
り
か
へ
ば
や
物
語
」
に
あ
る
女
性
の
同
性
愛
的
関
係
b
L
に
対
す
る
関

係
は
「
奴
の
小
ま
ん
」
で
は
見
ら
れ
な
い
。
叉
、
「
と
り
か
へ
ば
や

物
語
」
で
b
の
関
係
に
拠
っ
て
姫
君
（
女
）
B
と
式
部
卿
の
富
の
御

子
（
男
）
C
と
の
密
通
懐
姫
尊
件
の
起
る
趣
向
は
、
仮
令
「
奴
の

小
ま
ん
」
に
げ
の
関
係
が
あ
る
に
せ
よ
、
小
ま
ん
（
女
）
R
と
泉
田

（
男
）
C
の
間
に
は
さ
う
い
ぶ
事
件
は
起
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
両
物
語
に
稽
々
相
違
点
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
（
因
み
に
、
「
と
り

か
へ
ば
や
物
語
」
の
b
l
の
関
係
に
於
で
も
女
一
の
宮
G
と
若
君
A
と
の
間
に

密
通
懐
肌
寧
件
が
見
ら
れ
る
）
。

最
後
に
、
両
物
語
中
に
は
変
装
男
女
に
関
係
な
き
愛
情
描
写
の
あ

る
こ
と
も
、
そ
の
共
通
点
の
一
つ
で
あ
る
と
講
へ
な
い
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
な
蒔
ら
、
そ
の
描
写
の
分
量
の
多
少
と
か
内
容
の
深
浅
に
至

っ
て
は
両
者
の
間
に
自
ら
差
異
が
あ
っ
て
、
「
奴
の
小
ま
ん
」
に
於

て
唐
衣
が
宗
景
の
側
室
と
し
て
仕
へ
る
一
方
、
家
来
の
入
江
安
濃
次

郎
と
恋
愛
関
係
を
生
じ
　
（
前
編
「
一
、
楼
に
霊
狐
和
琴
を
開
く
」
の
条
、

六
九
六
頁
）
、
叉
、
安
濃
次
郎
が
遂
に
唐
衣
を
自
分
の
正
妻
と
し
な
が

ら
横
雲
を
恋
慕
す
る
と
い
ふ
趣
向
が
あ
る
　
（
前
編
「
二
、
雨
夜
に
計
て

私
夫
を
斬
る
」
の
条
、
七
〇
四
頁
）
が
、
こ
れ
ら
の
、
物
語
発
展
に
占
め

る
地
位
は
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
式
部
卿
の
富
の
御
子
が
四

の
君
に
懸
想
す
る
趣
向
（
四
七
七
頁
）
の
、
物
語
の
展
開
に
重
要
な
役

割
を
果
す
の
と
比
較
す
れ
ば
、
頗
る
軽
く
描
写
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

四

七
六

江
戸
時
代
の
文
化
文
政
期
は
武
士
階
級
が
腐
敗
堕
落
し
て
そ
の
町

人
化
・
女
性
化
は
頂
点
に
達
し
、
婁
楽
淫
蕩
の
風
潮
は
大
名
・
幕
府
に

も
浸
潤
し
た
が
、
そ
の
時
に
当
っ
て
発
刊
さ
れ
た
（
文
化
四
年
～
西

紀
一
八
〇
七
年
－
）
の
が
「
奴
の
小
ま
ん
」
で
あ
る
。
恰
も
「
と
り

か
へ
ば
や
物
語
」
が
王
朝
貴
族
の
衰
微
顧
廃
し
た
中
に
現
れ
た
如
く
、

「
奴
の
小
ま
ん
」
も
亦
か
か
る
時
代
の
影
響
を
幾
分
で
も
蒙
っ
た
と

謁
へ
な
い
こ
と
も
な
い
だ
ら
う
が
、
後
に
「
源
氏
物
語
」
を
翻
案
し

て
「
修
紫
田
舎
源
氏
」
を
書
き
、
そ
の
他
「
心
中
天
網
島
」
に
拠
っ

た
「
桔
梗
辻
千
種
之
杉
」
、
「
心
中
管
庚
申
」
を
翻
案
し
た
「
薪
う
つ

ぼ
物
語
」
、
「
国
姓
爺
合
戦
」
を
原
拠
と
し
た
「
唐
人
髭
今
国
姓
爺
」

な
ど
古
典
・
苫
浄
瑠
璃
及
び
狂
言
の
翻
案
叉
は
絢
交
ぜ
の
短
篇
物
を

著
作
す
る
こ
と
の
多
か
つ
た
穣
崖
が
、
「
薪
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」

と
銘
う
つ
て
こ
こ
に
「
奴
の
小
ま
ん
」
を
発
刊
し
た
こ
と
を
考
へ
る
と
、

彼
が
よ
く
当
時
の
淫
蕩
的
世
相
を
洞
察
し
て
、
そ
の
共
通
し
た
時
代

を
遙
か
王
朝
末
期
に
求
め
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
に
描
か
れ
た
頼

廃
期
の
産
物
と
も
謂
ふ
べ
き
変
装
を
一
趣
向
と
し
て
、
作
品
に
取
り

入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
無
理
は
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
、
「
奴
の

小
ま
ん
」
が
「
雨
月
物
語
」
や
「
梅
砦
丸
一
代
記
」
等
の
著
し
い
影
響
を

蒙
っ
て
ゐ
る
他
、
「
秋
の
夜
の
長
物
語
」
と
関
係
交
渉
の
あ
る
こ
と
は
、

既
に
後
藤
丹
治
先
生
も
指
摘
し
て
を
ら
れ
る
（
「
中
世
国
文
学
研
究
」
八

六
頁
）
が
、
以
上
の
如
く
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
も
亦
勘
か
ら
ず
影

響
を
与
へ
た
一
党
行
文
学
作
品
と
謂
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
の
で

あ
る
。
　
　
　
　
（
昭
和
二
三
・
八
・
八
稿
、
昭
和
二
九
・
五
・
九
補
訂
）

遁

世

説

美

少

年

録

の

一

1
－
作
風
と
原
拠
　
に
　
つ
　
い
　
て
～
1

考
察山　　）

一

　

安

曲
亭
馬
琴
の
読
本
に
近
世
説
美
少
年
録
と
い
ふ
の
か
あ
る
。
こ
の

作
品
は
文
政
十
一
年
に
第
一
蹄
を
刊
行
し
、
天
保
五
年
第
四
輯
迄
出

し
て
一
時
筆
を
止
め
た
が
、
そ
の
後
弘
化
二
年
、
新
局
玉
石
童
子
訓

と
い
ふ
標
題
で
稿
を
継
い
だ
、
し
か
し
弘
化
四
年
、
第
六
十
回
に
至

っ
て
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
作
品
は
、
あ
ま
り
傑
作
で
あ
る
と
は
い
へ
な
い
が
、
興
味
あ

る
問
題
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い
ふ
に
、
作
風

の
問
題
で
あ
る
、
従
来
こ
の
作
品
に
関
し
て
よ
く
い
は
れ
る
事
は
、

前
半
の
作
風
と
後
半
の
そ
れ
と
の
問
に
著
し
い
差
異
が
あ
り
、
殊
に

前
半
の
趣
向
や
叙
述
の
有
様
な
ど
は
、
馬
琴
の
読
本
と
し
て
は
全
く

異
例
に
属
す
る
、
と
い
ふ
掌
で
あ
る
、
す
な
は
ち
前
半
の
主
人
公
は

不
良
少
年
と
も
い
ふ
べ
き
人
物
で
あ
り
、
叉
そ
の
い
く
つ
か
の
場
面

は
極
め
て
淫
蕩
な
描
写
が
為
さ
れ
て
ゐ
る
雷
な
ど
は
、
他
の
馬
琴
の

近
世
説
美
少
年
録
の
一
考
察

作
品
に
見
る
徹
底
し
た
道
徳
思
想
を
知
る
読
者
か
ら
見
れ
ば
奇
異
の

感
を
抱
か
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
が
後
半
に
入
る
と
そ
の
作
風
は
一
変
し
て
勧
善
懲
悪

的
な
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
。
な
は
私
が
不
審
に
感
ず
る
も
う
ー
つ
の

薯
は
、
第
五
十
回
の
少
し
前
あ
た
り
か
ら
第
六
十
回
の
面
絶
し
た
箇

所
迄
は
、
あ
た
か
も
独
立
し
た
別
館
の
物
語
の
如
き
感
が
あ
る
雷
で

あ
る
。
前
半
の
主
人
公
朱
之
介
は
退
場
し
て
代
り
に
二
人
の
美
少
年

が
登
場
す
る
上
に
、
義
士
た
ち
つ
ど
つ
て
不
仁
の
領
主
を
討
ち
、
さ

う
し
て
一
応
の
大
団
円
を
見
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
何
と
し
て
も
前

半
の
筋
書
に
関
係
な
く
別
の
物
語
を
持
来
っ
て
つ
な
い
だ
様
な
感
が

あ
る
雪
を
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
い
く
つ
か
の
疑
問
の
う
ち
、
前
半
の
作
風
に
つ
い
て
は

麻
生
磯
次
博
士
の
研
究
に
依
っ
て
、
中
国
小
説
「
棒
杭
間
評
全
伝
」

を
原
拠
と
し
た
た
め
で
あ
る
葺
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
居
り
、
私
が
こ

七
七



こ
て
論
ず
る
の
ほ
、
後
半
作
風
が
急
変
し
た
雷
と
、
そ
れ
に
附
隠
し

て
別
筒
の
物
語
を
つ
な
い
だ
感
の
あ
る
雷
で
あ
る
。
後
半
に
至
っ
て

作
風
が
急
変
し
た
薯
に
つ
い
て
は
水
谷
不
倒
氏
等
の
、
名
誉
回
復
の

意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
理

由
も
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
と
私
は
考
へ
た
あ
げ
で
あ
る
。
さ

う
し
て
、
そ
の
理
由
と
は
、
原
拠
の
交
替
と
い
ふ
雷
で
は
な
い
だ
ら

う
か
と
い
ふ
考
へ
を
抱
く
に
至
っ
た
、
事
実
後
半
を
検
討
し
た
結
果
、

第
五
十
回
あ
た
り
か
ら
、
第
六
十
回
迄
の
大
半
を
占
め
る
部
分
に
、

未
だ
何
人
も
指
摘
し
な
か
っ
た
水
瀞
伝
の
技
影
の
あ
と
が
存
す
る
事

に
気
附
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
名
誉
回
復
の
意
図
も

太
い
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
原
拠
の
交
替
と
い
ふ
雷
も
、
作
風

の
変
化
と
い
ぶ
葺
実
の
一
原
因
で
は
な
か
つ
た
か
と
霧
へ
る
の
で
あ

る
。
さ
う
し
て
更
に
、
全
く
独
立
し
た
親
衛
の
物
語
を
持
ち
来
っ
て

つ
な
い
だ
感
が
あ
る
と
い
ふ
事
実
も
叉
、
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
出
来

る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
私
が
こ
の
や
う
に
主
張
し

た
と
て
、
実
証
が
伴
は
な
け
れ
ば
所
詮
空
論
に
過
ぎ
な
い
、
そ
こ
で

逐
次
そ
の
罫
実
を
提
示
し
て
行
く
事
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
先
人
の

説
に
つ
い
て
三
一
日
し
て
畳
か
う
と
思
ふ
。

先
に
も
少
し
触
れ
た
如
く
、
こ
の
書
に
関
し
て
は
麻
生
磯
次
博
士

の
「
近
世
説
美
少
年
録
と
棒
福
間
評
全
伝
」
　
（
江
戸
文
学
と
支
那
文

学
前
編
第
三
章
第
二
節
の
七
）
と
い
ふ
詳
細
を
極
め
た
研
究
が
あ
る
、

こ
れ
に
依
る
と
、
発
端
は
お
ろ
か
大
体
の
筋
書
構
想
等
ほ
と
ん
ど
前

七
八

半
の
全
部
を
通
じ
て
、
中
国
小
説
棒
杭
間
評
全
伝
に
拠
っ
て
居
り
、

叉
部
分
的
に
は
や
は
り
中
国
小
説
柏
葉
驚
奇
巻
十
八
「
丹
客
半
黍
九

遠
雷
翁
千
金
一
六
天
」
か
ら
も
素
材
を
求
め
た
彩
跡
が
明
ら
か
で
あ
る

と
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
麻
生
博
士
は
、
六
十
回
の
う
ち
三

十
九
回
迄
は
原
本
（
構
棚
聞
評
全
伝
）
の
筋
を
た
く
み
に
ふ
ま
へ
て

ゐ
る
が
、
そ
れ
以
後
は
殆
ん
ど
原
本
か
ら
離
れ
て
ゐ
る
。
中
途
か
ら

眼
の
自
由
を
奪
は
れ
、
た
よ
る
べ
き
も
の
を
失
っ
た
た
め
で
あ
ら
う
、

と
い
ほ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
雷
実
で
あ
り
、
確
に
眼
の
自
由
を
奪
ほ

れ
て
積
れ
聞
評
全
伝
を
原
拠
と
す
る
雷
は
出
来
な
く
な
っ
た
、
従
っ

て
蒸
し
頼
る
と
す
れ
ば
、
馬
琴
が
多
年
親
し
ん
で
殆
ん
ど
暗
記
し
て

ゐ
る
程
に
な
っ
て
ゐ
た
書
物
で
あ
る
雷
は
間
違
ひ
な
か
ら
う
、
そ
の

書
物
が
水
濯
伝
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
麻
生
博
士
の
諭

ぜ
ら
れ
た
如
く
、
途
中
で
視
力
を
失
っ
た
の
で
、
眼
で
見
る
書
物
を

原
拠
と
す
る
訳
に
い
か
な
く
な
り
、
脳
裏
に
暗
記
し
て
ゐ
た
水
滴
伝

に
移
っ
て
行
っ
た
と
見
る
の
が
正
当
な
解
釈
で
あ
ら
う
、
細
か
く
検

討
す
る
と
気
の
附
く
雷
は
、
そ
れ
迄
に
も
部
分
的
に
見
え
て
ゐ
た
水

滴
伝
の
影
響
が
後
半
極
め
て
多
く
な
っ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。

し
か
も
特
筆
す
べ
き
は
、
趣
向
は
大
い
に
取
入
れ
て
用
ひ
て
ゐ
る

が
、
そ
の
手
法
は
極
め
て
た
く
み
で
あ
っ
て
、
語
句
や
文
章
は
あ
ま

り
類
似
の
も
の
を
用
ひ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
薯
で
あ
る
。
そ
れ
は
眼
が

見
え
な
か
っ
た
た
め
か
、
叉
は
翻
案
の
技
術
が
上
手
に
な
っ
て
ゐ
た

の
か
、
或
は
そ
の
双
方
共
で
あ
っ
た
の
か
判
然
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、

と
に
”
か
く
さ
う
な
っ
て
・
ゐ
る
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
水
滴
伝
の
影
響

に
つ
い
て
論
述
し
て
行
き
度
い
と
老
え
る
。

美
少
年
録
と
水
涛
伝
と
の
関
係
で
、
麻
生
博
士
に
よ
っ
て
既
に
論

じ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
に
朱
之
介
が
如
如
来
禅
師
を
訪
れ
る
段
（
第
二
十
回
）
は
、

水
溝
伝
第
一
回
洪
信
が
山
車
に
〓
里
子
に
面
会
す
る
段
に
堪
っ
て
居

る
9第

二
に
佐
々
木
南
旗
が
家
中
の
少
年
達
に
武
芸
を
戦
は
せ
る
段

（
第
四
十
一
回
及
び
第
四
十
二
回
）
は
水
薄
伝
の
青
田
戦
場
志
が
北

京
で
武
芸
を
争
ふ
条
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。

第
三
に
薯
の
老
人
が
太
平
記
を
暗
読
し
て
物
を
乞
ふ
条
（
第
五
十

回
）
は
、
水
瀞
伝
の
繭
永
が
鎗
棒
の
術
を
使
っ
て
薬
を
売
る
条
か
ら

脱
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
三
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
ま
だ
多
く
の
影
響
を
水
滴

伝
か
ら
受
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

三

水
涛
伝
の
趣
向
の
再
現
と
し
て
私
が
第
一
に
指
摘
す
る
の
は
、
第

五
十
四
回
「
溝
不
似
を
弁
じ
ー
て
野
寺
宿
を
移
す
。
小
雪
太
名
を
繍
て

巧
に
悪
を
資
く
」
よ
り
第
五
十
五
回
「
鏑
節
の
短
刀
晴
に
樅
二
郎
を

陥
る
。
雨
筒
の
健
宗
血
を
対
決
場
に
瀕
ぐ
」
に
及
ぶ
遙
で
あ
る
。
す

な
は
ち
韓
錦
樅
二
郎
な
る
も
の
を
鏡
野
郡
司
範
的
が
謀
っ
て
罪
に
陥

近
世
説
美
少
年
録
の
一
考
察

れ
、
樅
二
郎
は
端
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
へ
こ
」
の
箇
所
は

水
皆
伝
第
七
回
「
花
和
備
倒
抜
垂
楊
柳
。
豹
子
頭
誤
入
白
虎
堂
」
の

中
の
豹
子
頭
林
沖
が
高
位
の
好
策
に
謀
ら
れ
、
罪
を
被
っ
て
揃
へ
ら

れ
る
趣
向
を
襲
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
所
筒
の
影
響
は
か
な
り
広

い
範
囲
に
あ
た
っ
て
居
り
、
か
つ
大
掛
り
で
あ
る
の
で
、
原
文
を
引

用
し
て
ゐ
る
と
相
当
の
紙
面
を
必
要
と
す
る
か
ら
梗
概
を
略
述
し
て

検
討
を
加
へ
よ
う
と
思
ふ
。

先
づ
美
少
年
録
（
第
三
十
「
回
以
後
は
新
局
玉
石
童
子
訓
と
題
が

変
っ
て
ゐ
る
）
の
方
で
は
、
鏑
野
郡
司
範
的
ほ
韓
錦
樅
二
郎
に
、
女

の
雷
か
ら
遺
恨
を
持
ち
、
こ
れ
を
除
か
う
と
し
て
小
雪
太
な
る
者
に

相
談
す
る
と
、
小
雪
太
は
た
く
み
に
悪
計
を
案
じ
て
範
囲
に
授
け
る
。

範
的
は
大
い
に
喜
ん
で
そ
の
謀
を
実
行
さ
せ
る
、
一
方
樅
二
郎
の
宅

へ
何
者
か
尋
ね
て
来
た
も
の
が
あ
り
、
錦
の
ふ
く
ろ
に
入
れ
た
短
刀

を
置
い
て
行
く
、
後
に
外
出
か
ら
帰
っ
て
来
た
樅
二
郎
は
一
見
し
て

殿
の
重
宝
で
あ
る
ら
し
い
と
知
っ
て
驚
き
、
届
け
に
行
く
、
開
法
庁

に
至
る
と
い
き
な
り
わ
な
に
か
け
て
倒
さ
れ
、
数
十
人
の
捕
手
に
瑞

へ
ら
れ
る
、
そ
の
時
簡
約
が
現
れ
て
、
そ
の
宝
剣
を
盗
ん
だ
で
あ
ら

う
と
い
ふ
、
樅
二
郎
は
事
実
を
述
べ
て
陳
弁
に
つ
と
め
る
が
も
と
よ

り
始
め
か
ら
企
ら
ん
だ
寧
で
あ
る
か
ら
聴
か
れ
る
筈
も
な
く
、
遂
に

獄
に
つ
な
が
れ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
水
薄
伝
第
七
回
に
は
次
の
様
な
趣
向
が
見
え
て
ゐ
る
、

す
な
は
ち
南
極
の
養
子
高
徳
内
は
林
油
の
妻
に
横
恋
慕
し
て
失
敗
し
、

七
九



遂
に
病
気
に
な
る
、
そ
こ
で
高
儀
は
邪
魔
に
な
る
林
沖
を
除
か
う
と

し
て
、
陸
謙
、
富
安
の
二
名
に
相
談
を
す
る
と
、
陸
議
は
策
を
南
條

に
授
け
る
二
品
橘
は
喜
ん
で
そ
の
策
の
実
行
を
命
ず
る
、
一
方
林
神

は
そ
れ
よ
り
す
こ
し
後
途
上
で
剣
を
売
る
男
に
会
ふ
、
そ
の
剣
を
手

に
取
っ
て
見
る
と
ま
こ
と
に
希
代
の
名
剣
で
あ
る
の
で
買
求
め
る
、

そ
れ
こ
そ
高
価
の
好
策
な
の
で
あ
っ
た
が
林
沖
は
そ
れ
と
も
知
ら
ず
、

高
太
尉
（
高
催
）
の
宅
に
も
宝
剣
が
あ
る
と
聞
い
て
ゐ
る
が
、
そ
れ

と
比
べ
て
見
た
い
も
の
だ
と
考
、
へ
て
ゐ
る
と
、
翌
旦
同
伐
の
使
者
と

称
す
る
も
の
が
訪
れ
、
南
條
が
刀
く
ら
べ
を
し
よ
う
と
い
っ
て
居
る

と
伝
へ
て
来
た
の
で
、
林
沖
は
そ
の
言
を
信
じ
て
案
内
さ
れ
る
ま
ま

に
二
重
に
入
る
と
そ
こ
は
白
虎
節
堂
（
軍
機
を
議
す
る
場
所
で
無
断

で
立
入
る
と
罪
に
間
は
れ
る
）
で
あ
っ
た
の
で
林
沖
は
驚
い
て
出
よ

ぅ
と
す
る
時
、
南
保
が
現
れ
て
、
白
虎
堂
へ
不
法
に
立
入
っ
た
雷
を

責
め
、
文
子
に
刀
を
持
っ
て
ゐ
る
の
は
私
（
南
保
）
を
殺
さ
う
と
企

ら
ん
で
ゐ
る
の
た
ら
う
と
い
ふ
、
林
沖
は
驚
い
て
華
美
を
説
明
し
て

陳
弁
す
る
が
、
も
と
よ
り
始
め
か
ら
企
ら
ん
だ
苺
で
あ
る
か
ら
聴
入

れ
ら
れ
る
筈
も
な
く
、
二
十
数
人
の
捕
手
に
輔
へ
ら
れ
て
獄
へ
下
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
極
め
て
た
く
み
な
翻
案
で
あ
る
。
用
語
の
類
似
も
少
い
。

全
く
彼
馬
琴
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
趣
向
だ
け
、

を
上
手
に
使
っ
て
、
馬
琴
流
に
作
り
変
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
試
み

に
こ
こ
に
両
者
の
共
通
点
を
挙
げ
て
み
る
と
、
第
一
に
は
両
者
と
も

八
〇

権
力
者
が
自
分
の
為
に
邪
魔
に
な
る
目
下
の
も
の
を
葬
る
た
め
に
悪

計
を
め
ぐ
ら
し
、
第
二
に
は
そ
の
原
因
は
い
づ
れ
も
女
の
事
が
関
離

し
て
居
り
、
第
三
に
は
い
づ
れ
も
部
下
に
策
を
授
け
ら
れ
て
行
ふ
の

で
あ
り
、
第
四
に
は
そ
の
陥
れ
る
手
段
に
い
づ
れ
も
宝
剣
を
用
ひ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

い
ふ
迄
も
な
く
範
的
は
南
極
に
当
る
役
割
を
持
ち
樅
二
郎
は
林
沖

で
あ
る
。
叉
陸
譲
の
役
割
は
小
雪
太
が
果
し
て
ゐ
る
。
た
ゞ
少
し
違

ふ
の
は
、
水
瀞
伝
で
は
高
橘
の
息
子
が
林
沖
の
妻
に
懸
想
し
た
趣
向

を
美
少
年
録
で
は
範
的
自
身
が
韓
錦
樅
二
郎
の
か
く
ま
っ
た
美
女
稜

手
に
懸
想
し
た
雪
に
作
り
変
へ
ら
れ
て
居
り
、
叉
そ
の
結
果
は
樅
二

郎
は
盗
賊
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
、
林
沖
は
法
規
違
反
の
罪
に
間
は
れ

る
。
こ
の
や
う
に
部
分
的
に
作
り
変
へ
も
目
立
つ
け
れ
ど
も
全
体
的

に
馬
琴
が
襲
用
し
た
痕
跡
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

さ
て
水
溝
伝
で
は
こ
の
あ
と
林
沖
は
配
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
美
少
年
録
の
方
で
は
こ
の
あ
と
を
水
涛
伝
第
四
十

九
回
「
解
珍
宝
隻
越
獄
。
孫
立
孫
新
大
却
寧
」
の
趣
向
で
つ
な
い
で

ゐ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
美
少
年
録
第
五
十
七
回
で
は
、
韓
錦
樅

二
郎
の
妹
押
絵
、
大
江
杜
四
郎
威
厳
、
峯
張
柴
六
郎
通
能
筆
は
獄
を

破
っ
て
樅
二
郎
を
救
ひ
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
有
様
は
、
問
注

庁
を
大
い
に
闇
が
し
、
獄
に
乱
入
し
て
押
絵
は
そ
の
大
力
で
獄
を
破

り
、
捕
手
共
と
戦
ひ
乍
ら
樅
二
郎
を
敷
け
て
走
り
、
さ
う
し
て
根
拠

地
と
定
め
た
阿
建
寺
に
入
る
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
水
滴
伝
に
も
こ
の

や
う
な
箇
所
が
あ
る
。
第
四
十
九
回
に
は
次
の
様
な
趣
向
が
見
え
て

ゐ
る
、
す
な
は
ち
獄
に
輔
へ
ら
れ
て
い
る
両
頭
蛇
解
珍
、
襲
尾
鴫
解

宝
を
救
出
す
る
た
め
、
病
尉
遅
孫
立
、
中
尉
遅
孫
新
は
母
大
虫
顧
大

破
と
共
に
牢
屋
を
破
る
の
で
あ
る
、
彼
等
は
た
く
み
に
牢
内
に
忍
び

込
み
、
顧
天
鰻
は
獄
卒
を
欺
い
て
車
に
入
り
、
解
珍
解
宝
を
救
ひ
輯

し
て
か
ら
天
乱
闘
が
始
ま
り
、
彼
等
は
遣
手
と
戦
ひ
乍
ら
走
っ
て
根

拠
地
で
あ
る
梁
山
泊
に
入
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
も
叉
個

々
巧
に
調
薬
さ
れ
て
居
り
、
語
句
文
章
の
類
似
も
わ
づ
か
よ
り
見
当

ら
な
い
、
原
形
も
ほ
と
ん
ど
止
め
な
い
迄
に
脱
化
さ
せ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
こ
；
」
で
は
孫
立
孫
薪
の
二
名
は
、
成
勝
と
通
能
の
二
名
に
置

き
か
へ
ら
れ
て
ゐ
を
。
叉
豪
勇
の
女
傑
顧
大
殿
は
押
絵
な
る
大
力
無

双
の
女
性
に
置
き
か
へ
て
あ
る
。
更
に
叉
梁
山
泊
の
再
説
と
し
て
根

拠
地
阿
建
寺
が
登
場
す
る
。
た
ゞ
捕
ほ
れ
て
ゐ
る
解
珍
解
宝
の
二
人

は
こ
こ
で
は
樅
二
郎
i
人
に
置
き
か
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

こ
こ
で
両
者
の
趣
向
の
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
挙
げ
て
見
る
と
、
第

一
に
両
者
共
不
当
に
捕
ほ
れ
た
も
の
の
た
め
に
獄
を
破
る
こ
と
、
第

二
に
そ
の
主
謀
者
堅
二
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
人
は
大
力
の
女
性
で

あ
る
こ
と
、
第
三
に
そ
の
単
で
最
も
活
躍
す
る
の
は
、
い
づ
れ
も
女

陸
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
破
獄
が
成
功
し
た
後
い
づ
れ
も
遣
手
と
戦

ひ
乍
ら
根
拠
地
へ
入
る
こ
と
、
以
上
の
四
点
で
あ
る
。
部
分
的
に
は

多
少
の
相
違
点
を
見
出
す
の
－
で
あ
る
が
、
大
依
‥
の
趣
向
に
は
大
差
を

認
め
ず
、
こ
の
箇
所
に
も
叉
水
滴
伝
の
投
影
が
あ
る
雪
は
明
ら
か
で

近
世
説
美
少
年
録
の
一
考
察

ある。そ
れ
か
ら
、
少
し
順
序
は
前
後
す
る
が
、
獄
を
破
る
少
し
前
に
、

樅
二
郎
の
罪
は
人
に
陥
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ぶ
掌
を
証
明
す

る
生
証
人
と
も
い
ぶ
べ
き
盗
人
の
十
六
郎
を
生
捕
っ
た
押
絵
等
が
、

開
港
庁
へ
出
向
き
、
宝
剣
の
企
み
を
暴
露
し
て
、
樅
二
郎
を
引
渡
し

て
呉
れ
と
談
判
す
る
と
、
応
得
に
出
た
鬼
蔚
苛
三
眉
簗
な
る
も
の
は

そ
の
口
上
を
耳
に
も
か
け
ず
、
眼
を
い
か
ら
し
「
腰
に
刀
を
帯
た
る

は
逆
心
あ
る
に
ぞ
あ
ら
む
ず
ら
ん
」
と
難
癖
を
つ
け
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
林
油
が
輔
へ
ら
れ
る
噂
、
白
虎
堂

で
高
検
が
林
沖
に
向
つ
て
い
ふ
「
椿
事
襲
撃
着
刀
。
莫
非
来
刺
殺
下

官
」
な
る
言
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
、
し
か
も
叉
そ
の
態
度
も
甚

だ
櫛
近
い
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
馬
琴
が
こ
こ

で
こ
の
水
溝
伝
の
一
句
を
用
ひ
た
尊
は
、
成
功
し
っ
つ
あ
っ
た
こ
の

あ
た
り
の
水
瀞
伝
の
趣
向
の
摂
取
を
拙
く
し
た
観
が
あ
る
。
筋
書
か

ら
見
て
こ
の
言
葉
は
少
し
も
必
要
と
は
思
ほ
れ
な
い
上
に
、
今
迄
ほ

と
ん
ど
原
型
を
止
め
な
い
程
た
く
み
に
翻
案
し
て
来
た
の
に
、
こ
の

一
句
で
水
滴
伝
に
拠
っ
て
ゐ
る
雷
を
自
白
し
て
し
ま
っ
た
や
う
な
も

の
で
あ
る
、
葵
の
と
こ
ろ
私
も
こ
の
二
言
を
見
出
し
て
か
ら
始
め
て

こ
の
附
近
の
水
滴
伝
の
影
響
に
気
附
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
し
て
戦
端
が
開
か
れ
る
。
韓
錦
樅
二
郎
を
救
ひ
出
し

た
大
江
杜
四
郎
成
勝
、
峯
醸
窒
ハ
郎
通
能
、
押
絵
等
は
、
鏑
野
の
に

は
ー
か
郡
司
健
宗
と
戦
ふ
の
で
あ
る
。
大
江
成
勝
篭
の
阿
廼
寺
を
根
拠

八
一



鞄
と
す
る
義
兵
は
初
め
戦
ひ
に
勝
つ
が
、
健
宗
方
に
槌
津
天
女
な
る

妖
怪
が
現
れ
て
妖
術
を
用
ひ
、
成
勝
等
の
義
兵
は
散
々
の
目
に
適
は

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
条
に
も
水
滴
伝
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
、

そ
れ
は
水
瀞
伝
第
五
十
二
回
「
李
連
打
死
麓
天
錫
。
柴
進
失
陥
高
膚

州
」
の
一
場
面
、
知
府
高
廉
が
妖
術
を
用
ひ
て
梁
山
泊
の
兵
を
悩
ま

す
条
か
ら
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
美
少
年
録
第
五
十
九
回
に
は
次
の

如
く
書
か
れ
て
ゐ
る
。

那
時
達
し
這
韓
速
し
。
件
の
腰
輿
の
内
よ
り
し
て
怪
し
を
少
女
閃
き
出
て
。

腰
輿
の
上
に
立
顕
れ
。
長
な
す
雲
桑
振
乱
し
。
手
に
宝
剣
を
接
翳
し
て
敵
に

向
ひ
て
掻
晃
か
す
。
刃
の
光
は
電
光
石
火
。
人
の
目
を
射
る
種
し
も
あ
ら
ず
。

巽
の
方
よ
り
一
陣
の
陸
風
軸
と
下
し
来
て
。
沙
を
飛
し
樹
を
伸
し
屋
を
損
ひ

殿
を
転
す
。
狂
暴
名
状
す
べ
か
ら
ず
（
中
略
）
然
し
も
勇
し
一
千
の
。
義
兵

は
面
を
向
る
に
よ
し
な
く
。
人
馬
舜
二
次
倒
さ
れ
て
。
沙
礫
に
打
れ
樹
幹
に

折
れ
。
或
は
水
田
に
漠
落
。
或
は
己
が
刃
に
労
れ
て
。
死
活
を
知
ら
ざ
る
者

多
か
れ
ど
も
。
起
つ
砂
煙
に
天
さ
へ
曇
り
で
膜
々
騙
々
と
な
る
随
に
。
親
馨

る
れ
ど
も
子
は
兵
を
知
ら
ず
。
主
危
ぶ
け
れ
ど
も
従
者
の
救
ふ
な
し
。

こ
の
一
節
の
原
拠
と
な
っ
た
水
滴
伝
第
五
十
二
回
の
記
載
は
次
の

如
く
で
あ
る
。

高
麗
見
連
折
二
将
。
便
去
背
上
艶
出
郷
日
大
阿
宝
剣
来
。
口
中
念
念
寿
詞
。

喝
声
道
。
疾
。
只
見
高
藤
隊
申
躍
起
一
道
黒
気
。
邪
道
気
教
室
半
空
襲
。
飛

妙
走
石
。
撼
堪
露
天
。
副
題
怪
風
。
淫
掃
過
対
陣
来
。
（
単
勝
）
林
油
等
軍

馬
。
星
落
雲
散
。
七
断
八
続
。
呼
兄
酪
弟
。
寛
子
尋
爺
。
五
千
軍
兵
折
了
一

千
余
人
。

八
二

有
の
如
く
両
者
を
比
較
す
る
時
、
そ
の
流
用
の
形
跡
は
明
白
な
も

の
が
あ
る
。
水
滴
伝
の
文
脈
を
た
ど
っ
て
美
少
年
録
の
こ
の
一
節
を

作
り
上
げ
た
も
の
と
思
ほ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
経
津
天
女
は
高

廉
の
再
来
で
あ
り
、
成
勝
通
能
等
の
義
兵
は
「
林
沖
等
軍
馬
」
で
あ
。

る
。
前
と
同
様
、
阿
難
事
は
梁
山
泊
に
当
り
、
橿
津
天
女
の
用
ひ
る

術
は
高
廉
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
術
は
い
づ

れ
も
領
主
方
の
敗
勢
を
盛
り
返
す
た
め
に
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

し
か
も
そ
の
時
に
は
い
づ
れ
も
宝
剣
を
道
具
に
使
っ
て
ゐ
る
。
こ
の

や
う
に
水
滴
伝
と
の
関
係
は
極
め
て
密
接
な
も
の
が
あ
り
、
最
早
多

言
を
要
し
な
い
と
思
は
れ
る
。

そ
の
次
に
見
出
さ
れ
る
水
瀞
伝
の
技
影
は
、
第
六
十
回
「
魚
丸
妖

魔
を
対
治
し
て
絶
た
る
家
を
興
す
。
晴
賢
命
を
免
れ
て
夜
三
池
部
に

走
る
」
の
車
の
一
場
面
、
粒
津
天
女
と
健
宗
の
最
期
で
あ
る
。
拠
り

所
と
し
た
の
は
水
滴
伝
第
五
十
四
回
「
人
妻
龍
闘
法
被
高
廉
。
黒
旋

風
探
穴
救
柴
進
」
の
中
の
、
妖
術
を
用
ひ
る
知
府
高
廉
が
梁
山
泊
の

公
孫
勝
の
た
め
に
術
を
破
ら
れ
て
最
期
を
遂
げ
る
場
面
で
あ
る
。
こ

の
箇
所
は
少
し
複
雑
な
反
映
を
し
て
ゐ
る
、
美
少
年
録
の
方
の
梗
概

は
、
阿
廼
寺
の
軍
兵
と
対
陣
し
た
健
宗
勢
の
中
か
ら
施
津
天
女
が
現

れ
、
敗
勢
に
な
っ
た
健
宗
勢
を
盛
り
返
す
べ
く
叉
も
妖
術
を
用
ひ
よ

う
と
す
る
。
そ
の
時
阿
延
寺
の
華
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
う
か
が
っ

て
い
た
和
田
小
十
郎
正
義
は
騎
馬
で
か
け
つ
け
て
、
仙
丹
の
入
っ
た

硝
子
壷
を
投
げ
る
、
こ
れ
が
命
申
し
て
術
が
解
け
、
麗
辞
は
倒
れ
落

ぢ
る
、
そ
の
持
株
津
の
持
っ
て
唐
た
剣
で
、
領
主
健
宗
の
首
も
落
ち

て
し
ま
っ
た
。
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
水
滴
伝
の
方
で
は
敗
勢
に
驚
い

た
高
廉
は
、
妖
術
を
用
ひ
て
逃
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
の
時
梁
山
泊
勢

の
中
か
ら
入
雲
龍
公
孫
勝
は
騎
馬
で
か
け
つ
け
て
）
」
れ
を
見
る
や
、

宝
剣
を
肥
っ
て
一
喝
す
る
と
高
廉
の
術
が
解
け
、
高
廉
が
転
落
す
る

と
こ
ろ
を
、
挿
麹
虎
雷
横
が
斬
っ
て
捨
て
る
。
こ
う
し
て
妖
術
使
い

で
あ
り
、
領
主
で
あ
る
高
廉
は
死
す
、
と
い
ふ
車
に
な
っ
て
ゐ
る
。

こ
の
箇
所
に
は
相
当
な
苦
心
を
払
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
語
句
や
文
章

に
は
あ
ま
り
類
似
の
も
の
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
趣
向
も
少
し
作
り

変
へ
て
あ
る
、
第
一
に
水
滴
伝
の
公
孫
勝
が
用
ひ
る
宝
剣
の
霊
力
は

美
少
年
録
で
は
仙
丹
の
霊
効
に
置
き
か
へ
、
第
二
に
は
水
滴
伝
で
は

高
廉
が
領
主
と
妖
術
健
と
の
二
者
を
兼
ね
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
美
少

年
録
で
は
領
主
は
健
宗
、
妖
術
優
は
棟
津
天
女
と
二
人
に
作
り
変
へ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
の
点
は
こ
の
筋
書
上
少
し
無
理
を

生
じ
た
、
つ
ま
り
水
瀞
伝
で
は
高
廉
へ
人
を
死
な
せ
れ
ば
領
主
も
妖

術
使
ひ
も
な
く
な
る
が
、
美
少
年
録
で
は
二
人
同
時
に
片
附
け
る
と

い
ふ
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
か
に
伝
奇
小
説
と
は
い

へ
、
こ
の
場
面
で
植
津
天
女
と
健
宗
の
二
人
を
一
時
に
片
附
け
た
趣

向
に
は
少
し
無
理
が
あ
り
、
話
が
旨
す
ぎ
る
感
じ
が
す
る
。
恐
ら
く

こ
の
条
を
記
す
時
馬
琴
の
脳
裏
に
は
水
滴
伝
の
高
度
最
期
の
場
面
が

鮮
明
に
浮
び
上
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
馬
琴
が
水
滴
伝
か
ら
借
用
し
た
要
素
は
、
第
一
に
妖
術
健
と

近
世
説
美
少
年
録
の
一
考
察

領
主
の
最
期
と
な
る
こ
と
、
第
二
に
妖
術
を
用
び
よ
う
と
す
る
の
を

封
じ
る
こ
と
、
第
三
に
こ
れ
に
よ
っ
て
戦
が
終
り
、
主
人
公
側
の
軍

が
勝
利
を
得
る
こ
と
、
で
あ
る
。
し
か
も
と
の
箇
所
に
於
て
も
、
作

り
変
へ
た
所
は
あ
る
に
し
て
も
、
文
脈
は
そ
の
通
り
た
ど
つ
た
や
う

に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
は
こ
の
外
に
も
、
こ
の
阿
延
寺
の
軍
勢
と
健
宗
軍
と
の
戦
ひ
に

は
、
水
瀞
伝
の
影
響
が
断
片
的
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

高
廉
の
術
を
記
し
た
水
瀞
伝
第
五
十
二
回
及
び
第
五
十
四
回
の
外
に
、

第
四
十
八
画
王
英
を
碇
へ
る
女
傑
〕
丈
音
頭
三
娘
の
武
者
振
り
が
押

絵
の
活
躍
に
取
入
れ
ら
れ
、
叉
礫
の
名
人
没
羽
箭
境
港
の
術
が
和
田

小
十
郎
正
義
の
精
妙
の
磯
に
取
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
更
に

こ
の
戦
の
全
体
の
感
じ
は
水
滴
伝
的
活
劇
で
あ
る
。

さ
て
水
滴
伝
の
影
響
の
や
や
大
掛
り
な
も
の
は
以
上
の
如
き
も
の

で
あ
る
が
、
他
に
も
少
し
部
分
的
な
影
響
が
認
め
ら
れ
る
箇
所
が
存

在
す
る
の
で
、
少
し
述
べ
て
見
た
い
と
思
ふ
。
そ
れ
は
第
二
十
回
「
喜

藤
の
役
君
臣
乱
離
す
。
鷹
捉
山
に
晴
賢
魔
を
逐
ふ
」
の
条
申
、
朱
之

介
が
主
君
扇
谷
勃
興
に
命
ぜ
ら
れ
て
沙
金
五
百
両
及
び
白
布
二
百
反

を
運
送
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
時
運
送
の
方
法
は
如
何
と
間
ほ

れ
て
答
へ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
水
滴
伝
第
十
六
回
「
楊
志
押
送

金
銀
担
。
呉
用
智
取
生
辰
綱
」
に
於
げ
ろ
楊
志
が
梁
中
書
に
答
へ
る

態
度
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
。
充
づ
美
少
年
録
を
見
る
と
次
の
や
う

に
な
っ
て
ゐ
る
。

八
三



今
こ
の
件
の
金
と
布
と
を
吉
野
ま
で
運
送
せ
ん
に
道
中
幾
十
数
の
従
者
を

要
す
る
や
。
絶
て
汝
が
盟
に
任
せ
ん
宣
致
達
む
べ
し
。
と
亦
他
雷
も
な
く
急

れ
て
朱
之
介
は
脱
る
ゝ
路
な
く
萎
時
頼
を
傾
け
て
。
逆
旅
に
多
人
数
な
る
も

の
は
遠
で
人
に
怪
ら
れ
て
障
り
に
な
る
高
儀
べ
し
。
有
無
ぼ
布
と
お
ん
金
は

韓
櫨
二
前
ば
か
り
に
蔵
め
て
是
を
界
も
の
七
八
名
。
別
に
壁
領
一
名
を
添
ら

れ
な
ば
　
足
る
べ
う
も
や
候
は
ん
。
敬
慕
は
山
伏
の
達
人
す
る
と
と
く
打
扮

て
大
約
遙
八
九
筒
の
従
者
を
将
で
路
を
急
が
ば
龍
か
燵
み
て
禁
む
べ
き
。
轍

く
那
池
へ
到
ら
ん
こ
と
何
の
疑
ひ
が
候
べ
き
。
こ
の
義
は
御
心
や
す
が
る
ぺ

し
。
と
麟
る
所
も
な
く
ま
う
L
L
か
ば
朝
輿
の
ぬ
し
太
く
感
じ
て
。
邁
微
妙

く
計
り
け
り
。

次
に
水
滴
伝
第
十
六
回
を
見
る
と
。

揚
志
文
裏
道
。
若
依
小
人
一
件
。
薯
便
敢
迷
妄
。
梁
申
蓄
道
。
我
既
委
任

体
身
上
。
如
何
不
依
低
説
。
揚
悪
道
。
若
依
小
人
灘
崎
。
拉
不
要
草
子
。
抱

礼
物
都
築
傲
十
余
条
担
子
。
只
倣
客
人
的
打
扮
布
質
。
也
点
十
箇
壮
健
的
賄

楽
章
。
郵
袋
傲
脚
夫
桃
漬
。
只
消
一
節
大
和
小
人
去
。
却
打
扮
傲
客
人
。
情

階
連
夜
送
上
東
京
交
付
。
無
地
時
方
好
。
梁
申
書
道
。
侮
甚
説
的
臭
。

と
い
ふ
風
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
楊
志
に
当
る
人
物
は
も
ち
ろ
ん
朱

之
介
で
あ
り
、
梁
中
書
に
相
当
す
る
の
は
扇
谷
動
翼
で
あ
る
。
意
見

を
求
め
ら
れ
て
述
べ
る
態
度
も
極
め
て
相
近
い
上
に
、
そ
の
意
見
を

聴
い
て
受
入
れ
る
有
様
も
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
叉
そ
の
押
送
の
方

法
を
見
る
に
、
美
少
年
録
で
は
多
人
数
は
怪
し
ま
れ
る
か
ら
人
数
は

少
く
、
服
装
は
山
伏
に
扮
し
よ
う
と
い
び
、
水
滴
伝
で
は
や
は
り
人

数
の
多
い
の
嬢
い
け
な
い
し
、
車
も
不
要
で
あ
る
。
服
装
は
客
人
の

八
四

様
に
扮
し
て
ひ
そ
か
に
送
り
届
け
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
く
の

如
く
見
れ
ば
水
滴
伝
第
十
六
回
と
美
少
年
録
の
こ
の
箇
所
と
の
関
係

は
判
然
と
す
る
の
で
あ
る
。
－

三

以
上
種
々
述
べ
た
如
く
、
潜
在
す
る
水
滴
伝
の
技
影
は
か
な
り
大

き
な
も
の
が
あ
り
、
第
五
十
四
回
、
第
五
十
五
回
、
第
五
十
七
回
、

第
五
十
九
回
、
第
六
十
回
に
わ
た
る
程
々
の
点
に
影
響
を
及
ぼ
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
は
、
第
二
十
回
、

第
四
十
一
周
、
第
四
十
二
回
、
及
び
第
五
十
回
で
あ
る
か
ら
、
美
少

年
録
の
後
半
は
非
常
に
水
滴
伝
の
影
響
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
反
し
て
繕
福
間
評
全
伝
に
拠
っ
て
ゐ
た
前
半
は
第
二
十
回
に
部
分

的
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
早
く
′
か
ら
説

か
れ
て
ゐ
た
前
半
後
半
の
作
風
急
変
の
理
由
の
一
つ
に
数
へ
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
更
に
後
半
の
阿
廼
寺

に
籠
る
義
兵
の
活
躍
の
物
語
が
こ
の
作
品
の
本
筋
と
離
れ
た
独
立
の

も
の
で
あ
る
か
の
如
き
感
じ
が
す
る
理
由
も
、
叉
こ
の
事
実
に
存
す

る
の
で
は
な
い
か
と
恩
ほ
れ
る
。
と
に
か
ぐ
駕
枕
間
評
全
伝
に
拠

っ
た
前
半
に
情
雷
が
多
か
つ
た
の
ほ
原
拠
に
引
ず
ら
れ
た
の
で
あ
る

と
同
じ
や
う
に
、
後
半
i
変
し
て
活
劇
が
多
く
武
張
っ
た
作
風
に
な

っ
た
の
も
水
滴
伝
に
負
ふ
所
が
多
大
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
へ
て
も
羞

麦
へ
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

享
保
五
年
「
心
中
天
の
網
島
」
上
演
に
醗
す
る
諸
事
賓

浅
　
　
　
野

達
　
　
　
三

今
日
も
文
楽
や
歌
舞
伎
で
麗
々
上
演
さ
れ
る
「
心
中
天
の
網
島
」
は
享
保
五

年
慶
子
（
一
七
二
〇
）
十
二
月
六
日
、
大
阪
道
頓
堀
竹
本
座
で
そ
の
幕
を
開
い

た
。
時
に
作
者
近
松
門
左
衛
門
六
十
八
才
と
弥
さ
れ
て
い
る
。
「
紙
治
」
　
「
河

庄
」
と
し
て
知
ら
れ
る
本
曲
は
、
そ
の
後
「
双
扇
長
柄
松
」
、
「
中
元
囁
掛
鯛
」
、

「
置
土
霞
今
綴
上
布
」
と
諸
種
の
改
作
を
持
ち
、
安
永
七
年
に
至
っ
て
単
二
の

「
心
中
紙
屋
治
兵
衛
」
が
北
の
新
地
西
の
芝
居
に
掛
っ
た
。
そ
の
後
志
作
は
繰

返
し
各
小
屋
で
上
演
さ
れ
、
途
中
で
増
補
版
「
時
雨
の
娃
燵
」
の
出
現
も
あ
っ

て
、
近
世
邦
楽
年
表
の
記
す
と
こ
ろ
で
も
合
計
三
十
六
回
の
多
き
に
上
っ
て
い

る
。
些
着
実
は
本
作
が
非
凡
な
価
値
の
あ
る
も
の
で
登
り
、
特
に
原
曲
の
薄
怨

の
妙
、
藤
戌
の
巧
み
、
文
章
寵
句
の
流
麗
を
如
実
に
語
る
も
の
で
あ
り
、
ま
し

て
今
日
の
上
演
が
殆
ん
ど
巣
林
子
原
典
を
重
視
し
て
い
る
薯
を
考
え
る
時
、
享

保
五
年
の
最
初
の
上
演
の
際
の
薯
情
を
充
分
明
白
に
し
て
置
く
薯
の
必
要
性
が

痛
感
さ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
「
天
の
網
島
」
の
周
辺
に
あ
る
諸
事
実
を
調
査
し

た
も
の
だ
が
、
勿
論
末
だ
他
に
多
く
の
記
薯
が
保
存
さ
れ
て
い
る
尊
と
思
わ
れ

る
の
で
欠
け
た
点
は
今
後
充
実
す
る
様
努
力
し
慶
い
。

享
保
五
年
「
心
中
天
の
網
島
」
上
演
に
関
す
る
諸
事
実

最
初
は
各
署
に
記
さ
れ
て
い
る
上
演
の
華
美
で
あ
る
。

外
題
年
鑑
の
当
流
竹
本
筑
後
塚
の
部
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

掛
兵
篠
心
南
天
網
島
　
同
年
十
二
月
六
日

同
　
　
上

文
大
天
文
館
座

此
処
で
同
年
七
は
享
保
五
年
英
子
の
こ
と
で
あ
り
、
同
上
と
は
作
者
近
松
門

左
衛
門
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
外
題
年
鑑
は
宝
暦
版
・
明
和
版
・
安
永
版
．
寛

政
版
と
四
彊
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
寛
政
版
の
み
に
こ
の
同
上
の
文
字
が
あ
っ
て

他
に
は
見
当
ら
な
い
。

叉
、
古
今
外
題
年
代
記
の
同
様
個
所
に
は

黙
雷
中
天
網
島

同
年
十
二
月
六
日
　
文
太
夫
又
出
座

と
あ
り
、
更
に
声
輯
類
纂
巻
之
二
竹
本
塵
浄
瑠
璃
外
題
の
部
分
に
は

外
題
年
鑑
を
蝶
積
し
て
こ
ゝ
に
記
霊
外
題
の
下
に
月
を
記
す
は
興
行
の

八
五


