
工
夫
す
る
新
た
な
主
体
）…
…
と
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
表
出
さ
れ
て

く
る
。

　
な
お
、
役
者
の
主
体
性
に
着
目
し
た
こ
の
解
釈
は
、
世
阿
弥
中
期
の
理

論
に）
39
（

属
す
る
『
至
花
道
』）
40
（

の
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

の
事
」（
同
書
第
二
条
）
と
『
風
姿

花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
と
の
類
似
性
に
立
脚
し
た
見
解
と
も
な
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
既
に
諸
註
釈
書
に
お
い
て
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
も
簡
略
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
な
ぜ
な
ら
ば
「
似
せ
ぬ
位
」
と
同
様
の
構
図
が
『
至
花
道
』
の
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

の
事
」
に
も
繰
り
返
し
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

　
世
阿
弥
中
期
の
理
論
に
属
す
る
『
至
花
道
』
の
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

の
事
」
は
、

役
者
が
修
業
に
よ
っ
て
芸
の
真
の
「
主ぬ
し

」―
通
例
は
「
体
得
者
」
と
訳

さ
れ
る）
41
（

―
―
に
な
る
ま
で
の
変
遷
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
ず
そ
の
出
発
点
は
、
修
練
を
重
ね
る
以
前
の
、
ま
だ
潜
在
的
な

「
主ぬ
し

」
の
状
態
か
ら
始
ま
る
。
天
分
に
恵
ま
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
才
能

は
磨
か
れ
ず
埋
も
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
は
こ
れ
を
「
生し
や
う

得と
く

の
下し
た

地ぢ

」（
素

質
や
天
稟
、
基
礎
的
能
力
））
42
（

と
表
現
し
、
年
功
を
積
ん
で
こ
そ
「
下し
た

地ぢ

」
が

徐
々
に
顕
在
化
す
る
と
い
う
。
修
業
の
入
口
に
お
い
て
は
、
役
者
は
あ
く

ま
で
仮
の
「
主ぬ
し

」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
長
い
道
程
が
始
ま
る
が
、
世
阿
弥
は
才
能
を
錬
磨
す
る
期
間

を
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

」

―
ま
だ
「
主ぬ
し

」
の
素
質
が
発
現
し
て
い
な
い
状
態

―

と
規
定
す
る
。
弟
子
は
師
匠
の
芸
を
懸
命
に
「
習な
ら

ひ
似
す
る
」）
43
（

が
、「
一い
つ

旦た
ん

似
る
や
う
な
れ
ど
も
、
我わ

が
物も
の

に
い
ま
だ
な
ら
で
」（
一
時
的
に
は
師
に

よ
く
似
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
自
分
自
身
の
芸
に
な
り
き
っ
て
い
な
い

の
で
））
44
（

、
そ
の
演
技
も
不
安
定
で
劇
的
効
果
が
生
じ
に
く
い
。
こ
れ
は
金

）、
そ
の
演
技
も
不
安
定
で
劇
的
効
果
が
生
じ
に
く
い
。
こ
れ
は
金

）

′

′
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ム
と
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
の
み
感
得
さ
れ
る
境
地
を
こ
そ
伝

え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

―
あ
ら
た
め
て
こ
の
よ
う
な
観
点
も
生
じ

て
く
る
。

　
そ
こ
で
、
今
ま
で
の
よ
う
な
時
系
列
を
重
視
す
る
解
釈
に
と
ら
わ
れ
ず
、

あ
く
ま
で
役
者
の
主
体
性
を
基
軸
と
し
た
弁
証
法
的
過
程
の
一
つ
と
し
て

先
の
Ａ
↓
Ｂ
（
Ⅰ
と
Ⅰ
に
該
当
）
↓
Ｃ
（
Ⅱ
と
Ⅱ
に
該
当
）
を
捉
え
直
し
て

み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
出
発
点
Ａ
の
役
者
は
、
如
何
に
未
熟
で
あ
っ
て
も
修
業
や
舞

台
に
臨
む
主
体
性
（
演
ず
る
主
体
）
を
そ
な
え
た
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
が

自
意
識
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
そ
の
対
極
と
も
い
え
る
Ｂ
に
お
い
て
演
技

対
象
へ
没
入
す
る
（
Ⅰ
「
…
…
似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
」）。
し
か
し
演
技
対

象
に
同
化
し
た
ま
ま
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
や
所
作
を
無
意
識

に
身
に
着
け
た
上
で
、
最
終
的
に
は
Ｂ
を
も
包
摂
し
た
高
次
の
主
体
性
Ｃ

を
獲
得
し
、
舞
台
で
観
客
の
視
線
を
浴
び
つ
つ
〝
花
〞
を
工
夫
す
る
の
で

あ
る
（
Ⅱ
「
…
…
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る
べ

き
」）。
こ
の
解
釈
の
場
合
は
、
Ａ
（
主
体
）
か
ら
対
極
で
あ
る
Ｂ
（
演
技
対

象
へ
の
没
入
）、
そ
し
て
両
者
を
高
度
に
止
揚
し
た
Ｃ
（
役
者
と
し
て
〝
花
〞

を
工
夫
す
る
新
た
な
主
体
）…
…
と
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
表
出
さ
れ
て

く
る
。

　
な
お
、
役
者
の
主
体
性
に
着
目
し
た
こ
の
解
釈
は
、
世
阿
弥
中
期
の
理

論
に）
39
（

属
す
る
『
至
花
道
』）
40
（

の
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

の
事
」（
同
書
第
二
条
）
と
『
風
姿

花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
と
の
類
似
性
に
立
脚
し
た
見
解
と
も
な
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
既
に
諸
註
釈
書
に
お
い
て
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
も
簡
略
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
な
ぜ
な
ら
ば
「
似
せ
ぬ
位
」
と
同
様
の
構
図
が
『
至
花
道
』
の
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

の
事
」
に
も
繰
り
返
し
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

　
世
阿
弥
中
期
の
理
論
に
属
す
る
『
至
花
道
』
の
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

の
事
」
は
、

役
者
が
修
業
に
よ
っ
て
芸
の
真
の
「
主ぬ
し

」―
通
例
は
「
体
得
者
」
と
訳

さ
れ
る）
41
（

―
―
に
な
る
ま
で
の
変
遷
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
ず
そ
の
出
発
点
は
、
修
練
を
重
ね
る
以
前
の
、
ま
だ
潜
在
的
な

「
主ぬ

し

」
の
状
態
か
ら
始
ま
る
。
天
分
に
恵
ま
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
才
能

は
磨
か
れ
ず
埋
も
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
は
こ
れ
を
「
生し
や
う

得と
く

の
下し
た

地ぢ

」（
素

質
や
天
稟
、
基
礎
的
能
力
））
42
（

と
表
現
し
、
年
功
を
積
ん
で
こ
そ
「
下し
た

地ぢ

」
が

徐
々
に
顕
在
化
す
る
と
い
う
。
修
業
の
入
口
に
お
い
て
は
、
役
者
は
あ
く

ま
で
仮
の
「
主ぬ
し

」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
長
い
道
程
が
始
ま
る
が
、
世
阿
弥
は
才
能
を
錬
磨
す
る
期
間

を
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

」

―
ま
だ
「
主ぬ
し

」
の
素
質
が
発
現
し
て
い
な
い
状
態

―

と
規
定
す
る
。
弟
子
は
師
匠
の
芸
を
懸
命
に
「
習な
ら

ひ
似
す
る
」）
43
（

が
、「
一い
つ

旦た
ん

似
る
や
う
な
れ
ど
も
、
我わ

が
物も
の

に
い
ま
だ
な
ら
で
」（
一
時
的
に
は
師
に

よ
く
似
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
自
分
自
身
の
芸
に
な
り
き
っ
て
い
な
い

の
で
））
44
（

、
そ
の
演
技
も
不
安
定
で
劇
的
効
果
が
生
じ
に
く
い
。
こ
れ
は
金

）、
そ
の
演
技
も
不
安
定
で
劇
的
効
果
が
生
じ
に
く
い
。
こ
れ
は
金

）
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243　　『風姿花伝』「似せぬ位」における〝変身〟と〝花〟（一）

井
清
光
が
「
似
せ
ぬ
位
」
に
つ
い
て
述
べ
た
「
似
せ
よ
う
似
せ
よ
う
と
努

力
し
て
い
る
間
は
、
ま
だ
真
に
似
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（『
風
姿
花
伝

詳
解
』、
前
掲
）
状
態
に
類
す
る
。

　
し
か
し
日
々
怠
ら
ず
に
天
稟
（
先
の
「
生し
や
う

得と
く

の
下し
た

地ぢ

」）
を
磨
き
上
げ
、

師
の
演
技
体
系
が
完
全
に
習
得
さ
れ
る
と
、
や
が
て
役
者
は
芸
の
「
主ぬ
し

」

と
な
り
、
そ
の
演
技
は
「
有う

主し
ゆ

風ふ
う

」
と
い
わ
れ
る
。

　
世
阿
弥
『
至
花
道
』
よ
り
、
こ
の
「
主ぬ
し

」
の
定
義
に
直
接
関
わ
る
箇
所

を
、
現
代
語
訳
と
と
も
に
掲
出
し
て
お
く
。）

45
（

留
意
し
た
い
の
は
、
傍
線
部

１
か
ら
２
へ
と
移
行
す
る
と
き
の
視
点
の
変
化
で
あ
る
。

１
師
に
よ
く
似
せ
習
ひ
、
見
取
り
て
、
我
が
物
に
な
り
て
、
身し

ん

心じ
ん

に

覚お
ぼ

え
入い

り
て
、
安や

す
や
す

き
位
の
達た

つ
た
つ

人じ
ん

に
至
る
は
、
こ
れ
、
主ぬ

し
ぬ
し

な
り
。
２
こ

れ
、
生
き
た
る
能
な
る
べ
し
。

１
師
に
よ
く
習
い
似
せ
、
学
び
と
っ
て
、
そ
れ
が
自
分
の
も
の
に
な

り
き
り
、
心
で
理
解
し
、
体
で
覚
え
こ
ん
で
、
そ
れ
を
や
す
や
す
と

演
じ
得
る
境
地
に
ま
で
な
り
得
た
人
は
、
芸
の
主
で
あ
る
。
２
そ
う

し
た
芸
こ
そ
が
生
き
た
能
で
あ
ろ
う
。

（
世
阿
弥
『
至
花
道
』、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
88
『
連
歌
論
集

能
楽
論
集
俳
論
集
』
所
収
）

         

　
右
の
傍
線
部
１
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
師
に
よ
く
似
せ
て
学
ん
だ

芸
が
「
…
…
我
が
物
に
な
り
て
、
身し
ん

心じ
ん

に
覚お
ぼ

え
入い

り
て
」（
…
…
自
分
の
も

の
に
な
り
き
り
、
心
で
理
解
し
、
体
で
覚
え
こ
ん
で
）、
つ
い
に
は
「
安や
す

き
位

の
達た
つ

人じ
ん

」（
や
す
や
す
と
演
じ
得
る
境
地
）
に
至
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
先
の
『
風
姿
花
伝
』
の
「
似
せ
ぬ
位
」
で
は
、〝
変
身
〞
の
対
象
は
劇

中
人
物
の
本
質
で
あ
っ
た
が
（「
そ
の
物
に
ま
こ
と
に
成
り
入
り
ぬ
れ
ば
、
似

せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
」）、
こ
こ
で
は
師
の
芸
の
真
髄
こ
そ
が
没
入
す
べ
き

対
象
で
あ
り
、
こ
れ
を
完
全
に
体
得
し
た
者
が
「
主ぬ
し

」
と
呼
ば
れ
る

―

１
の
「
主ぬ
し

」
の
定
義
は
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
区
切
ら
れ
る
。

　
だ
が
世
阿
弥
は
、
ま
る
で
間
を
置
い
て
か
ら
再
び
書
き
留
め
た
か
の
よ

う
に
、
傍
線
部
２
で
「
こ
れ
、
生
き
た
る
能
な
る
べ
し
」
と
あ
ら
た
め
て

「
主ぬ
し

」
を
定
義
す
る
。

　
こ
の
「
生
き
た
る
能
」（
生
き
た
能
）
に
つ
い
て
従
来
の
註
釈
は
「
生
命

の
こ
も
っ
た
能
」）

46
（

、「
息
の
か
よ
っ
た
能
」）

47
（

、
あ
る
い
は
「
命
の
あ
る
新
鮮

な
感
動
を
生
む
能
」）

48
（

等
の
意
に
解
し
て
い
る
。
初
期
理
論
で
あ
る
『
風

姿
花
伝
』
の
「
似
せ
ぬ
位
」
冒
頭
部
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
観
客

と
の
関
係
性
に
お
け
る
〝
花
〞
の
創
出
（「
…
…
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し

な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る
べ
き
」）
の
延
長
線
上
に
あ
る
境
地
と
も
捉
え

ら
れ
よ
う
。

　
し
か
し
他
者
（
師
）
の
真
髄
を
完
全
に
似
せ
る
こ
と
を
習
得
し
た
状
態

（
傍
線
部
１
、〝
変
身
〞
と
照
応
）
が
、
な
ぜ
観
客
に
生
命
の
宿
っ
た
新
鮮
な

感
動
（
傍
線
部
２
、〝
花
〞
と
照
応
）
を
与
え
ら
れ
る
の
か
、
説
明
は
一
切

省
略
さ
れ
、
１
と
２
の
間
に
は
読
み
手
が
補
う
べ
き
空
白
が
残
さ
れ
る
。
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す
な
わ
ち
『
風
姿
花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
冒
頭
部
に
お
け
る
〝
変
身
〞

と
〝
花
〞
の
並
置
と
同
様
の
構
図
が
、
世
阿
弥
中
期
の
理
論
書
で
あ
る

『
至
花
道
』
で
も
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
し
て
能
楽
研
究
の
泰
斗
・
能
勢
朝
次
（
一
八
九
四
―

一
九
五
五
）
は
、
右
の
１
と
２
の
間
に
明
ら
か
な
「
飛
躍
」
を
認
め
つ
つ
、

次
の
よ
う
に
評
し
た
。
掲
出
す
る
の
は
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釋
』
で
あ

る
が
、
左
の
傍
線
部
１
が
『
至
花
道
』
に
お
け
る
師
の
芸
を
習
い
似
せ
る

１
に
、
２
が
世
阿
弥
に
よ
っ
て
再
定
義
さ
れ
た
「
生
き
た
る
能
」
に
あ
た

り
、
末
尾
の
二
重
傍
線
部
が
こ
れ
ら
１
（
１
）
と
２
（
２
）
の
間
の
「
飛

躍
」
を
め
ぐ
る
解
釈
と
な
る
。

…
…
結
局
、
有
主
風
に
到
る
要
件
は
、
１
藝
道
の
劫
を
積
ん
で
、
習

得
し
た
も
の
を
心
身
で
マ
ス
タ
ー
し
切
る
事
が
、
そ
の
唯
一
の
方
途

と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
又
、
我
々
は
他
の
一
面
に
於
て
、
往
々
、

「
藝
に
魂
が
入
つ
て
ゐ
な
い
」
と
か
、「
型
と
し
て
は
立
派
だ
が
、
結

局
型
だ
け
に
過
ぎ
な
い
」
と
か
い
ふ
藝
評
を
聞
く
事
が
あ
る
。
こ
れ

も
や
は
り
、
所
謂
無
主
風
に
屬
す
る
藝
に
對
す
る
批
評
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。
し
か
し
、
そ
の
境
地
に
あ
る
人
が
、
ど
う
し
た
ら
、
２
「
藝

に
魂
が
入
り
、
生
命
が
宿
る
」
境
地
へ
進
み
得
る
で
あ
ら
う
か
。
こ

の
間
の
呼
吸
は
、
門
外
漢
に
は
う
か
が
ひ
得
ら
れ
ぬ
神
祕
が
あ
る
や

う
で
あ
る
。
或
は
、
そ
の
藝
道
の
人
同
志
の
間
に
於
て
も
、
教
へ
る

事
も
學
ぶ
こ
と
も
出
來
な
い
境
地
で
で
も
あ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
も

の
が
あ
る
。
た
し
か
に
そ
こ
に
は
、
有
限
か
ら
無
限
へ
の
飛
躍
が
あ

り
さ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
證
で
あ
り
悟
得
で
あ
つ
て
、
傳

授
と
い
ふ
こ
と
を
超
え
た
境
地
で
あ
ら
う
。…
…（
後
略
）…
…

（
能
勢
朝
次
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釋
』）
49
（

）

　
ま
ず
傍
線
部
１
で
能
勢
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
だ
才
能
が
発
現
し
て

い
な
い
役
者
（
潜
在
的
な
「
主ぬ
し

」）
が
、
師
の
芸
を
心
身
と
も
に
自
分
の
も

の
に
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
能
勢
の
『
至
花
道
』
理
解
で

重
要
な
の
は
、
役
者
が
自
意
識
か
ら
離
れ
て
他
者
（
師
）
の
真
髄
に
成
り

き
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
点
で
は
「
藝
に
魂
が
入
つ
て
ゐ
な
い
」
あ
る

い
は
「
型
と
し
て
は
立
派
だ
が
、
結
局
型
だ
け
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
り
、

芸
位
と
し
て
は
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

」
の
域
を
出
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
近
年
で

は
西に
し

平ひ
ら

直た
だ
し

が
能
勢
と
同
様
の
見
解
を
示
し
、
努
力
し
て
「
似
せ
る
」
行

為
も
、
対
象
に
没
入
し
て
「
似
せ
ぬ
」
境
地
に
至
る
こ
と
も
、
結
局
は

「
似
せ
る
―
似
せ
ぬ
」
の
「
同
位
対
立
」
で
あ
り
、
双
方
と
も
に
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

」
に
含
ま
れ
る
と
指
摘
す
る
（
西
平
直
『
世
阿
弥
の
稽
古
哲
学
』）
50
（

）。

　
つ
ま
り
仮
の
「
主ぬ
し

」
で
あ
っ
た
Ａ
が
、
や
が
て
師
の
演
技
体
系
に
没

入
・
同
化
を
果
た
し
た
Ｂ
の
地
点
へ
到
達
し
た
と
し
て
も
、
い
う
な
れ
ば

底
辺
の
端
か
ら
端
を
辿
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
真
の
「
有う

主し
ゆ

風ふ
う

」
の
「
主ぬ
し

」
が
完
成
す
る
の
は
、
こ
の
「
似
せ
る
―
似

せ
ぬ
」
の
「
同
位
対
立
」
を
超
克
し
、
高
次
に
止
揚
さ
れ
た
主
体
で
あ
る

Ｃ
（
頂
点
）
へ
と
一
気
に
「
飛
躍
」
し
た
と
き
で
あ
る
。

′１
が
『
至
花
道
』
に
お
け
る
師
の
芸
を
習
い
似
せ
る

′１
が
『
至
花
道
』
に
お
け
る
師
の
芸
を
習
い
似
せ
る

′２
が
世
阿
弥
に
よ
っ
て
再
定
義
さ
れ
た
「
生
き
た
る
能
」
に
あ
た

′２
が
世
阿
弥
に
よ
っ
て
再
定
義
さ
れ
た
「
生
き
た
る
能
」
に
あ
た

′

′

′

′

′１
で
能
勢
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
だ
才
能
が
発
現
し
て

′１
で
能
勢
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
だ
才
能
が
発
現
し
て
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す
な
わ
ち
『
風
姿
花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
冒
頭
部
に
お
け
る
〝
変
身
〞

と
〝
花
〞
の
並
置
と
同
様
の
構
図
が
、
世
阿
弥
中
期
の
理
論
書
で
あ
る

『
至
花
道
』
で
も
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
し
て
能
楽
研
究
の
泰
斗
・
能
勢
朝
次
（
一
八
九
四
―

一
九
五
五
）
は
、
右
の
１
と
２
の
間
に
明
ら
か
な
「
飛
躍
」
を
認
め
つ
つ
、

次
の
よ
う
に
評
し
た
。
掲
出
す
る
の
は
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釋
』
で
あ

る
が
、
左
の
傍
線
部
１
が
『
至
花
道
』
に
お
け
る
師
の
芸
を
習
い
似
せ
る

１
に
、
２
が
世
阿
弥
に
よ
っ
て
再
定
義
さ
れ
た
「
生
き
た
る
能
」
に
あ
た

り
、
末
尾
の
二
重
傍
線
部
が
こ
れ
ら
１
（
１
）
と
２
（
２
）
の
間
の
「
飛

躍
」
を
め
ぐ
る
解
釈
と
な
る
。

…
…
結
局
、
有
主
風
に
到
る
要
件
は
、
１
藝
道
の
劫
を
積
ん
で
、
習

得
し
た
も
の
を
心
身
で
マ
ス
タ
ー
し
切
る
事
が
、
そ
の
唯
一
の
方
途

と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
又
、
我
々
は
他
の
一
面
に
於
て
、
往
々
、

「
藝
に
魂
が
入
つ
て
ゐ
な
い
」
と
か
、「
型
と
し
て
は
立
派
だ
が
、
結

局
型
だ
け
に
過
ぎ
な
い
」
と
か
い
ふ
藝
評
を
聞
く
事
が
あ
る
。
こ
れ

も
や
は
り
、
所
謂
無
主
風
に
屬
す
る
藝
に
對
す
る
批
評
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。
し
か
し
、
そ
の
境
地
に
あ
る
人
が
、
ど
う
し
た
ら
、
２
「
藝

に
魂
が
入
り
、
生
命
が
宿
る
」
境
地
へ
進
み
得
る
で
あ
ら
う
か
。
こ

の
間
の
呼
吸
は
、
門
外
漢
に
は
う
か
が
ひ
得
ら
れ
ぬ
神
祕
が
あ
る
や

う
で
あ
る
。
或
は
、
そ
の
藝
道
の
人
同
志
の
間
に
於
て
も
、
教
へ
る

事
も
學
ぶ
こ
と
も
出
來
な
い
境
地
で
で
も
あ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
も

の
が
あ
る
。
た
し
か
に
そ
こ
に
は
、
有
限
か
ら
無
限
へ
の
飛
躍
が
あ

り
さ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
證
で
あ
り
悟
得
で
あ
つ
て
、
傳

授
と
い
ふ
こ
と
を
超
え
た
境
地
で
あ
ら
う
。…
…（
後
略
）…
…

（
能
勢
朝
次
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釋
』）
49
（

）

　
ま
ず
傍
線
部
１
で
能
勢
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
だ
才
能
が
発
現
し
て

い
な
い
役
者
（
潜
在
的
な
「
主ぬ
し

」）
が
、
師
の
芸
を
心
身
と
も
に
自
分
の
も

の
に
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
能
勢
の
『
至
花
道
』
理
解
で

重
要
な
の
は
、
役
者
が
自
意
識
か
ら
離
れ
て
他
者
（
師
）
の
真
髄
に
成
り

き
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
点
で
は
「
藝
に
魂
が
入
つ
て
ゐ
な
い
」
あ
る

い
は
「
型
と
し
て
は
立
派
だ
が
、
結
局
型
だ
け
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
り
、

芸
位
と
し
て
は
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

」
の
域
を
出
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
近
年
で

は
西に
し

平ひ
ら

直た
だ
し

が
能
勢
と
同
様
の
見
解
を
示
し
、
努
力
し
て
「
似
せ
る
」
行

為
も
、
対
象
に
没
入
し
て
「
似
せ
ぬ
」
境
地
に
至
る
こ
と
も
、
結
局
は

「
似
せ
る
―
似
せ
ぬ
」
の
「
同
位
対
立
」
で
あ
り
、
双
方
と
も
に
「
無む

主し
ゆ

風ふ
う

」
に
含
ま
れ
る
と
指
摘
す
る
（
西
平
直
『
世
阿
弥
の
稽
古
哲
学
』）
50
（

）。

　
つ
ま
り
仮
の
「
主ぬ
し

」
で
あ
っ
た
Ａ
が
、
や
が
て
師
の
演
技
体
系
に
没

入
・
同
化
を
果
た
し
た
Ｂ
の
地
点
へ
到
達
し
た
と
し
て
も
、
い
う
な
れ
ば

底
辺
の
端
か
ら
端
を
辿
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
真
の
「
有う

主し
ゆ

風ふ
う

」
の
「
主ぬ
し

」
が
完
成
す
る
の
は
、
こ
の
「
似
せ
る
―
似

せ
ぬ
」
の
「
同
位
対
立
」
を
超
克
し
、
高
次
に
止
揚
さ
れ
た
主
体
で
あ
る

Ｃ
（
頂
点
）
へ
と
一
気
に
「
飛
躍
」
し
た
と
き
で
あ
る
。

′１
が
『
至
花
道
』
に
お
け
る
師
の
芸
を
習
い
似
せ
る

′１
が
『
至
花
道
』
に
お
け
る
師
の
芸
を
習
い
似
せ
る

′２
が
世
阿
弥
に
よ
っ
て
再
定
義
さ
れ
た
「
生
き
た
る
能
」
に
あ
た

′２
が
世
阿
弥
に
よ
っ
て
再
定
義
さ
れ
た
「
生
き
た
る
能
」
に
あ
た

′

′

′

′

′１
で
能
勢
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
だ
才
能
が
発
現
し
て

′１
で
能
勢
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
だ
才
能
が
発
現
し
て
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そ
れ
が
右
の
二
重
傍
線
部
中
で
述
べ
ら
れ
る
「
有
限
か
ら
無
限
へ
の
飛

躍
」
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
師
の
芸
を
体
得
し
た
演
者
自
身
が
「
自
證
」・

「
悟
得
」
す
る
よ
り
他
は
な
い
境
地
で
あ
る

―
す
な
わ
ち
能
勢
は
、
記

述
と
記
述
の
間
に
残
さ
れ
た
空
白
か
ら
言
語
化
が
不
可
能
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
汲
み
取
り
つ
つ
、「
安や
す

き
位
の
達た
つ

人じ
ん

」（
１
）
を
包
摂
し
な
が
ら
同
時

に
「
生
き
た
る
能
」（
２
）
を
創
出
す
る
主
体
に
こ
そ
「
有う

主し
ゆ

風ふ
う

」
の

「
主ぬ
し

」
の
姿
を
見
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
「
有
限
か
ら
無
限
へ
の
飛
躍
」
は
、
秘
伝
を
相
伝
し
た
側

が
才
能
と
実
力
を
そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
決
し
て
追
体
験
で
き
な
い
性
質

の
も
の
で
も
あ
る
。
言
語
の
背
景
に
存
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
感
得
で
き

る
か
否
か
は
、
実
際
に
は
世
阿
弥
と
相
伝
者
と
の
間
の
以
心
伝
心
に
賭
け

ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
世
阿
弥
は
『
風
姿
花
伝
』「
奥
義
篇
」
で
「
心
よ
り
心
に
伝
ふ
る
花
」

（
言
葉
で
は
伝
え
き
れ
ぬ
部
分
ま
で
も
、
心
か
ら
心
へ
と
伝
え
る
、
芸
の
真
髄
の

花
））
51
（

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
秘
伝
伝
授
の
精
神
は
『
至
花
道
』
に
お
け

る
「
主ぬ
し

」
の
形
成
過
程
に
も
通
底
し
て
い
る
。「
有う

主し
ゆ

風ふ
う

」
の
真
の
「
主ぬ
し

」

の
境
地
は
、
伝
書
を
媒
な
か
だ
ち

と
し
つ
つ
「
心
よ
り
心
に
伝
ふ
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
成
就
さ
れ
、
次
世
代
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
の
か
も
し
れ
な

い
。

　
　
　
　
　
　
五

　
こ
の
『
至
花
道
』
の
「
主ぬ
し

」
の
定
義
を
踏
ま
え
つ
つ
、
も
う
一
度
『
風

姿
花
伝
』
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
に
収
め
ら
れ
た
「
似
せ
ぬ
位
」
の
〝
変

身
〞
と
〝
花
〞
を
見
返
っ
て
み
た
い
。

　
次
に
掲
出
す
る
の
は
、
先
に
も
引
用
し
た
「
似
せ
ぬ
位
」
冒
頭
部
の
本

文
お
よ
び
現
代
語
訳
で
あ
る
が
、
最
初
の
傍
線
部
Ⅰ
は
、
も
と
も
と
未
熟

で
あ
っ
た
役
者
が
対
象
に
「
似
せ
る
」（
Ａ
）
努
力
を
続
け
た
結
果
、
つ

い
に
「
似
せ
ぬ
」（
Ｂ
）
境
地
に
ま
で
到
達
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

（「
…
…
似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
」）。

　
着
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
似
せ
ぬ
」（
Ｂ
）
境
地
に
相
当
す
る
傍
線

部
Ⅰ
か
ら
、
つ
づ
く
傍
線
部
Ⅱ
へ
移
行
す
る
と
き
の
位
相
の
変
化
で
あ
る
。

一
、
Ⅰ
物
ま
ね
に
、
似
せ
ぬ
位く

ら
ゐ

あ
る
べ
し
。
物
ま
ね
を
極
め
て
、

そ
の
物
に
ま
こ
と
に
成
り
入
り
ぬ
れ
ば
、
似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
。

Ⅱ
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な

か
る
べ
き
。

一
、
Ⅰ
物
ま
ね
と
い
う
こ
と
に
、
似
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
超
越
し

た
芸
境
と
い
う
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
物
ま
ね
の
奥
義
を
究
め
て
、

そ
の
役
柄
に
本
当
に
成
り
切
っ
た
な
ら
ば
、
似
せ
よ
う
と
思
う
気
持

ち
は
な
く
な
る
。
Ⅱ
そ
う
す
る
と
、
劇
中
の
人
物
と
し
て
面
白
さ
だ
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け
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
花
が
咲
か
な
い
は
ず

が
あ
ろ
う
か
。

　
右
の
傍
線
部
Ⅰ
で
は
、
役
者
は
自
意
識
か
ら
離
れ
、
演
技
対
象
の
本
質

に
没
入
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
修
業
の
出
発
点
に
存
し
て
い
た

「
似
せ
る
」
意
識
と
、
研
鑽
を
重
ね
た
結
果
と
し
て
の
「
似
せ
ぬ
」
境
地

の
双
方
が
、
い
う
な
れ
ば
底
辺
の
端
（
Ａ
）
と
端
（
Ｂ
）
に
極
ま
り
、
今

ま
で
と
同
じ
〝
変
身
〞
の
位
相
に
は
次
に
進
む
べ
き
道
が
見
出
さ
れ
な
い

状
態
と
な
る
。

　
そ
の
と
き
、
ち
ょ
う
ど
時
機
を
心
得
た
か
の
よ
う
に
、
傍
線
部
Ⅱ
の

「
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る

べ
き
」（
そ
う
す
る
と
、
劇
中
の
人
物
と
し
て
面
白
さ
だ
け
を
工
夫
す
る
こ
と
に

な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
花
が
咲
か
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
）
の
新
た
な
境
地

（
Ｃ
）
が
示
さ
れ
る
。
能
勢
朝
次
の
い
う
「
有
限
か
ら
無
限
へ
の
飛
躍
」

が
成
就
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
Ⅰ
か
ら
Ⅱ
へ
の
移
行
の
瞬
間
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
の
「
飛
躍
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
未
熟
で
あ
っ
た
役
者
の
自
意

識
（
Ａ
）
が
〝
変
身
〞（
Ｂ
）
と
と
も
に
止
揚
さ
れ
、〝
花
〞
を
創
意
工
夫

す
る
高
次
の
主
体
と
し
て
復
活
を
遂
げ
る
（
頂
点
Ｃ
）。「
花
は
あ
り
て
年

寄
り
と
見
ゆ
る
る
公
案
」
に
相
当
す
る
こ
の
「
似
せ
ぬ
位
」
に
つ
い
て
は
、

老
人
の
「
若
き
事
」
へ
の
渇
望
や
、
器
楽
伴
奏
の
拍
子
に
あ
え
て
遅
ら
せ

る
舞
の
演
技
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
が
、
世
阿
弥
の
本
来
的
な
意
図
は
、

〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
そ
れ
自
体
の
伝
授
に
あ
っ
た
と
も

解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
こ
れ
ま
で
『
風
姿
花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
に
つ
い
て
考
察
し
て

き
た
が
、
主
体
か
ら
客
体
へ
の
没
入
、
そ
し
て
客
体
を
も
包
摂
し
た
新
た

な
主
体
の
確
立
と
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
意
外
に
も
約
六
百
年
後
、

時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
の
壁
を
遙
か
に
越
え
、
鋭
い
直
感
能
力
を
そ
な
え
た
映

像
文
化
の
担
い
手
に
も
感
得
さ
れ
て
い
く
。

　
た
と
え
ば
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
文
化
を
牽
引
し
て
き
た
映
像
作
家

の
一
人
で
あ
る
河か
わ

森も
り

正し
ょ
う

治じ

は
、
慶
應
義
塾
大
学
在
学
中
か
ら
メ
カ
デ
ザ

イ
ン
や
演
出
の
仕
事
を
開
始
し
て
い
る
が
、
制
作
現
場
で
は
〝
花
〞
が
あ

る
（
も
し
く
は
な
い
）
と
い
っ
た
会
話
が
飛
び
交
い
、
お
の
ず
か
ら
世
阿

弥
伝
書
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
詳
細
は
河
森
正
治
「
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
世
阿
弥
の
「
花
」」
参
照
））
52
（

。

　
こ
の
河
森
が
初
め
て
「
似
せ
ぬ
位
」
の
応
用
を
試
み
た
の
は
、
総
監
督

を
務
め
た
テ
レ
ビ
シ
リ
ー
ズ
『
創
聖
の
ア
ク
エ
リ
オ
ン
』（
二
〇
〇
五
）
の

第
十
八
話
で
あ
る
。）
53
（

同
話
は
〝
変
身
〞
を
主
題
と
し
、）
54
（

登
場
人
物
た
ち
が

互
い
に
相
手
に
「
成
り
き
る
」）
55
（

訓
練
を
行
う
が
、
ま
ず
前
半
で
は
、
演
技

対
象
の
服
装
や
身
振
り
、
口
癖
を
懸
命
に
真
似
る
段
階
（
Ａ
）
が
コ
メ

デ
ィ
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
る
。
し
か
し
師
に
あ
た
る
司
令
官
か
ら
「
形
や
言

葉
だ
け
真
似
し
て
も
、
中
身
は
全
然
も
と
の
ま
ま
」）
56
（

と
一
喝
さ
れ
た
の
が

契
機
と
な
り
、
後
半
で
は
対
象
（
相
手
）
の
本
質

―
こ
こ
で
は
人
格
形

成
の
礎
い
し
ず
え

と
な
っ
た
原
風
景

―
に
互
い
に
没
入
・
同
化
を
果
た
し
て
い

く
（
Ｂ
）。
だ
が
完
全
に
「
成
り
き
る
」
こ
と
を
実
現
し
た
刹
那
、「
私
は
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け
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
花
が
咲
か
な
い
は
ず

が
あ
ろ
う
か
。

　
右
の
傍
線
部
Ⅰ
で
は
、
役
者
は
自
意
識
か
ら
離
れ
、
演
技
対
象
の
本
質

に
没
入
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
修
業
の
出
発
点
に
存
し
て
い
た

「
似
せ
る
」
意
識
と
、
研
鑽
を
重
ね
た
結
果
と
し
て
の
「
似
せ
ぬ
」
境
地

の
双
方
が
、
い
う
な
れ
ば
底
辺
の
端
（
Ａ
）
と
端
（
Ｂ
）
に
極
ま
り
、
今

ま
で
と
同
じ
〝
変
身
〞
の
位
相
に
は
次
に
進
む
べ
き
道
が
見
出
さ
れ
な
い

状
態
と
な
る
。

　
そ
の
と
き
、
ち
ょ
う
ど
時
機
を
心
得
た
か
の
よ
う
に
、
傍
線
部
Ⅱ
の

「
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る

べ
き
」（
そ
う
す
る
と
、
劇
中
の
人
物
と
し
て
面
白
さ
だ
け
を
工
夫
す
る
こ
と
に

な
る
か
ら
、
ど
う
し
て
花
が
咲
か
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
）
の
新
た
な
境
地

（
Ｃ
）
が
示
さ
れ
る
。
能
勢
朝
次
の
い
う
「
有
限
か
ら
無
限
へ
の
飛
躍
」

が
成
就
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
Ⅰ
か
ら
Ⅱ
へ
の
移
行
の
瞬
間
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
の
「
飛
躍
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
未
熟
で
あ
っ
た
役
者
の
自
意

識
（
Ａ
）
が
〝
変
身
〞（
Ｂ
）
と
と
も
に
止
揚
さ
れ
、〝
花
〞
を
創
意
工
夫

す
る
高
次
の
主
体
と
し
て
復
活
を
遂
げ
る
（
頂
点
Ｃ
）。「
花
は
あ
り
て
年

寄
り
と
見
ゆ
る
る
公
案
」
に
相
当
す
る
こ
の
「
似
せ
ぬ
位
」
に
つ
い
て
は
、

老
人
の
「
若
き
事
」
へ
の
渇
望
や
、
器
楽
伴
奏
の
拍
子
に
あ
え
て
遅
ら
せ

る
舞
の
演
技
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
が
、
世
阿
弥
の
本
来
的
な
意
図
は
、

〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
そ
れ
自
体
の
伝
授
に
あ
っ
た
と
も

解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
こ
れ
ま
で
『
風
姿
花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
に
つ
い
て
考
察
し
て

き
た
が
、
主
体
か
ら
客
体
へ
の
没
入
、
そ
し
て
客
体
を
も
包
摂
し
た
新
た

な
主
体
の
確
立
と
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
意
外
に
も
約
六
百
年
後
、

時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
の
壁
を
遙
か
に
越
え
、
鋭
い
直
感
能
力
を
そ
な
え
た
映

像
文
化
の
担
い
手
に
も
感
得
さ
れ
て
い
く
。

　
た
と
え
ば
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
文
化
を
牽
引
し
て
き
た
映
像
作
家

の
一
人
で
あ
る
河か
わ

森も
り

正し
ょ
う

治じ

は
、
慶
應
義
塾
大
学
在
学
中
か
ら
メ
カ
デ
ザ

イ
ン
や
演
出
の
仕
事
を
開
始
し
て
い
る
が
、
制
作
現
場
で
は
〝
花
〞
が
あ

る
（
も
し
く
は
な
い
）
と
い
っ
た
会
話
が
飛
び
交
い
、
お
の
ず
か
ら
世
阿

弥
伝
書
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
詳
細
は
河
森
正
治
「
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
世
阿
弥
の
「
花
」」
参
照
））
52
（

。

　
こ
の
河
森
が
初
め
て
「
似
せ
ぬ
位
」
の
応
用
を
試
み
た
の
は
、
総
監
督

を
務
め
た
テ
レ
ビ
シ
リ
ー
ズ
『
創
聖
の
ア
ク
エ
リ
オ
ン
』（
二
〇
〇
五
）
の

第
十
八
話
で
あ
る
。）
53
（

同
話
は
〝
変
身
〞
を
主
題
と
し
、）
54
（

登
場
人
物
た
ち
が

互
い
に
相
手
に
「
成
り
き
る
」）
55
（

訓
練
を
行
う
が
、
ま
ず
前
半
で
は
、
演
技

対
象
の
服
装
や
身
振
り
、
口
癖
を
懸
命
に
真
似
る
段
階
（
Ａ
）
が
コ
メ

デ
ィ
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
る
。
し
か
し
師
に
あ
た
る
司
令
官
か
ら
「
形
や
言

葉
だ
け
真
似
し
て
も
、
中
身
は
全
然
も
と
の
ま
ま
」）
56
（

と
一
喝
さ
れ
た
の
が

契
機
と
な
り
、
後
半
で
は
対
象
（
相
手
）
の
本
質

―
こ
こ
で
は
人
格
形

成
の
礎
い
し
ず
え

と
な
っ
た
原
風
景

―
に
互
い
に
没
入
・
同
化
を
果
た
し
て
い

く
（
Ｂ
）。
だ
が
完
全
に
「
成
り
き
る
」
こ
と
を
実
現
し
た
刹
那
、「
私
は
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私
」）
57
（

と
、
各
々
が
他
者
へ
の
共
感
に
満
ち
た
新
た
な
自
我
（
Ｃ
）
を
形
成

す
る
の
で
あ
る
。
作
中
で
は
ユ
ン
グ
心
理
学
の
「
シ
ャ
ド
ウ
（
影
）」、
お

よ
び
、
そ
の
「
シ
ャ
ド
ウ
」
の
他
者
へ
の
投
影
と
い
っ
た
構
図
も
援
用
さ

れ
つ
つ
、）
58
（

エ
ピ
ソ
ー
ド
全
体
が
一
篇
の
演
劇
論
と
し
て
周
到
に
練
り
上
げ

ら
れ
て
お
り
、「
似
せ
ぬ
位
」
へ
の
深
い
洞
察
と
理
解
が
窺
え
る
。

　
な
お
右
の
『
ア
ク
エ
リ
オ
ン
』
第
十
八
話
は
徹
頭
徹
尾
、
喜
劇
と
し
て

の
応
用
例
と
な
る
が
、
河
森
は
後
年
、「
似
せ
ぬ
位
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

を
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
が
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
『
マ
ク
ロ

ス
Ｆ
』
で
あ
る
（
Ｔ
Ｖ
版
は
二
〇
〇
八
年
放
映
、
劇
場
版
前
篇
は
二
〇
〇
九
年
、

後
篇
は
二
〇
一
一
年
に
公
開
）。

　
同
作
に
は
現
代
の
ア
イ
ド
ル
文
化
、
近
世
の
歌
舞
伎
、
中
世
の
能
（
世

阿
弥
『
風
姿
花
伝
』）、
神
話
世
界
と
い
っ
た
様
々
な
レ
ベ
ル
が
多
層
的
に

束
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
主
人
公
の
早さ

乙お
と

女め

ア
ル
ト
は
天
才
的
な
歌
舞
伎
役

者
が
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
転
身
し
た
と
い
う
特
異
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
り
、

み
ず
か
ら
の
行
動
の
指
針
を
「
思
わ
ざ
れ
ば
花
な
り
、
思
え
ば
花
な
ら
ざ

り
き
」
の
文
言
に
求
め
る
（
Ｔ
Ｖ
版
））
59
（

。
こ
れ
に
関
し
て
は
『
風
姿
花
伝
』

）。
こ
れ
に
関
し
て
は
『
風
姿
花
伝
』

）

の
複
数
箇
所
を
合
成
し
た
独
自
文
で
あ
る
こ
と
が
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て

い
る
た
め
（
詳
細
は
拙
稿
「
能
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
参
照
））
60
（

、
本
稿
で
は
結

）、
本
稿
で
は
結

）

論
の
み
簡
潔
に
述
べ
て
お
く
。

　
す
な
わ
ち
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』（
Ｔ
Ｖ
版
）
の
「
思
わ
ざ
れ
ば
花
な
り
、

思
え
ば
花
な
ら
ざ
り
き
」
は
、
そ
の
表
面
的
な
語
型
に
関
し
て
は
『
風
姿

花
伝
』
の
名
句
で
あ
る
「
秘
す
れ
ば
花
な
り
、
秘
せ
ず
は
花
な
る
べ
か
ら

ず
」（
第
七
篇
「
別
紙
口
伝
」
第
六
条
「
秘
す
る
花
を
知
る
事
」）
61
（

）
を
模
し
て
い

る
が
、
し
か
し
他
方
、
実
質
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も

考
察
し
て
き
た
「
似
せ
ぬ
位
」（「
別
紙
口
伝
」
第
三
条
）
冒
頭
部
の
「
…
…

Ⅰ
そ
の
物
に
ま
こ
と
に
成
り
入
り
ぬ
れ
ば
、
似
せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
。

Ⅱ
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か
花
な
か
る

べ
き
」
を
凝
縮
し
た
も
の
と
な
る
。）
62
（

　
先
の
『
ア
ク
エ
リ
オ
ン
』
第
十
八
話
に
お
い
て
応
用
さ
れ
た
「
似
せ
ぬ

位
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
沿
い
な
が
ら
、「
思
わ
ざ
れ
ば
花
な
り
、
思
え

ば
花
な
ら
ざ
り
き
」
を
仮
に
意
訳
す
る
と
し
た
ら
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
か
。似

せ
よ
う
と
思
わ
な
い
境
地
に
達
す
れ
ば
（「
思
わ
ざ
れ
ば
…
…
」）、

そ
の
演
技
対
象
を
包
摂
し
た
新
た
な
主
体
と
し
て
〝
花
〞
を
咲
か
せ

る
（「
…
…
花
な
り
」）。

逆
に
、
意
識
的
に
似
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
状
態
で
は
（「
思
え
ば

…
…
」）、〝
花
〞
を
咲
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（「
…
…
花
な
ら
ざ
り

き
」）。

『
風
姿
花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
右
の
よ
う
な
意
味

内
容
を
、
人
口
に
膾
炙
し
た
名
句
「
秘
す
れ
ば
花
な
り
、
秘
せ
ず
は
花
な

る
べ
か
ら
ず
」
の
語
型
を
借
り
て
短
文
に
組
み
直
す
と
と
も
に
、
主
人
公

の
早
乙
女
ア
ル
ト
の
役
者
と
し
て
の
資
質
を
も
端
的
に
表
す

―
こ
れ
が
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『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』（
Ｔ
Ｖ
版
）
の
独
自
文
「
思
わ
ざ
れ
ば
花
な
り
、
思
え
ば

花
な
ら
ざ
り
き
」
で
あ
る
。

　
加
え
て
も
う
一
つ
、
重
要
な
小
道
具
と
し
て
「
想
い
を
伝
え
る
石
」

（
正
式
名
称
は
「
フ
ォ
ー
ル
ド
ク
オ
ー
ツ
」）
63
（

）
と
呼
ば
れ
る
架
空
の
鉱
物
が
作

中
に
は
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鉱
物
に
は
、
空
間
的
な
距
離
の
遠
近
に
か

か
わ
ら
ず
他
者
の
意
思
を
感
受
で
き
る
と
い
う
属
性
が
あ
り
、
か
つ
て
女

形
で
あ
っ
た
ア
ル
ト
は
片
耳
に
イ
ヤ
リ
ン
グ
と
し
て
身
に
着
け
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
設
定
上
の
工
夫
に
よ
っ
て
「
似
せ
ぬ
位
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

は
、
先
の
『
ア
ク
エ
リ
オ
ン
』
第
十
八
話
の
よ
う
に
具
体
的
な
習
練
の
プ

ロ
セ
ス
を
描
か
ず
と
も
、
そ
れ
自
体
を
直
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
特
に
主
人
公
を
古
典
芸
能
の
天
才
的
役
者
と
し
た
意
義
は
大
き

い
。

　
参
考
ま
で
に
Ｔ
Ｖ
版
最
終
話
（
第
二
十
五
話
）
の
場
面
を
挙
げ
て
お
く
。

　
こ
れ
は
可
変
戦
闘
機
に
搭
乗
し
た
早
乙
女
ア
ル
ト
が
、
捕
ら
わ
れ
た
ヒ

ロ
イ
ン
の
一
人
の）
64
（

「
助
け
て
」
の
声
に
感
応
し
て
救
出
に
向
か
う
シ
ー
ン

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
主
人
公
の
役
者
と
し
て
の
天
稟
が
〝
変
身
〞

（「
思
わ
ざ
れ
ば
…
…
」）
と
〝
花
〞（「
…
…
花
な
り
」）
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と

し
て
瞬
時
に
発
現
す
る
。

①
思
わ
ざ
れ
ば
②
花
な
り
、
思
え
ば
花
な
ら
ざ
り
き
。

た
だ
感
じ
る
ま
ま
に
、
お
れ
は
飛
ぶ
。

（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
第
九
巻
よ
り
））
65
（

　
右
の
傍
線
部
①
「
思
わ
ざ
れ
ば
…
…
」
に
お
い
て
早
乙
女
ア
ル
ト
は
、

耳
に
着
け
た
「
想
い
を
伝
え
る
石
」
の
属
性
に
よ
っ
て
ヒ
ロ
イ
ン
の
本
質

に
い
っ
た
ん
は
没
入
・
同
化
を
果
た
す
が
（「
似
せ
ぬ
位
」
の
Ⅰ
「
…
…
似

せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
」）、
つ
づ
く
傍
線
部
②
「
…
…
花
な
り
」
で
は
直
ち

に
、
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
感
情
や
真
意
を
も
包
摂
し
た
新
た
な
自
我
を
形
成

す
る
（「
似
せ
ぬ
位
」
の
Ⅱ
「
…
…
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か

花
な
か
る
べ
き
」）。

　
そ
の
上
で
ア
ル
ト
は
、
対
象
へ
の
共
感
を
抱
き
つ
つ
も
、
同
時
に
他
な

ら
ぬ
自
分
自
身
と
し
て
意
思
決
定
を
し
、
可
変
戦
闘
機
を
飛
翔
さ
せ
る
の

で
あ
る
。）
66
（

　
な
お
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
Ｔ
Ｖ
版
全
二
十
五
話
と
、
そ
の
劇
場
版
の）
67
（

前
・

後
篇
を
眺
め
渡
す
と
、
早
乙
女
ア
ル
ト
が
没
入
・
同
化
を
果
た
す
の
は
人

間
の
女
性
の
み
な
ら
ず
、）
68
（

身
体
を
機
械
化
し
た
敵
の
男
性
や
、
さ
ら
に
は

神
話
上
の
生
物
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。）
69
（

つ
ま
り
ア
ル
ト
は
多
種
多
様
な
他

者
へ
の
〝
変
身
〞（
没
入
）
と
〝
花
〞（
新
た
な
主
体
の
形
成
）
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
自
我
の
領
域
を
無
限
に
拡
張
し
て
い
く
存
在

な
の
で
あ
る
。

　
渡
辺
保
が
古
典
芸
能
の
俳
優
に
つ
い
て
「
…
…
動
植
物
の
精
は
も
と
よ

り
、
神
に
も
鬼
に
も
悪
魔
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
変
身
す
る
可
能
性
を

も
つ
」（
先
掲
）
と
述
べ
た
と
お
り
、
早
乙
女
ア
ル
ト
は
中
世
の
能
や
近

世
の
歌
舞
伎
を
重
層
さ
せ
た
、
ま
さ
に
古
典
芸
能
の
役
者
と
し
て
造
型
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
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『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』（
Ｔ
Ｖ
版
）
の
独
自
文
「
思
わ
ざ
れ
ば
花
な
り
、
思
え
ば

花
な
ら
ざ
り
き
」
で
あ
る
。

　
加
え
て
も
う
一
つ
、
重
要
な
小
道
具
と
し
て
「
想
い
を
伝
え
る
石
」

（
正
式
名
称
は
「
フ
ォ
ー
ル
ド
ク
オ
ー
ツ
」）
63
（

）
と
呼
ば
れ
る
架
空
の
鉱
物
が
作

中
に
は
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鉱
物
に
は
、
空
間
的
な
距
離
の
遠
近
に
か

か
わ
ら
ず
他
者
の
意
思
を
感
受
で
き
る
と
い
う
属
性
が
あ
り
、
か
つ
て
女

形
で
あ
っ
た
ア
ル
ト
は
片
耳
に
イ
ヤ
リ
ン
グ
と
し
て
身
に
着
け
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
設
定
上
の
工
夫
に
よ
っ
て
「
似
せ
ぬ
位
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

は
、
先
の
『
ア
ク
エ
リ
オ
ン
』
第
十
八
話
の
よ
う
に
具
体
的
な
習
練
の
プ

ロ
セ
ス
を
描
か
ず
と
も
、
そ
れ
自
体
を
直
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
特
に
主
人
公
を
古
典
芸
能
の
天
才
的
役
者
と
し
た
意
義
は
大
き

い
。

　
参
考
ま
で
に
Ｔ
Ｖ
版
最
終
話
（
第
二
十
五
話
）
の
場
面
を
挙
げ
て
お
く
。

　
こ
れ
は
可
変
戦
闘
機
に
搭
乗
し
た
早
乙
女
ア
ル
ト
が
、
捕
ら
わ
れ
た
ヒ

ロ
イ
ン
の
一
人
の）
64
（

「
助
け
て
」
の
声
に
感
応
し
て
救
出
に
向
か
う
シ
ー
ン

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
主
人
公
の
役
者
と
し
て
の
天
稟
が
〝
変
身
〞

（「
思
わ
ざ
れ
ば
…
…
」）
と
〝
花
〞（「
…
…
花
な
り
」）
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と

し
て
瞬
時
に
発
現
す
る
。

①
思
わ
ざ
れ
ば
②
花
な
り
、
思
え
ば
花
な
ら
ざ
り
き
。

た
だ
感
じ
る
ま
ま
に
、
お
れ
は
飛
ぶ
。

（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
第
九
巻
よ
り
））
65
（

　
右
の
傍
線
部
①
「
思
わ
ざ
れ
ば
…
…
」
に
お
い
て
早
乙
女
ア
ル
ト
は
、

耳
に
着
け
た
「
想
い
を
伝
え
る
石
」
の
属
性
に
よ
っ
て
ヒ
ロ
イ
ン
の
本
質

に
い
っ
た
ん
は
没
入
・
同
化
を
果
た
す
が
（「
似
せ
ぬ
位
」
の
Ⅰ
「
…
…
似

せ
ん
と
思
ふ
心
な
し
」）、
つ
づ
く
傍
線
部
②
「
…
…
花
な
り
」
で
は
直
ち

に
、
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
感
情
や
真
意
を
も
包
摂
し
た
新
た
な
自
我
を
形
成

す
る
（「
似
せ
ぬ
位
」
の
Ⅱ
「
…
…
面
白
き
所
ば
か
り
を
た
し
な
め
ば
、
な
ど
か

花
な
か
る
べ
き
」）。

　
そ
の
上
で
ア
ル
ト
は
、
対
象
へ
の
共
感
を
抱
き
つ
つ
も
、
同
時
に
他
な

ら
ぬ
自
分
自
身
と
し
て
意
思
決
定
を
し
、
可
変
戦
闘
機
を
飛
翔
さ
せ
る
の

で
あ
る
。）
66
（

　
な
お
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
Ｔ
Ｖ
版
全
二
十
五
話
と
、
そ
の
劇
場
版
の）
67
（

前
・

後
篇
を
眺
め
渡
す
と
、
早
乙
女
ア
ル
ト
が
没
入
・
同
化
を
果
た
す
の
は
人

間
の
女
性
の
み
な
ら
ず
、）
68
（

身
体
を
機
械
化
し
た
敵
の
男
性
や
、
さ
ら
に
は

神
話
上
の
生
物
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。）
69
（

つ
ま
り
ア
ル
ト
は
多
種
多
様
な
他

者
へ
の
〝
変
身
〞（
没
入
）
と
〝
花
〞（
新
た
な
主
体
の
形
成
）
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
自
我
の
領
域
を
無
限
に
拡
張
し
て
い
く
存
在

な
の
で
あ
る
。

　
渡
辺
保
が
古
典
芸
能
の
俳
優
に
つ
い
て
「
…
…
動
植
物
の
精
は
も
と
よ

り
、
神
に
も
鬼
に
も
悪
魔
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
変
身
す
る
可
能
性
を

も
つ
」（
先
掲
）
と
述
べ
た
と
お
り
、
早
乙
女
ア
ル
ト
は
中
世
の
能
や
近

世
の
歌
舞
伎
を
重
層
さ
せ
た
、
ま
さ
に
古
典
芸
能
の
役
者
と
し
て
造
型
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
河
森
正
治
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
に
つ
い
て
は
、
次
稿
に
お
い
て
詳
細

に
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、「
心
よ
り
心
に
伝
ふ
る
花
」

の
現
代
に
お
け
る
展
開
を
見
定
め
る
試
み
で
も
あ
る
。

注
（
１
）
世
阿
弥
は
全
七
篇
か
ら
成
る
『
花
伝
』
執
筆
を
構
想
し
て
い
た
が
、

や
が
て
前
半
部
分
の
み
を
切
り
出
し
て
『
風
姿
花
伝
』
と
名
づ
け
る
。

こ
う
し
た
経
緯
に
照
ら
し
た
場
合
、
伝
書
の
名
称
は
『
花
伝
』
と
す
べ

き
な
の
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
一
般
に
流
布
し

て
い
る
『
風
姿
花
伝
』
の
名
称
で
統
一
し
た
。

（
２
）
日
本
思
想
大
系
24
『
世
阿
弥
　
禅
竹
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）

五
八
頁
の
頭
注
を
掲
出
。

（
３
）
馬
場
あ
き
子
『
古
典
を
読
む
風
姿
花
伝
』（
岩
波
現
代
文
庫
文
芸
74
、

二
〇
〇
三
年
）
一
九
三
頁
。

（
４
）
注
３
前
掲
書
、
一
九
三
頁
。

（
５
）
平
林
一
成
「
能
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

―
川
本
喜
八
郎
・
押
井
守
・

河
森
正
治

―
」、『
能
と
狂
言
』
第
16
号
（
二
〇
一
八
年
、
能
楽
学
会
）、

一
二
一
―
一
二
九
頁
。

（
６
）
河
森
正
治
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
世
阿
弥
の
「
花
」」、『
能
と
狂
言
』

第
16
号
（
二
〇
一
八
年
、
能
楽
学
会
）、
一
一
〇
―
一
二
〇
頁
。

（
７
）『
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
回
想
録
』（
白
水
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

一
八
〇
頁
。

（
８
）
注
７
前
掲
書
、
一
八
〇
頁
。

（
９
）
本
名
は
飯
田
好
男
。

（
10
）
注
７
前
掲
書
、
一
八
〇
―
一
八
一
頁
。

（
11
）
関
容
子
『
舞
台
の
神
に
愛
さ
れ
る
男
た
ち
』（
講
談
社
、
二
〇
一
二

年
）
一
六
一
頁
参
照
。
笈
田
ヨ
シ
が
実
際
に
稽
古
を
し
た
の
は
大
蔵
流

の
狂
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
能
楽
（
能
と
狂
言
）
の
基
礎
は
充

分
に
身
に
つ
い
た
ら
し
い
。

（
12
）「
ヨ
シ
は
日
本
の
古
典
芸
能
の
お
決
ま
り
の
動
き
を
し
て
み
せ
た
の

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
注
７
前
掲
書
、
一
八
一
頁
）。

（
13
）「
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
世
阿
弥
と
能
に
つ
い
て
」、

『
文
学
』
二
〇
〇
三
年
七
・
八
月
号
（
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書
店
）、

一
八
八
―
一
九
八
頁
。

（
14
）
注
13
前
掲
書
、
一
八
九
頁
。

（
15
）
注
13
前
掲
書
、
一
八
九
頁
。

（
16
）
注
13
前
掲
書
、
一
八
九
頁
。

（
17
）
渡
辺
保
『
演
劇
入
門
―
古
典
劇
と
現
代
劇
―
』（
放
送
大
学
教
育
振

興
会
、
二
〇
〇
六
年
）
二
四
―
二
五
頁
。

（
18
）「
…
…
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
反
自
然
主
義
的
な
多
く
の
実
験
が
試

み
つ
く
さ
れ
、
今
日
で
は
あ
ら
た
め
て
自
然
主
義
の
手
法
が
新
角
度
か

ら
利
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」（『
演
劇
百
科
大
事
典
』
第
三
巻
、
平

凡
社
、
八
六
頁
。
執
筆
者
は
安
藤
信
也
）。
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（
19
）『
デ
ィ
ド
ロ
著
作
集
文
学
Ⅵ
』
第
九
巻
（
八
雲
書
店
、
一
九
四
八
年
）

九
二
―
九
四
頁
。
引
用
に
あ
た
っ
て
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
箇
所

が
あ
る
。

（
20
）
今
尾
哲
也
『
変
身
の
思
想

日
本
演
劇
に
お
け
る
演
技
の
論
理
』（
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
〇
年
）
五
頁
。

（
21
）
注
20
前
掲
書
、
一
頁
。

（
22
）
注
20
前
掲
書
、
七
頁
。

（
23
）
注
20
前
掲
書
、
七
頁
。

（
24
）
竹
本
幹
夫
『
風
姿
花
伝
・
三
道
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。

『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
四
七
―
二
四
九
頁
、
現
代
語
訳
に
つ
い
て
は

二
五
一
―
二
五
三
頁
参
照
。

（
25
）
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
演
じ
た
流
刑
者
に
つ
い
て
、「
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
は

ほ
ん
と
う
に
流
刑
者
の
人
物
を
生
き
た
。
そ
れ
は
俳
優
で
は
な
く
て
、

観
客
の
存
在
を
知
ら
ぬ
、
実
在
の
人
物
だ
」
と
批
評
家
が
賞
賛
し
た
こ

と
な
ど
は
、
渡
辺
淳
「
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
と
《
自
由
劇
場
》」（『
新
劇
臨
時

増
刊
海
外
演
劇
論
体
系
』、
白
水
社
、
一
九
五
九
年
、
一
二
六
―
一
三
四

頁
）
に
詳
し
い
。

（
26
）
な
お
『
風
姿
花
伝
』（『
花
伝
』）
の
第
六
篇
「
花
修
」
や
、
本
稿
の

主
た
る
考
察
の
対
象
で
あ
る
「
似
せ
ぬ
位
」
が
収
め
ら
れ
た
第
七
篇

「
別
紙
口
伝
」
に
つ
い
て
は
独
立
性
が
強
く
、
こ
れ
ら
全
て
を
初
期
理
論

の
集
成
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
小
西
甚
一
『
能
楽
論
研
究
』
等
の
一
般
的
な
分
類
に
従
っ
て

お
く
。

（
27
）〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
の
両
立
が
困
難
な
例
と
し
て
は
、
他
に
「
ま
こ

と
の
冥め
い

途ど

の
鬼
」
が
あ
る
。
巧
み
に
演
ず
る
ほ
ど
に
恐
ろ
し
く
な
り
、

〝
花
〞
か
ら
は
遠
ざ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

（
28
）「
老
人
の
立
ち
振
舞
、
老
い
ぬ
れ
ば
と
て
、
腰
・
膝
を
か
が
め
、
身

を
つ
む
れ
ば
、
花
失う

せ
て
、
古こ

様や
う

に
見
ゆ
る
な
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
面

白
き
所
稀ま
れ

な
り
」（
第
二
篇
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」、
注
24
前
掲
書
、
五
四
頁
）。

（
29
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
五
五
頁
、
現
代
語
訳
に
つ
い

て
は
五
六
頁
参
照
。

（
30
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
〇
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
二
六
二
頁
参
照
。

（
31
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
〇
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
二
六
二
頁
参
照
。

（
32
）
注
24
前
掲
書
、
二
六
一
頁
参
照
。「
ま
づ
、
仮け
ん

令り
や
う

も
、
年
寄
り
の
心

に
は
、
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
も
の
な
り
」。

（
33
）
注
24
前
掲
書
、
二
六
一
頁
参
照
。「
こ
れ
、
年
寄
り
の
若
き
事
を
羨

う
ら
や

め
る
心
・
風
情
を
学
ぶ
に
て
は
な
し
や
」。

（
34
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
一
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
二
六
三
頁
参
照
。

（
35
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
一
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
二
六
三
頁
参
照
。

（
36
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
〇
頁
、
現
代
語
訳
に
つ
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（
19
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文
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』
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八
雲
書
店
、
一
九
四
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年
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二
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九
四
頁
。
引
用
に
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っ
て
旧
漢
字
を
新
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字
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）
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也
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（
27
）〝
変
身
〞
と
〝
花
〞
の
両
立
が
困
難
な
例
と
し
て
は
、
他
に
「
ま
こ

と
の
冥め
い

途ど

の
鬼
」
が
あ
る
。
巧
み
に
演
ず
る
ほ
ど
に
恐
ろ
し
く
な
り
、

〝
花
〞
か
ら
は
遠
ざ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

（
28
）「
老
人
の
立
ち
振
舞
、
老
い
ぬ
れ
ば
と
て
、
腰
・
膝
を
か
が
め
、
身

を
つ
む
れ
ば
、
花
失う

せ
て
、
古こ

様や
う

に
見
ゆ
る
な
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
面

白
き
所
稀ま
れ

な
り
」（
第
二
篇
「
物も
の

学ま
ね

条
々
」、
注
24
前
掲
書
、
五
四
頁
）。

（
29
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
五
五
頁
、
現
代
語
訳
に
つ
い

て
は
五
六
頁
参
照
。

（
30
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
〇
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
二
六
二
頁
参
照
。

（
31
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
〇
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
二
六
二
頁
参
照
。

（
32
）
注
24
前
掲
書
、
二
六
一
頁
参
照
。「
ま
づ
、
仮け
ん

令り
や
う

も
、
年
寄
り
の
心

に
は
、
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
も
の
な
り
」。

（
33
）
注
24
前
掲
書
、
二
六
一
頁
参
照
。「
こ
れ
、
年
寄
り
の
若
き
事
を
羨

う
ら
や

め
る
心
・
風
情
を
学
ぶ
に
て
は
な
し
や
」。

（
34
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
一
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
二
六
三
頁
参
照
。

（
35
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
一
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
二
六
三
頁
参
照
。

（
36
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
二
六
〇
頁
、
現
代
語
訳
に
つ
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い
て
は
二
六
二
頁
参
照
。

（
37
）
世
阿
弥
は
器
楽
伴
奏
の
拍
子
に
遅
れ
る
老
人
の
舞
に
つ
い
て
述
べ
た

あ
と
、「
こ
の
あ
て
が
ひ
ば
か
り
を
心
中
に
持
ち
て
、
そ
の
ほ
か
を
ば
、

た
だ
世
の
常
に
、
い
か
に
も
い
か
に
も
花
や
か
に
す
べ
し
」（
こ
の
工
夫

だ
け
を
心
の
中
に
保
ち
、
そ
れ
以
外
を
、
た
だ
世
間
の
人
の
よ
う
に
、

い
か
に
も
い
か
に
も
花
や
か
に
す
べ
き
で
あ
る
）
と
説
く
（
本
文
・
現

代
語
訳
と
も
に
注
24
前
掲
書
に
よ
る
）。

（
38
）
金
井
清
光
『
風
姿
花
伝
詳
解
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年
）

五
〇
八
頁
。

（
39
）
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
、
小
西
甚
一
『
能
楽
論
研
究
』
等
の
一
般
的
な

分
類
に
従
う
。

（
40
）
し
か
ど
う
（
し
く
わ
だ
う
）。
応
永
二
十
七
年
（
一
四
二
〇
）
成
立
。

（
41
）「
芸
の
体
得
者
。
有
主
の
為
手
」（
注
２
前
掲
書
、
一
一
三
頁
頭
注
）。

（
42
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
88
『
連
歌
論
集
能
楽
論
集
俳
論
集
』（
小

学
館
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
の
『
至
花
道
』（
表お
も
て

章あ
き
ら

に
よ
る
校
注
・

訳
）
に
よ
る
。

　『
至
花
道
』
本
文
は
三
四
一
頁
、「
生し
や
う

得と
く

の
下し
た

地ぢ

」
の
意
訳
に
つ
い
て

は
三
四
二
頁
頭
注
を
参
照
。

（
43
）
注
42
前
掲
書
、
三
四
二
頁
。

（
44
）
注
42
前
掲
書
、『
至
花
道
』
本
文
は
三
四
二
頁
、
現
代
語
訳
も
同
頁

参
照
。

（
45
）
注
42
前
掲
書
、『
至
花
道
』
本
文
は
三
四
二
頁
、
現
代
語
訳
も
同
頁

参
照
。

（
46
）
注
２
前
掲
書
、
一
一
四
頁
頭
注
参
照
。

（
47
）
小
西
甚
一
『
世
阿
弥
能
楽
論
集
』（
た
ち
ば
な
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）

一
四
三
頁
の
現
代
語
訳
参
照
。

（
48
）
注
42
前
掲
書
、
三
四
二
頁
頭
注
参
照
。

（
49
）
能
勢
朝
次
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釋
』
上
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
四
〇
年
）
四
四
七
頁
。
引
用
に
あ
た
っ
て
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改

め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
50
）
西に
し

平ひ
ら

直た
だ
し

『
世
阿
弥
の
稽
古
哲
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

年
）
一
七
五
頁
参
照
。

　
以
下
、
該
当
箇
所
を
掲
出
し
て
お
く
。

　
ま
ず
「
似
せ
る
」
は
無
主
風
で
あ
る
。
無
主
風
は
（「
無
」
の
字

の
も
た
ら
す
印
象
と
は
逆
に
）、
意
図
的
作
為
的
に
対
象
を
模
倣
す

る
。
そ
し
て
外
な
る
対
象
の
模
倣
に
努
め
て
い
る
限
り
、
芸
の
主

に
は
な
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
こ
と
に
「
似
せ
ぬ
」

も
無
主
風
に
な
る
。「
似
せ
ぬ
」
は
役
柄
へ
の
没
入
に
な
る
危
険
を

も
つ
。
役
柄
と
同
一
化
し
、
演
者
が
消
滅
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り

芸
の
主
で
は
な
い
。

　
と
い
う
こ
と
は
、「
似
せ
る
」
も
無
主
風
、「
似
せ
ぬ
」
も
無
主

風
。
無
主
風
は
「
似
せ
る
―
似
せ
ぬ
」
の
同
位
対
立
を
同
時
に
含

ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
…
…（
後
略
）…
…
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な
お
同
書
に
お
い
て
は
、『
至
花
道
』
の
み
な
ら
ず
『
拾
玉
得
花
』
中

の
「
有
主
風
」
の
用
例
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
が
成
さ
れ
て
い
る
。

（
51
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
一
七
九
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
一
八
一
頁
参
照
。

（
52
）
注
６
前
掲
論
文
の
一
一
〇
頁
に
お
い
て
、
河
森
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

十
代
の
頃
か
ら
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
が
、
最

初
に
所
属
し
た
ス
タ
ジ
オ
ぬ
え
で
も
、
ほ
か
の
現
場
で
も
、「
花
が

あ
る
」「
花
が
な
い
」
と
い
う
話
は
よ
く
出
て
い
ま
し
た
。
本
来
は

舞
台
上
の
演
技
を
指
す
の
で
し
ょ
う
が
、
絵
描
き
が
絵
を
描
い
て

い
て
も
、
ど
ん
ど
ん
う
ま
く
な
っ
て
い
っ
て
、
あ
る
と
き
パ
タ
ッ

と
花
が
な
く
な
っ
て
、
絵
が
死
ぬ
と
か
枯
れ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
花
が
な
く
な
る
こ
と
へ
の
懼
れ
を
感
じ
な
が
ら

三
十
数
年
間
ず
っ
と
花
の
あ
る
作
品
を
作
る
こ
と
を
心
が
け
て
き

た
つ
も
り
で
す
。…
…（
後
略
）…
…

（
53
）『
創
聖
の
ア
ク
エ
リ
オ
ン
』
第
十
八
話
「
魂
の
コ
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
」。

こ
れ
が
「
似
せ
ぬ
位
」
を
応
用
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
は
、

二
〇
一
七
年
九
月
一
日
に
行
っ
た
河
森
監
督
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
於
株

式
会
社
サ
テ
ラ
イ
ト
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り

て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
54
）
た
と
え
ば
第
十
七
話
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
後
の
第
十
八
話
予
告
で
は
、
明

確
に
「
変
身
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
55
）
第
十
八
話
の
作
中
の
台
詞
で
は
、「
…
…
相
手
に
成
り
き
っ
て
み
ろ
」、

「
成
り
き
り
訓
練
を
開
始
せ
よ
」
等
、「
成
り
き
る
」
の
語
が
随
所
に
挿

入
さ
れ
る
。

（
56
）
車
椅
子
の
少
女
・
リ
ー
ナ
の
本
質
に
没
入
し
て
「
似
せ
ぬ
位
」
を
体

現
し
た
不
動
Ｇ
Ｅ
Ｎ
の
台
詞
。
不
動
は
更
に
「
カ
エ
ル
の
子
は
カ
エ
ル
。

カ
エ
ル
に
な
ろ
う
と
す
る
カ
エ
ル
は
い
な
い
」
と
続
け
る
が
、
こ
れ
は

『
風
姿
花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
の
「
も
と
よ
り
己お
の

が
身
が
年
寄
り
な
ら
ば
、

年
寄
り
に
似
せ
ん
と
思
ふ
心
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」（
も
と
も
と
我
が
身
が

年
寄
り
な
の
だ
か
ら
、
年
寄
り
に
似
せ
よ
う
と
思
う
心
は
あ
る
は
ず
が

な
い
）
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。

（
57
）「
私
は
私
」
は
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
シ
ル
ヴ
ィ
ア
の
台
詞
。
こ
の
第

十
八
話
で
は
ア
ポ
ロ
（
主
人
公
）、
シ
ル
ヴ
ィ
ア
、
シ
リ
ウ
ス
（
シ
ル

ヴ
ィ
ア
の
兄
）
の
三
人
が
、
演
技
対
象
に
「
成
り
き
る
」
こ
と
を
越
え

た
有
主
風
の
境
地
に
到
達
し
、
自
分
た
ち
を
完
全
に
コ
ピ
ー
し
た
無
主

風
の
敵
を
圧
倒
し
て
い
く
。

（
58
）「
シ
ャ
ド
ウ
（
影
）」
お
よ
び
、
そ
の
他
者
へ
の
投
影
に
つ
い
て
は
、

作
中
で
サ
イ
コ
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
ソ
フ
ィ
ア
が
解
説
を
し
て
い
る
。

（
59
）『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』（
Ｔ
Ｖ
版
）
第
十
話
「
レ
ジ
ェ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ゼ

ロ
」
お
よ
び
第
二
十
五
話
「
ア
ナ
タ
ノ
オ
ト
」
参
照
。

（
60
）
注
５
前
掲
論
文
。
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な
お
同
書
に
お
い
て
は
、『
至
花
道
』
の
み
な
ら
ず
『
拾
玉
得
花
』
中

の
「
有
主
風
」
の
用
例
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
が
成
さ
れ
て
い
る
。

（
51
）
注
24
前
掲
書
、『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
一
七
九
頁
、
現
代
語
訳
に
つ

い
て
は
一
八
一
頁
参
照
。

（
52
）
注
６
前
掲
論
文
の
一
一
〇
頁
に
お
い
て
、
河
森
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

十
代
の
頃
か
ら
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
が
、
最

初
に
所
属
し
た
ス
タ
ジ
オ
ぬ
え
で
も
、
ほ
か
の
現
場
で
も
、「
花
が

あ
る
」「
花
が
な
い
」
と
い
う
話
は
よ
く
出
て
い
ま
し
た
。
本
来
は

舞
台
上
の
演
技
を
指
す
の
で
し
ょ
う
が
、
絵
描
き
が
絵
を
描
い
て

い
て
も
、
ど
ん
ど
ん
う
ま
く
な
っ
て
い
っ
て
、
あ
る
と
き
パ
タ
ッ

と
花
が
な
く
な
っ
て
、
絵
が
死
ぬ
と
か
枯
れ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
花
が
な
く
な
る
こ
と
へ
の
懼
れ
を
感
じ
な
が
ら

三
十
数
年
間
ず
っ
と
花
の
あ
る
作
品
を
作
る
こ
と
を
心
が
け
て
き

た
つ
も
り
で
す
。…
…（
後
略
）…
…

（
53
）『
創
聖
の
ア
ク
エ
リ
オ
ン
』
第
十
八
話
「
魂
の
コ
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
」。

こ
れ
が
「
似
せ
ぬ
位
」
を
応
用
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
は
、

二
〇
一
七
年
九
月
一
日
に
行
っ
た
河
森
監
督
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
於
株

式
会
社
サ
テ
ラ
イ
ト
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り

て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
54
）
た
と
え
ば
第
十
七
話
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
後
の
第
十
八
話
予
告
で
は
、
明

確
に
「
変
身
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
55
）
第
十
八
話
の
作
中
の
台
詞
で
は
、「
…
…
相
手
に
成
り
き
っ
て
み
ろ
」、

「
成
り
き
り
訓
練
を
開
始
せ
よ
」
等
、「
成
り
き
る
」
の
語
が
随
所
に
挿

入
さ
れ
る
。

（
56
）
車
椅
子
の
少
女
・
リ
ー
ナ
の
本
質
に
没
入
し
て
「
似
せ
ぬ
位
」
を
体

現
し
た
不
動
Ｇ
Ｅ
Ｎ
の
台
詞
。
不
動
は
更
に
「
カ
エ
ル
の
子
は
カ
エ
ル
。

カ
エ
ル
に
な
ろ
う
と
す
る
カ
エ
ル
は
い
な
い
」
と
続
け
る
が
、
こ
れ
は

『
風
姿
花
伝
』「
似
せ
ぬ
位
」
の
「
も
と
よ
り
己お
の

が
身
が
年
寄
り
な
ら
ば
、

年
寄
り
に
似
せ
ん
と
思
ふ
心
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」（
も
と
も
と
我
が
身
が

年
寄
り
な
の
だ
か
ら
、
年
寄
り
に
似
せ
よ
う
と
思
う
心
は
あ
る
は
ず
が

な
い
）
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。

（
57
）「
私
は
私
」
は
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
シ
ル
ヴ
ィ
ア
の
台
詞
。
こ
の
第

十
八
話
で
は
ア
ポ
ロ
（
主
人
公
）、
シ
ル
ヴ
ィ
ア
、
シ
リ
ウ
ス
（
シ
ル

ヴ
ィ
ア
の
兄
）
の
三
人
が
、
演
技
対
象
に
「
成
り
き
る
」
こ
と
を
越
え

た
有
主
風
の
境
地
に
到
達
し
、
自
分
た
ち
を
完
全
に
コ
ピ
ー
し
た
無
主

風
の
敵
を
圧
倒
し
て
い
く
。

（
58
）「
シ
ャ
ド
ウ
（
影
）」
お
よ
び
、
そ
の
他
者
へ
の
投
影
に
つ
い
て
は
、

作
中
で
サ
イ
コ
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
ソ
フ
ィ
ア
が
解
説
を
し
て
い
る
。

（
59
）『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』（
Ｔ
Ｖ
版
）
第
十
話
「
レ
ジ
ェ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ゼ

ロ
」
お
よ
び
第
二
十
五
話
「
ア
ナ
タ
ノ
オ
ト
」
参
照
。

（
60
）
注
５
前
掲
論
文
。
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な
お
、『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』（
Ｔ
Ｖ
版
）
の
「
思
わ
ざ
れ
ば
花
な
り
、
思

え
ば
花
な
ら
ざ
り
き
」
が
『
風
姿
花
伝
』
の
複
数
箇
所
を
合
成
し
た
独

自
文
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
、
拙
稿
「
世
阿
弥
伝
書
と

映
像
文
化
」（『
演
劇
博
物
館
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
紀
要
　
演
劇
映
像
学

二
〇
〇
九
』
第
四
集
、
二
〇
一
〇
年
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
能
楽
学
会
第
十
六
回
大
会
の
企
画
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル

チ
ャ
ー
と
能
楽
」（
二
〇
一
七
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六
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三
日
、
於
早
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大
学
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に
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い
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河
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。
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（
61
）
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掲
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二
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九
頁
。

（
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） 「
思
わ
ざ
れ
ば
花
な
り
、
思
え
ば
花
な
ら
ざ
り
き
」
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な

資
料
と
し
て
は
、『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』（
Ｔ
Ｖ
版
）
第
十
話
「
レ
ジ
ェ
ン
ド
・

オ
ブ
・
ゼ
ロ
」
の
オ
ー
デ
ィ
オ
コ
メ
ン
タ
リ
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挙
げ
ら
れ
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（
Ｄ
Ｖ

Ｄ
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
第
四
巻
所
収
、
注
５
前
掲
論
文
参
照
）。

　
こ
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は
河
森
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遠
藤
綾
（
シ
ェ
リ
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ノ
ー
ム
役
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優
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愛
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優
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メ
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す
る
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ル
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台
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花
な
り

…
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篇
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通
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触
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述
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ず
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せ
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位
」（
第
七
篇
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別
紙
口
伝
」
第
三

条
）
中
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老
人
の
演
技
に
力
点
を
置
い
て
語
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。
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森
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風
姿
花
伝
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略
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し
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み
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こ
う
…
…
年
老
い
た
動
き
を
す
る
よ
う
な
演
技
を
し
ち
ゃ

う
け
ど
も
…
…
ほ
ん
と
は
若
く
あ
り
た
い
っ
て
い
う
の
が
老
人
の

気
持
ち
な
ん
だ
と
…
…
若
く
あ
ろ
う
と
す
る
の
に
ち
ょ
っ
と
遅
れ

る
の
が
老
人
な
ん
だ
み
た
い
な
…
…
す
ご
い
面
白
い
ん
で
す
よ
ね

（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
第
四
巻
所
収
「
♯
10
オ
ー
デ
ィ
オ
コ
メ

ン
タ
リ
ー
」
よ
り
）

　　
右
は
河
森
が
声
優
た
ち
と
会
話
を
し
な
が
ら
コ
メ
ン
ト
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
発
言
の
一
つ
一
つ
が
『
風
姿
花
伝
』
本
文
に
正
確
に
対
応
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
63
）「
想
い
を
伝
え
る
石
」
は
Ｔ
Ｖ
版
、
劇
場
版
と
も
に
重
要
な
小
道
具

と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
演
出
面
に
つ
い
て
は
河
森
が
『P
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劇
場
版
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
〜
イ
ツ
ワ
リ
ノ
ウ
タ
ヒ
メ
〜
公
式
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
』
に
て
言
及
し
て
い
る
（
同
書
七
一
頁
参
照
）。

（
64
）
ラ
ン
カ
・
リ
ー
の
こ
と
。

（
65
）
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
第
九
巻
、
バ
ン
ダ
イ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
株
式
会

社
。

（
66
）
当
該
シ
ー
ン
に
関
し
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
も
の
と
は
別
に
も
う
一
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つ
の
文
脈
が
あ
る
の
で
、
以
下
に
指
摘
し
て
お
く
。

　
す
な
わ
ち
作
中
で
早
乙
女
ア
ル
ト
は
、〝
歌
舞
伎
役
者
の
役
〞
と
〝
パ

イ
ロ
ッ
ト
の
役
〞
の
間
を
揺
れ
動
き
、
自
分
が
何
者
な
の
か
常
に
思
い

悩
む
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
も
と
も
と
の
〝
歌

舞
伎
役
者
の
役
〞
の
対
極
に
位
置
す
る
〝
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
役
〞
へ
の
没

入
を
果
た
し
、
そ
の
直
後
に
両
者
を
止
揚
・
統
合
し
た
新
た
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
（
注
５
前
掲
論
文
参
照
）。

　
こ
れ
も
ま
た
、『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
に
お
け
る
「
似
せ
ぬ
位
」
応
用
の
重

要
な
側
面
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

（
67
）『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
劇
場
版
の
前
篇
「
イ
ツ
ワ
リ
ノ
ウ
タ
ヒ
メ
」
お
よ

び
後
篇
「
サ
ヨ
ナ
ラ
ノ
ツ
バ
サ
」
に
お
い
て
、「
想
い
を
伝
え
る
石
」

（
フ
ォ
ー
ル
ド
ク
オ
ー
ツ
）
は
Ｔ
Ｖ
版
と
同
様
に
重
要
な
小
道
具
と
し
て

機
能
し
て
い
る
が
、「
思
わ
ざ
れ
ば
花
な
り
、
思
え
ば
花
な
ら
ざ
り
き
」

の
文
言
は
意
図
的
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
関
し
て
河
森
監
督
は
「
言
葉
に
頼
る
こ
と
を
極
力
避
け
た

か
っ
た
」
と
述
べ
て
お
り
（
注
53 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
）、
他
者
へ
の

没
入
（〝
変
身
〞）
と
新
た
な
自
我
の
確
立
（〝
花
〞）
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

自
体
が
純
粋
な
映
像
表
現
と
し
て
追
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
す
な
わ
ち
『
創
聖
の
ア
ク
エ
リ
オ
ン
』
第
十
八
話
（
二
〇
〇
五
）
か

ら
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
Ｔ
Ｖ
版
（
二
〇
〇
八
）、
そ
し
て
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』

劇
場
版
の
前
編
（
二
〇
〇
九
）・
後
篇
（
二
〇
一
一
）
へ
と
推
移
す
る
に

つ
れ
て
、「
似
せ
ぬ
位
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
表
現
は
徐
々
に
洗
練
の
度

合
い
を
増
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
68
）『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
に
は
、
ラ
ン
カ
・
リ
ー
お
よ
び
シ
ェ
リ
ル
・
ノ
ー

ム
の
二
人
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
登
場
す
る
が
、
劇
場
版
前
編
「
イ
ツ
ワ
リ
ノ

ウ
タ
ヒ
メ
」
に
は
、
早
乙
女
ア
ル
ト
が
「
想
い
を
伝
え
る
石
」
の
作
用

に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ル
・
ノ
ー
ム
そ
の
も
の
に
成
り
き
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。

そ
の
直
後
、
シ
ェ
リ
ル
を
も
包
摂
し
た
新
た
な
自
我
を
形
成
し
た
ア
ル

ト
は
、
他
な
ら
ぬ
自
分
自
身
と
し
て
意
思
決
定
を
し
、
シ
ェ
リ
ル
に

「
お
前
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
」
と
告
げ
に
行
く
の
で
あ
る
。

（
69
）
本
文
の
「
身
体
を
機
械
化
し
た
敵
の
男
性
」
は
ブ
レ
ラ
・
ス
タ
ー
ン
、

「
神
話
上
の
生
物
」
は
バ
ジ
ュ
ラ
を
指
す
。
例
え
ば
『
マ
ク
ロ
ス
Ｆ
』
劇

場
版
後
篇
「
サ
ヨ
ナ
ラ
ノ
ツ
バ
サ
」
終
盤
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い

て
は
、
可
変
戦
闘
機
を
操
縦
す
る
早
乙
女
ア
ル
ト
が
他
者
（
ブ
レ
ラ
や

バ
ジ
ュ
ラ
）
へ
の
没
入
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
を
統
合
し
た
新
た
な
自
我

の
形
成
を
次
々
に
繰
り
返
し
つ
つ
、
最
後
に
バ
ジ
ュ
ラ
の
女
王
の
許
に

辿
り
着
く
ま
で
が
描
か
れ
る
。
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