
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
自
己
の
主
張
が
必
ず
し
も
真
に
近
代
的
な

理
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
前
述
の
内

面
的
な
矛
盾
葛
藤
煩
悶
に
お
け
る
人
間
そ
の
も
の
の
追
求
の
欠
除
を
も
た
ら
し

た
人
間
凝
視
の
不
十
分
さ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
の
矛
盾
や
煩

悶
の
姿
勢
が
、
た
と
え
南
翠
自
身
の
具
体
的
な
体
験
に
立
脚
し
な
い
と
し
て
も
ヾ

自
己
凝
視
の
上
に
得
ら
れ
た
近
代
的
人
間
形
成
の
苦
悶
に
技
影
せ
し
め
た
な
ら

ば
ま
た
形
象
化
し
得
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
所
詮
、
当
時
の
啓
蒙

家
の
常
と
し
て
、
ま
だ
現
実
と
の
闘
い
の
上
に
、
勝
目
を
持
っ
て
い
る
と
信
じ

て
い
た
楽
観
的
風
貌
に
は
、
自
己
凝
視
よ
り
自
己
否
定
へ
通
ず
る
道
は
遠
い
も

の
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
真
の
近
代
的
人
間
の
誕
生
は
の
ぞ
む
べ
く
も

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

八

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
楽
観
的
な
啓
蒙
的
情
熱
の
も
つ
ロ
マ
ン
性
が
、
よ
う

や
く
旧
套
の
戯
作
的
方
法
を
脱
し
て
、
現
実
的
な
人
生
へ
の
注
目
と
、
新
旧
思

想
調
和
の
方
向
を
見
せ
た
過
渡
的
作
品
と
し
て
、
「
雛
黄
酸
」
一
篤
は
、
彼
の

作
品
と
し
て
も
、
ま
た
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
も
優
れ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

当
時
、
文
壇
の
一
方
の
雄
と
し
て
饗
庭
箕
村
が
あ
っ
た
。
彼
も
そ
の
楽
観
的

な
啓
蒙
的
情
熱
に
ま
か
せ
て
、
こ
の
種
の
小
説
を
書
い
て
い
る
が
、
共
に
実
利

主
義
的
な
い
し
は
折
衷
的
な
便
宜
主
義
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
真
の
近
代
を
の

ぞ
む
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
、
現
実
と
の
接
触
を
失
っ
て
ゆ
く
硯
友
社
文
学
の

拾
頭
期
に
、
よ
く
美
大
生
と
の
関
わ
り
を
保
っ
た
も
の
と
し
て
、
黙
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
六
・
五
・
一
〇
）

堤
中
納
言
物
語
「
こ
の
つ
い
で
」
の
典
拠
に
つ
い
て土

　

岐

　

武

　

治

一

わ
が
国
の
古
典
物
語
中
に
は
、
三
つ
の
事
件
・
三
種
の
人
物
・
三
階
級
の
身

分
と
か
、
或
は
一
作
品
の
構
穀
を
三
つ
の
素
材
か
ら
取
扱
ふ
と
か
、
と
に
か
く
、

結
構
上
三
様
か
ら
組
立
て
ら
れ
る
む
の
が
頗
る
多
い
。
例
へ
は
、
物
語
の
祖
と

い
ほ
れ
る
竹
取
物
語
は
、
竹
取
翁
藷
・
婁
争
ひ
説
話
・
羽
衣
伝
説
と
か
ら
で
あ

る
し
、
源
氏
物
語
高
木
の
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
は
、
三
つ
の
体
験
談
か
ら
な
り
、

ま
た
落
窪
物
語
の
継
子
い
ぢ
め
の
説
話
も
、
第
一
・
第
二
・
第
三
と
い
ふ
三
部

か
ら
成
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
：
」
れ
ら
は
、
そ
の
一
考
証
に
過
き
ぬ
が
、
堤

中
納
言
物
語
十
簾
中
の
「
こ
の
つ
い
で
」
も
、
次
に
解
説
す
る
通
り
、
第
一

話
・
第
二
話
・
第
三
話
と
い
ふ
三
つ
の
見
開
談
か
ら
成
り
立
つ
短
篇
物
語
で
あ

る
。
後
段
に
詳
述
す
る
通
り
、
こ
れ
ら
三
様
の
小
話
配
置
の
構
段
は
、
源
氏
物

語
、
喬
木
の
巻
の
冒
頭
に
見
え
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
三
体
験
談
の
趣
向
を

摸
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
o
こ
の
点
に
つ
i
い
て
は
、
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
十
五

年
七
月
号
所
載
、
「
こ
の
つ
い
で
」
と
題
す
る
倉
野
憲
司
博
士
の
論
文
や
小
著

「
堤
中
納
言
物
語
薪
解
」
中
の
当
該
篤
の
品
評
欄
に
も
一
応
指
摘
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
後
更
に
両
者
の
関
係
を
種
々
検
討
す
れ
ば
、
従
来
の
実
証
の

内
容
に
末
だ
不
十
分
と
思
は
れ
る
諸
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
以
下
両

堤
中
納
言
物
語
「
こ
の
つ
い
で
」
の
典
拠
に
つ
い
て

者
の
交
渉
関
係
に
つ
い
て
、
弦
に
改
め
て
私
見
を
開
陳
す
る
こ
と
に
す
る
。
い

ま
「
雨
夜
の
品
定
め
」
と
「
こ
の
つ
い
で
」
と
の
構
想
に
於
け
る
物
語
の
基
本

的
な
個
所
を
指
摘
し
て
み
る
と
次
の
や
う
に
な
る
。

そ
の
第
一
と
し
て
、
二
者
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
の
一
文
に
、

○
な
が
雨
晴
間
な
き
頃
、
内
裏
の
御
物
忌
さ
し
続
き
て
、
い
と
ゞ
長
居
侍
ひ

給
ふ
を
（
源
氏
　
語
末
巻
）

○
は
る
の
も
の
と
て
な
が
め
ざ
せ
給
ふ
ひ
る
つ
か
だ
云
々
（
こ
の
つ
い
で
）

と
あ
る
通
り
、
高
木
の
巻
の
体
験
談
も
「
こ
の
つ
い
で
」
の
見
聞
談
も
、
共
に

場
面
の
時
候
は
紅
梅
の
香
る
春
雨
の
頃
と
な
つ
て
を
り
、
．
物
語
る
場
所
も
同
じ

く
宮
中
な
の
で
あ
る
。

そ
の
第
二
と
し
て
、
源
氏
物
語
、
雨
夜
の
品
定
め
に
於
け
る
三
体
験
談
の
う

ち
第
一
話
は
、
右
馬
頭
自
身
が
語
る
捕
食
ひ
の
女
・
木
棺
の
女
と
の
関
係
が
そ

れ
で
あ
り
、
第
二
話
は
、
頭
中
将
自
ら
語
る
常
夏
の
女
と
の
実
話
談
で
あ
り
、

ま
た
第
三
話
は
、
式
部
丞
自
身
が
語
る
蒜
く
ひ
の
女
と
の
関
係
と
い
ふ
や
う
に
、

経
験
談
の
体
裁
は
そ
れ
ら
三
種
の
小
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
：
し

の
や
う
な
配
列
の
趨
向
に
対
し
「
こ
の
つ
い
で
」
の
第
一
話
は
、
或
る
貴
公
子

と
身
分
の
あ
る
女
と
の
間
に
出
来
た
稚
子
を
中
に
し
て
の
情
話
を
語
る
中
将
の

見
聞
談
で
あ
っ
て
、
第
二
話
は
、
中
納
言
が
昨
年
の
秋
に
、
清
水
寺
で
世
を
厭

九



ふ
女
性
を
障
子
越
し
に
覗
い
た
と
い
ふ
追
憶
談
で
あ
り
、
ま
た
第
三
話
は
、
嘗

て
少
将
君
が
伯
母
の
勤
行
す
る
東
山
辺
の
お
寺
に
詣
で
た
時
、
其
処
で
尼
に
な

ら
う
と
す
る
女
の
状
況
を
窺
見
し
た
場
面
の
追
憶
談
と
い
ふ
風
に
な
っ
て
ゐ
る
。

こ
の
や
う
な
三
つ
の
見
聞
談
を
一
つ
の
物
語
に
収
め
た
も
の
が
、
即
ち
「
こ
の

つ
い
で
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
か
れ
と
こ
れ
と
に
見
え
る
そ
れ
ぞ

れ
の
小
話
は
と
も
に
並
列
的
な
三
様
．
の
配
列
に
仕
組
ま
れ
て
ゐ
る
。

次
に
、
右
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
と
「
こ
の
つ
い
で
」
の
登
場
人
物
を
比
較

し
て
み
る
と
、
「
雨
夜
の
品
定
ぬ
」
で
は
、
光
源
氏
・
頭
中
将
・
右
馬
頭
・
式

部
丞
な
ど
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
「
こ
の
つ
い
で
」
の
場
合
で
も
、
そ
れ
と
全
く

同
様
に
中
宮
・
宰
相
中
将
・
中
将
の
君
・
少
将
の
君
と
な
っ
て
両
者
は
全
く
同

人
数
で
、
し
か
も
前
者
で
は
源
氏
君
を
、
後
者
で
は
中
宮
を
除
い
て
、
一
人
一
話

題
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
右
の
場
合
「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
は
、
若

い
そ
れ
ら
の
男
性
た
ち
が
一
貫
し
た
女
性
品
評
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
面
が
統
一

さ
れ
る
の
に
比
べ
、
「
こ
の
つ
い
で
」
で
は
、
人
生
を
掘
り
下
げ
て
行
く
作
意

も
な
く
、
単
に
各
小
話
の
共
通
す
る
気
分
や
情
緒
に
よ
っ
て
、
三
様
の
見
聞
談

の
統
一
を
睨
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
こ
の
つ
い
で
」
の
作
者
は
、

文
格
に
も
そ
の
効
果
を
計
っ
て
、
第
一
話
の
恋
愛
、
第
二
話
の
厭
世
、
第
三
話

の
出
家
と
い
ふ
そ
れ
ぞ
れ
の
小
話
に
は
、

○
こ
だ
に
か
く
あ
く
か
れ
い
て
ば
た
き
も
の
ゝ
ひ
と
り
や
い
と
ゞ
お
も
ひ
こ

が
れ
む
（
第
一
話
）

○
い
と
ふ
み
は
つ
れ
な
き
も
の
を
う
き
こ
と
を
あ
ら
し
に
ら
れ
る
こ
の
は
な

〆
　
り
け
り
（
第
二
話
）

○
お
ぽ
っ
か
な
う
き
よ
そ
む
く
は
た
れ
と
た
に
し
ら
ぬ
な
が
ら
も
ぬ
る
ゝ
そ

で
か
な
（
第
三
話
）

一
〇

と
詠
ん
だ
和
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
一
首
づ
つ
配
置
し
て
、
該
小
話
の
格
致
に
歌
物
語

的
色
彩
を
添
へ
、
し
か
も
第
一
話
の
背
景
に
は
春
雨
、
燻
物
の
香
り
、
第
二
話

に
は
嵐
に
散
る
落
葉
の
時
候
、
第
三
話
に
は
美
女
の
落
飾
を
惜
し
む
雰
囲
気
を

渡
へ
さ
せ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
「
こ
の
つ
い
で
」
に
於
げ
ろ
物
語
の
基
本
的
な
要

素
は
、
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
そ
れ
を
模
倣
し
な
が
ら
も
、
右
に
解
説
す
る
如

き
新
意
匠
を
施
す
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
文
学
創
意
が
窺
は
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二

「
こ
の
つ
い
で
」
の
発
端
と
源
氏
物
語
、
梅
枝
の
巻
の
冒
頭
個
所
と
の
交
渉

に
つ
い
て
は
、
村
上
忠
順
（
一
八
一
三
－
一
八
八
三
）
自
筆
本
の
端
書
、
伴
直
方

（
一
八
四
二
毅
）
の
夏
山
雑
山
所
収
「
薫
物
を
か
ぐ
と
い
ふ
こ
と
」
を
は
じ
め
、

前
記
す
る
倉
野
憲
司
博
士
の
論
文
車
に
も
、
種
々
卓
説
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
考
証
中
に
は
末
だ
不
充
分
な
向
き
も
多
々
見
受
け
ら
れ
る

の
で
、
次
に
、
私
は
右
に
示
す
両
者
の
影
響
関
係
を
具
象
的
に
指
摘
し
、
種
々

論
証
す
る
こ
と
に
す
る
。

源
氏
物
語
、
梅
枝
の
巻
の
冒
頭
の
内
容
に
つ
い
て
略
述
す
れ
ば
、
正
月
の
晦
日

頃
か
ら
六
条
院
で
は
、
明
石
姫
君
の
裳
着
の
準
備
に
、
薫
物
合
の
秘
法
を
互
に

競
ひ
合
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
或
る
日
、
螢
兵
部
卿
宮
が
お
出
で
に
な
っ
て
、
源

氏
君
と
四
方
山
の
話
が
交
は
さ
れ
る
と
い
ふ
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

行
文
の
必
要
上
こ
の
荒
筋
の
一
節
の
原
文
を
登
載
す
れ
ば
次
の
通
り
に
な
る
o
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二
月
の
十
日
、
雨
す
こ
し
ぶ
り
て
、
御
前
近
さ
紅
梅
さ
か
り
に
、
色
も
香
も

B

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

，

i

i

．

r

i

l

似
る
も
の
な
き
程
に
、
兵
部
卿
の
官
渡
り
絵
へ
り
。
御
い
そ
ぎ
の
今
日
明
日

に
な
り
に
け
る
こ
と
と
、
と
ぷ
ら
ひ
聞
え
絵
ふ
。
昔
よ
り
取
り
わ
き
た
る
御

中
な
れ
ば
、
隔
な
く
そ
の
事
か
の
事
と
な
く
聞
え
合
せ
給
ひ
て
、
花
を
め
で

蜜
　
』
喜
一
‘
評
言
～
）
倉
　
茂

つ
つ
お
は
す
る
ほ
ど
に
、
前
斉
院
よ
り
と
て
、
散
り
過
ぎ
た
る
梅
の
枝
に
つ

け
た
る
御
文
も
て
け
り
。
宮
、
聞
し
召
す
雷
も
奉
れ
ば
、
「
い
か
な
る
御
消

息
の
す
1
み
参
れ
る
に
か
」
と
て
、
を
か
し
と
思
し
た
れ
は
、
ほ
1
笑
み
て
、

「
い
と
馴
れ
馴
れ
し
き
こ
と
聞
え
つ
け
た
り
し
を
、
ま
め
や
か
に
急
ぎ
も
の

し
給
へ
る
な
め
。
」
と
て
、
御
文
は
引
き
隠
し
絵
ひ
っ
。
汝
の
箱
に
、
瑠
璃

の
空
っ
す
ゑ
て
、
お
は
ぎ
に
ま
ろ
が
し
っ
つ
入
れ
給
へ
り
。
心
葉
、
紺
瑠

璃
に
は
五
葉
の
枝
、
白
き
に
は
梅
を
選
り
て
、
同
じ
く
ひ
き
結
び
た
る
総
の

き
ま
も
、
な
よ
ぴ
か
に
な
ま
め
か
し
う
そ
し
給
へ
る
。

こ
の
や
ぅ
な
雰
囲
気
の
中
で
、
兵
部
卿
の
官
は
隔
な
く
源
氏
君
と
談
笑
し
て
ゐ

る
と
、
そ
こ
に
朝
顔
斎
院
か
ら
梅
の
枝
に
御
文
を
結
び
付
け
て
持
っ
て
参
る
こ

と
に
な
る
。
源
氏
も
ま
た
香
の
調
合
を
頼
ん
で
あ
る
方
々
に
、
「
今
日
の
雨
湿

り
を
幸
に
今
晩
た
め
し
喜
う
」
と
言
ほ
れ
て
使
を
出
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の

一
文
に
、
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．
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ま
せ
給
ひ
し
だ
さ
も
の
、
今
日
の
つ

と
て
：
え
な
ら
ぬ
え
た
に
し
ろ
が
ね
の
つ
ぼ
二
つ
つ
け
た
ま
へ
り
。
中
納
言

の
き
み
、
御
ち
ょ
う
の
う
ち
に
ま
ゐ
ら
せ
給
ひ
て
、
御
ひ
と
り
あ
ま
た
し
て
、

わ
か
き
人
〈
や
が
て
心
み
き
せ
給
ひ
て
、
す
こ
し
き
し
の
ぞ
か
せ
給
ひ
て
、

御
ち
ょ
う
の
そ
ば
の
お
ま
し
に
か
た
ほ
ら
ふ
き
せ
給
へ
り
：
」
う
は
い
の
を

り
物
の
御
ぞ
に
、
た
ゞ
な
は
。
た
る
御
ぐ
し
の
す
そ
ば
か
り
み
え
た
る
に
、

こ
れ
か
れ
そ
こ
は
か
と
な
き
も
の
が
た
り
の
し
の
び
や
か
に
し
て
、
し
ば
し

侯
ひ
給
ふ
。

中
将
の
き
み
、

「
こ
の
御
ひ
と
り
の

つ
い
で
に

人
の

日
朝
寸
同
寸
可
1
轡
利
剣
封
矧
工
川
副
」
勘
軸
制
御
便
し
て
、
「
こ

の
夕
馨
の
し
め
り
に
こ
こ
ろ
み
む
」
と
聞
え
給
へ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
を
か
し

う
し
な
し
て
奉
れ
給
へ
り
。
「
こ
れ
お
か
せ
給
へ
。
誰
に
か
見
せ
む
」
と
聞

え
給
ひ
て
、
御
火
取
ど
も
召
し
て
こ
こ
ろ
み
さ
せ
給
ふ
。

と
あ
る
。
源
氏
君
は
薬
物
合
を
し
ょ
ぅ
と
な
さ
れ
、
か
ね
て
用
意
の
香
を
掘
ら

せ
る
の
′
で
あ
る
二
万
「
こ
の
つ
い
で
」
の
冒
頭
文
は
、
次
の
や
ぅ
に
な
っ
て

ゐる。は
る
の
も
の
と

め
さ
せ
給
ふ
ひ
る

つ
か
だ
、

た
い
は
ん
所
な
る
大
人

れ
い
の
御
に
は
ひ
い
と
し
る
く
」
な

ど
い
ふ
ほ
ど
に
つ
い
ゐ
給
ひ
て
、
「
夜
べ
よ
り
と
の
に
き
ぶ
ら
ひ
し
ほ
ど
に
、

や
が
て
御
つ
か
ひ
に
な
ん
。
ひ
ん
が
し
の
た
い
の
こ
う
ほ
い
の
し
た
に
う
づ

堤
中
納
言
物
語
「
こ
の
つ
い
で
」
の
典
拠
に
つ
い
て

か
た
り
し
喜
こ
そ
お
も
ひ
い
で
ら
れ
侍
れ
。
」
と
の
給
へ
ば
、
お
と
な
だ
つ

さ
い
相
の
き
み
「
な
に
事
に
か
侍
ら
ん
、
つ
れ
ぐ
に
お
ぼ
し
め
さ
れ
て
侍

る
に
、
申
さ
せ
給
へ
」
と
そ
1
の
か
せ
ば
、
「
さ
ら
ば
つ
い
た
ま
は
ん
と
す

こ
れ
ら
二
作
品
に
伝
へ
る
二
様
の
横
越
を
比
較
対
照
す
る
に
、
先
づ
梅
枝
の
巻

で
は
、
「
香
ど
も
は
昔
今
の
取
り
並
べ
さ
せ
給
ひ
て
、
御
方
々
に
配
り
奉
ら
せ
給

ふ
÷
「
か
た
み
に
挑
み
合
は
せ
給
ふ
ほ
ど
÷
「
い
づ
方
に
も
御
前
に
侍
ふ
人
あ

ま
た
な
ら
ず
。
御
調
虔
ど
も
も
、
そ
こ
ら
の
濡
ら
を
尽
し
給
へ
る
中
に
も
」
な
ど

と
、
六
条
院
で
は
薫
物
合
の
秘
法
を
競
っ
て
を
り
、
ま
た
源
氏
君
に
つ
い
て
も

「
大
臣
は
浸
殿
に
離
れ
お
は
し
ま
し
て
承
和
の
い
ま
し
め
の
二
つ
／
の
法
を
、
い

か
で
か
御
車
に
は
伝
へ
給
ひ
け
む
心
に
し
め
て
合
は
せ
給
ふ
」
と
あ
っ
て
、
源

氏
は
独
り
寝
殿
に
離
れ
て
一
心
に
調
合
し
て
を
ら
れ
る
o
と
こ
ろ
で
「
こ
の
つ

い
で
」
の
右
の
当
該
場
面
で
も
、
「
御
ひ
と
。
あ
ま
た
し
て
、
わ
か
き
人
、
〈

や
が
て
心
み
さ
蒜
ひ
て
」
な
ど
と
あ
り
、
中
宮
は
香
煙
な
ど
沢
山
用
意
さ
れ
、

若
い
女
房
遺
草
速
試
み
さ
せ
る
。
中
宮
に
つ
い
て
も
「
す
こ
し
き
し
の
ぞ
か

一
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せ
給
ひ
て
、
御
ち
よ
う
の
そ
ば
の
お
ま
し
に
か
た
ほ
ら
ふ
き
せ
給
へ
り
。
」
　
と

あ
っ
て
、
中
宮
御
自
身
も
お
覗
き
に
な
ら
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
ゐ
る

の
で
、
前
に
掲
載
す
る
梅
枝
の
巻
と
「
こ
の
つ
い
で
」
篤
の
文
面
の
も
つ
事
象

の
趣
は
勿
論
の
こ
と
、
文
辞
の
技
法
に
至
る
ま
で
、
誠
に
似
通
ふ
こ
と
に
な
る
。

殊
に
右
の
場
合
両
作
品
に
見
え
る
季
節
は
、
「
二
月
の
十
日
、
雨
す
こ
し
ふ
り

て
、
御
前
近
き
紅
梅
さ
か
り
に
云
々
（
栴
枝
巻
）
」
に
対
し
「
は
る
の
も
の
と
て

な
が
め
ざ
せ
給
ふ
ひ
る
つ
か
た
…
：
紅
梅
の
し
た
に
う
づ
ま
せ
給
ふ
。
（
こ
の

っ
い
で
）
」
と
あ
る
。
紅
梅
が
匂
ひ
、
春
雨
が
静
か
に
降
る
構
想
上
の
共
通
し

た
背
景
の
中
で
、
こ
れ
ら
両
様
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て
行
く
や
う
に
配
備
さ
せ

て
ゐ
る
。

格
技
の
巻
で
は
、
こ
の
場
面
中
に
源
氏
の
弟
に
当
る
螢
兵
部
卿
富
が
、
「
御
い

そ
ぎ
の
今
日
明
日
に
な
り
け
る
（
明
石
姫
君
の
御
裳
着
の
祝
が
今
日
明
日
に
迫

っ
て
、
さ
ぞ
か
し
御
多
忙
で
せ
う
。
）
」
と
い
っ
て
来
訪
さ
れ
る
個
所
が
見
え
る
。

こ
れ
が
丁
度
、
「
こ
の
つ
い
で
」
の
右
の
場
面
に
も
、
宮
中
で
焼
物
合
を
試
み

る
と
こ
ろ
に
、
中
宮
の
兄
弟
と
思
は
れ
る
宰
相
中
将
が
、
「
夜
べ
よ
り
殿
に
さ

ぶ
ら
ひ
し
ほ
ど
に
、
や
が
て
御
つ
か
び
に
な
ん
云
々
。
」
と
い
っ
て
参
上
す
る

部
分
が
あ
る
。
ま
た
梅
枝
の
巻
に
「
梅
の
枝
に
つ
け
た
る
御
文
も
て
参
れ
り
…

…
泥
の
箱
に
瑠
璃
の
杯
二
つ
す
ゑ
て
、
大
き
に
ま
ろ
が
し
っ
ゝ
入
れ
給
へ
り
。
」

と
あ
っ
て
、
前
斎
院
か
ら
源
氏
の
と
こ
ろ
に
梅
が
枝
の
御
文
を
届
け
ら
れ
る
の

に
対
し
、
「
こ
の
つ
い
で
」
で
は
、
「
え
な
ら
ぬ
え
だ
（
紅
明
）
に
し
ろ
が
ね

の
つ
ぼ
二
つ
つ
け
給
へ
り
。
」
と
伝
へ
、
宰
相
中
将
が
中
宮
へ
そ
の
枝
を
持
っ

て
上
る
と
い
ぶ
具
合
に
、
こ
の
場
合
も
両
署
は
相
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
や
う
に
、
梅
枝
の
巻
と
「
こ
の
つ
い
で
」
篤
と
の
発
端
を
比
較
し
て
く

る
時
、
こ
れ
ら
の
趣
向
は
如
何
に
酷
似
す
る
か
は
、
容
易
に
納
得
さ
れ
る
ば
か
り

一
二

で
な
く
、
上
我
の
文
章
面
に
於
い
て
も
、
傍
線
A
と
舟
、
B
と
宵
、
C
と
C
、

D
と
げ
ど
も
の
詞
辞
の
類
語
を
も
数
多
く
持
っ
て
ゐ
る
。
更
に
ま
た
「
上
は
東

の
中
に
放
出
に
、
御
し
っ
ち
び
殊
に
漂
う
し
な
さ
せ
給
ひ
て
云
々
（
梅
枝
巻
）
」

と
い
ふ
紫
上
の
動
作
と
、
中
宮
が
「
す
こ
し
の
ぞ
か
せ
給
ひ
て
御
ち
よ
う
の
そ

ば
の
お
ま
し
に
か
た
ほ
ら
ふ
き
せ
絵
へ
り
。
（
こ
の
つ
い
で
）
」
と
な
さ
る
態
度

と
も
そ
の
起
き
は
精
々
似
通
っ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

梅
枝
の
巻
に
見
え
る
右
の
「
二
月
の
十
日
云
々
」
と
あ
る
例
文
の
後
段
に

き
て
こ
の
つ
い
で
に
、
御
方
々
の
合
は
せ
給
ふ
ど
も
、
お
の
お
の
御
使
し
て
、

「
こ
の
夕
幕
の
し
め
り
に
試
み
む
」
　
と
闇
へ
給
へ
ば
、
様
々
を
か
し
う
し
な

し
て
奉
れ
給
へ
り
。
「
こ
れ
判
か
せ
給
へ
。
誰
に
か
見
せ
む
」
　
と
聞
え
給
ひ

て
、
御
火
取
ど
も
召
し
て
試
み
さ
せ
給
ふ
。

と
見
え
る
。
こ
の
個
所
は
、
源
氏
君
が
香
の
調
合
を
以
前
か
ら
依
頼
す
る
方
々

の
処
に
、
燻
物
合
の
案
内
を
遺
ひ
す
る
一
節
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
丁
度
、
「
こ

の
つ
い
で
」
の
冒
頭
に
も
「
…
‥
や
が
て
御
つ
か
び
に
な
ん
、
ひ
ん
が
し
の
た

い
の
こ
う
は
い
の
し
た
に
う
づ
ま
せ
給
ひ
し
だ
さ
も
の
、
今
日
の
つ
れ
・
・
ぐ
に

心
み
き
せ
給
ふ
と
て
な
ん
」
と
あ
っ
て
、
中
宮
か
ら
宰
相
中
将
が
燻
物
合
の
御

遺
ひ
を
頂
く
こ
の
手
法
は
、
問
題
の
感
を
抱
か
せ
る
程
似
通
っ
て
ゐ
る
。
し
か

も
こ
の
場
合
、
「
こ
の
夕
幕
の
し
め
り
に
試
み
む
（
梅
枝
巻
）
」
と
「
今
日
の
つ

れ
ぐ
に
（
こ
の
つ
い
で
）
」
と
、
「
さ
て
こ
の
つ
い
で
に
御
方
々
の
合
は
せ
給
ふ

ど
も
お
の
お
の
御
使
し
て
（
梅
枝
巻
）
」
と
「
こ
の
御
ひ
と
り
の
つ
い
で
に
あ
は

れ
と
思
ひ
て
」
と
見
え
る
上
載
相
互
の
語
句
な
ど
も
、
ま
た
頗
る
近
似
す
る
こ

と
に
な
る
た
ら
う
。

次
に
、
右
に
も
掲
載
す
る
梅
枝
巻
に
、

二
月
の
十
日
雨
す
こ
し
ぶ
り
て
、
御
前
近
き
紅
梅
さ
か
り
に
、
色
も
香
も
似

る
も
の
な
き
程
に
、
兵
部
卿
の
宮
渡
し
給
へ
り
。

と
伝
へ
れ
ば
、
同
じ
く
「
こ
の
つ
い
で
」
篤
に
も

は
る
の
も
の
と
て
な
が
め
ざ
せ
給
ふ
ひ
る
つ
か
た
、
た
い
は
ん
所
な
る
人

ぐ
・
「
宰
相
中
将
こ
そ
ま
い
り
給
ふ
な
れ
。
れ
い
の
御
に
は
ひ
い
と
し
る
く
」

な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
、
つ
い
ゐ
給
ひ
て
云
々
。

と
見
え
る
。
つ
ま
り
、
梅
枝
の
巻
の
こ
の
部
分
は
、
六
条
院
の
軒
端
の
紅
梅
は
、

雨
に
濡
れ
な
が
ら
も
今
を
盛
り
の
色
香
を
漂
は
ぜ
、
そ
こ
へ
兵
藤
卿
の
宮
は
源

氏
を
訪
ね
て
来
ら
れ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
構
趣
に
対
し
、
上
例

の
「
こ
の
つ
い
で
」
篤
で
も
、
そ
ぼ
降
る
春
雨
を
中
宮
は
物
思
は
し
げ
に
見
入

っ
て
お
い
で
に
な
る
昼
近
い
頃
、
台
盤
所
の
女
房
達
は
、
「
参
議
中
将
が
お
出

で
に
な
っ
た
ら
し
い
。
例
の
御
召
物
に
燻
い
た
句
が
大
層
は
っ
き
り
し
て
ゐ
ま

す
。
」
な
ど
と
い
っ
て
ゐ
る
中
に
、
中
将
は
申
納
言
の
前
に
現
ほ
れ
る
と
い
ぶ

筆
法
で
あ
る
o
こ
の
や
う
に
彼
と
此
と
の
物
語
機
構
上
の
類
似
は
勿
論
の
こ
と
、

詞
辞
上
、
例
へ
は
「
雨
す
こ
し
ふ
り
て
（
梅
枝
巻
）
」
と
「
は
る
の
も
の
と
て
な

が
め
ざ
せ
給
ふ
（
こ
の
こ
い
で
）
」
、
「
紅
梅
さ
か
り
に
色
も
香
も
似
る
も
の
な
き

程
に
（
梅
枝
巻
）
」
と
「
れ
い
の
御
に
は
ひ
い
と
し
ろ
く
（
こ
の
つ
い
で
）
」
、
「
兵
部

卿
の
宮
渡
り
給
へ
り
（
梅
枝
巻
）
」
と
「
宰
相
中
将
こ
そ
ま
い
り
給
ふ
な
れ
（
こ

の
こ
い
で
）
」
な
ど
の
類
語
も
数
多
く
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
「
こ

の
つ
い
で
」
篤
で
は
、
冒
頭
に
「
こ
の
御
ひ
と
り
の
つ
い
で
に
云
々
」
と
伝
へ

る
通
り
、
薫
物
合
の
つ
い
で
に
上
記
三
見
聞
談
が
次
々
と
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、

梅
枝
の
巻
に
於
い
て
も
、
燻
物
合
の
つ
い
で
に
「
お
は
み
き
な
ど
参
り
給
ひ
て
、

昔
物
語
な
ど
し
給
ふ
」
と
あ
り
、
薫
物
合
の
つ
い
で
に
、
源
氏
君
を
中
心
に
集

る
方
々
は
昔
の
物
語
で
輿
に
入
る
と
い
ふ
や
う
に
両
者
は
共
に
同
巧
の
手
法
と

な
っ
て
ゐ
る
。

堤
中
納
言
物
語
「
こ
の
つ
い
で
」
の
典
拠
に
つ
い
て

以
上
論
証
す
る
諸
条
件
を
綜
合
し
て
来
る
時
、
堤
中
納
言
物
語
の
一
簾
を
な

す
「
こ
の
つ
い
で
」
の
冒
頭
は
、
源
氏
物
語
、
梅
枝
の
巻
の
発
端
の
直
接
影
響
に

よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
臆
断
し
て
も
、
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

三

三
小
話
か
ら
成
る
「
こ
の
つ
か
で
」
篇
第
一
話
の
筋
書
き
を
解
説
す
れ
ば
、

即
ち
、
或
る
女
の
許
に
忍
ん
で
通
ふ
男
が
あ
っ
て
、
二
人
の
間
に
は
可
愛
い
子

供
ま
で
出
来
た
間
柄
と
な
る
。
そ
こ
で
男
は
や
か
ま
し
い
妻
に
遠
慮
し
て
、
女

の
方
へ
は
絶
え
間
が
ち
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
非
常
に
子
供
が
自
分
を
慕
ふ

の
で
可
愛
ら
し
く
て
、
時
々
自
分
の
本
宅
に
連
れ
出
す
な
ど
し
て
ゐ
た
。
あ
る

時
、
男
は
久
し
振
り
に
例
の
女
の
所
に
立
寄
っ
て
、
子
供
の
頭
を
撫
で
る
な
ど

し
て
、
可
愛
が
る
の
で
あ
る
が
、
急
に
徐
餞
な
い
用
事
が
あ
っ
て
帰
ら
う
と
す

る
と
、
子
供
は
後
を
慕
ふ
の
で
、
仕
方
な
く
そ
の
子
を
抱
い
て
出
よ
う
と
す
る
。

女
は
ひ
ど
く
淋
し
さ
う
に
見
送
り
な
が
ら
前
に
あ
る
火
取
（
独
り
）
を
手
な
ぐ

き
み
に
し
て
、
歌
一
首
を
口
ず
さ
む
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
聞
く
男
ほ
い
ぢ
ら

し
く
思
ひ
、
子
供
を
返
し
て
そ
の
ま
ま
女
の
と
こ
ろ
に
留
ま
る
と
い
ふ
話
に
な

っ
て
ゐ
る
。

さ
て
、
「
こ
の
つ
い
で
」
第
一
話
の
内
容
に
似
通
ふ
源
氏
物
語
、
頭
中
将
の

体
験
談
の
概
要
は
次
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
私
（
頭
中
将
）
は
、
嘗
て
あ
る

女
に
忍
び
通
っ
た
こ
と
が
あ
る
o
そ
の
女
は
、
こ
ち
ら
が
絶
え
絶
え
の
間
で
も

一
向
気
に
止
め
る
こ
と
も
な
く
、
信
じ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
間
に
子

供
が
出
来
る
や
う
に
な
る
と
、
一
層
私
を
信
ず
る
や
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が

こ
ち
ら
が
久
し
く
通
は
ぬ
間
に
、
そ
の
女
の
許
へ
嚇
し
た
の
で
、
彼
女
は
心
細

さ
の
あ
ま
り
、
稚
子
も
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
撫
子
の
花
に
一
首
の
歌
を
添
へ
、
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私
（
頭
中
将
）
　
へ
送
っ
て
よ
こ
し
た
。
た
ま
り
か
ね
た
私
（
頭
中
将
）
は
女
の

託
に
走
り
、
幼
児
は
と
も
か
く
と
し
て
、
女
の
機
嫌
を
と
る
こ
と
に
努
め
た
と

い
ふ
体
験
談
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
筋
書
を
有
す
る
二
小
話
の
内
容
を
比
較
し
て
、
そ
の
結
果
両
者

の
密
接
な
諸
点
を
指
摘
す
れ
ば
、
次
の
通
り
に
な
る
。

そ
の
第
一
は
、
両
作
品
の
登
場
人
物
は
、
共
に
男
・
忍
び
女
・
幼
児
・
正
妻

と
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
。
そ
の
第
二
は
、
男
の
本
妻
は
主
人
の
懸
想
人
に

干
渉
す
る
や
う
に
な
る
。
そ
の
第
三
は
、
こ
の
男
と
忍
び
女
と
の
間
に
子
供
が

出
来
る
。
そ
の
第
四
は
、
女
は
男
の
絶
え
間
が
ち
の
場
合
で
も
、
決
し
て
そ
れ

を
気
に
す
る
や
う
な
態
度
を
見
せ
な
い
と
い
ふ
こ
と
。
そ
の
第
五
は
、
こ
の
女

の
方
か
ら
例
の
男
へ
苦
衷
を
歌
に
托
し
て
贈
る
の
で
あ
る
。
そ
の
第
六
は
、
女

の
胸
中
を
察
し
た
男
は
、
女
の
託
に
行
っ
て
懸
命
に
可
愛
が
る
と
い
ふ
上
記
の

諸
条
件
や
そ
の
構
成
順
序
は
全
く
符
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
こ
れ
ら
両
様
の
文
章
面
に
於
け
る
語
句
上
の
類
似
点
を
吟
味
す
る
に
、

0
「
い
と
忍
び
て
見
そ
め
た
り
し
人
の
（
帯
木
巻
）
L
 
L
と
「
し
の
び
て
か
よ
ふ

人
や
有
り
け
ん
（
こ
の
つ
い
で
）
」
、
㈲
「
久
し
き
と
だ
え
を
も
か
う
た
ま
さ
か

な
る
人
と
も
思
ひ
た
ら
ず
（
喬
木
巻
）
」
と
「
た
え
ま
が
ぢ
に
て
あ
る
ほ
ど
に
お

も
ひ
も
わ
す
れ
ず
（
こ
の
つ
い
で
）
」
、
㈲
「
こ
の
見
給
ふ
る
わ
た
り
よ
り
、
清

な
く
う
た
て
あ
る
事
を
な
む
、
さ
る
便
あ
り
て
か
す
め
い
は
ぜ
た
り
け
る
（
私

の
妻
の
と
こ
ろ
か
ら
思
ひ
遣
り
な
く
擬
な
事
を
、
さ
る
べ
き
つ
い
で
に
そ
れ
と

な
く
云
ひ
や
っ
た
と
の
意
。
喬
木
巻
）
」
と
「
あ
は
れ
と
ほ
お
も
ひ
き
こ
え
な

が
ら
、
き
び
し
ぎ
か
た
つ
か
た
や
あ
り
け
ん
（
男
に
は
や
か
ま
し
い
奥
方
が
あ

っ
て
、
そ
れ
に
遠
慮
し
て
の
た
め
か
と
の
意
。
こ
の
つ
い
で
篇
）
」
な
ど
は
、

軽
々
近
似
す
る
も
の
と
思
ふ
。
殊
に
高
木
の
巻
で
の
女
か
ら
男
へ
歌
を
贈
る
場

一
四

合
に
撫
子
（
稚
児
）
の
花
を
添
へ
る
心
情
と
、
「
こ
の
つ
い
で
」
に
於
て
例
の
男

が
子
供
を
連
出
れ
さ
う
と
す
る
と
、
女
は
火
取
（
独
り
）
を
手
ま
さ
ぐ
り
し
な

が
ら
歌
を
口
吟
ん
で
、
男
へ
自
分
の
胸
中
を
暗
示
す
る
場
面
、
し
か
も
、
こ
の

求
愛
に
両
作
品
の
男
は
動
か
さ
れ
て
、
女
を
痛
は
る
と
い
ぶ
物
語
の
雰
囲
気
に

至
る
ま
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
は
全
く
同
巧
の
描
写
と
な
っ
て
ゐ
る
。

堤
中
納
言
物
語
の
一
篤
を
な
す
「
こ
の
つ
い
で
」
に
つ
い
て
、
尾
崎
雅
嘉

（
一
七
五
五
～
一
八
二
七
）
自
筆
本
の
端
書
に
、

入
江
昌
書
（
「
薫
」
ノ
誤
）
　
云
、
此
物
語
兼
輔
卿
欺
、
発
端
の
語
に
春
の
も
の

と
て
な
が
め
ざ
せ
給
ふ
ひ
る
つ
か
た
、
た
い
は
ん
所
な
る
人
々
宰
相
中
将
こ

そ
参
給
ふ
な
れ
と
云
々
、
是
兼
輔
掴
み
づ
か
ら
の
事
を
書
き
絵
へ
る
欺
。
此

次
に
云
、
此
御
火
と
り
の
つ
い
で
に
あ
は
れ
と
患
ひ
て
大
の
か
た
り
し
事
こ

そ
お
も
ひ
出
ら
れ
侍
れ
と
い
ふ
よ
り
末
十
段
ま
で
中
将
の
物
語
也
。

と
伝
へ
る
。

雑
誌
典
籍
、
第
日
十
七
冊
至
第
二
十
一
冊
所
載
拙
稿
「
十
冊
本
堤
中
納
言
物

語
と
そ
の
研
究
」
に
詳
述
す
る
通
り
、
堤
中
納
言
物
語
諸
本
中
、
同
物
語
十
簾

の
配
列
の
順
序
を
調
査
す
る
に
、
六
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
体
裁
中
、

契
沖
校
本
系
統
の
写
本
は
、
い
づ
れ
も
「
こ
の
つ
い
で
」
篤
が
最
初
に
収
め
ら

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
右
に
例
載
す
る
通
り
、
入
江
昌
薫
（
一
七
二
三
～
一
八

〇
〇
）
は
、
契
沖
校
本
系
統
の
明
静
院
本
で
あ
ら
う
、
こ
の
写
本
に
従
っ
て
「
発

端
の
語
に
春
の
も
の
と
て
云
々
」
と
い
ふ
や
う
に
い
っ
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
大
和
物
語
百
三
十
段
（
日
本
文
学
大
系
二
拠
ル
）
に
、

三
条
右
大
臣
の
女
、
堤
中
納
言
に
逢
ひ
は
じ
め
給
う
け
る
間
は
、
内
蔵
助
に

て
、
内
裏
の
殿
上
を
な
む
し
給
う
げ
ろ
。
女
は
蓬
は
む
の
心
や
な
か
り
け
む
、

心
も
ゆ
か
ず
な
む
い
ま
す
か
り
け
る
。
男
も
宮
づ
か
へ
し
給
う
け
れ
ば
、
え

灘
漉

編
．
綴
。
－
岬
売
場
－
同
調
澗
淵
明
言
高
言
高
嶺
競
闘
∵
享
年
売
高
溺
護
鶴
悌
徽
鱒
㌃
載
訴
罵
点
滴
潔
激
凝

常
に
も
い
ま
き
ざ
り
け
る
こ
ろ
、
女

薫
物
の
く
ゆ
る
心
は
あ
り
し
か
ど
ひ
と
り
は
絶
え
て
寝
ら
れ
ざ
り
け
り

か
へ
し
は
、
上
手
な
れ
ば
よ
か
り
け
め
ど
、
え
聞
か
ね
は
書
か
ず

と
見
え
る
大
和
物
語
の
兼
輔
説
話
と
、
堤
中
納
言
物
語
の
発
端
「
こ
の
つ
い
で
」

の
第
一
話
と
は
、
全
く
同
一
の
も
の
と
誤
認
し
た
の
で
あ
る
。

四

「
こ
の
つ
い
で
」
の
第
二
話
の
概
要
は
次
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。

去
年
の
秋
頃
、
清
水
寺
に
参
籠
し
た
折
に
、
私
（
中
納
言
君
）
の
傍
へ
、
ほ

ん
の
か
り
そ
め
の
屏
風
ば
か
り
を
立
て
て
し
き
つ
た
局
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
も

れ
て
く
る
燻
物
の
番
も
奥
ゆ
か
し
く
、
人
も
大
勢
で
な
い
様
子
で
、
時
々
泣
く

け
は
ひ
な
ど
し
な
が
ら
勤
行
し
て
ゐ
る
の
を
、
こ
れ
は
一
体
誰
だ
ら
う
と
耳
を

す
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
参
範
も
終
っ
て
、
明
日
帰
ら
う
と
い
ふ
夕
方
に
、
風
が

非
常
に
荒
々
し
く
吹
い
て
、
木
の
葉
は
は
ら
は
ら
と
河
瀬
の
方
へ
吹
き
乱
れ
、

色
の
濃
い
紅
葉
な
ど
は
、
局
の
前
に
隙
間
も
な
く
散
り
敷
い
て
ゐ
る
の
を
、
隣

り
の
局
と
仕
切
り
に
な
っ
て
ゐ
る
前
に
寄
っ
て
、
景
色
を
眺
め
て
ゐ
た
ら
、
大

変
忍
び
や
か
に
「
い
と
ふ
み
は
つ
れ
な
き
も
の
を
」
と
歌
を
口
吟
み
、
ま
た
「
風

の
前
な
る
」
と
の
古
歌
も
口
に
し
た
の
を
聞
き
つ
け
た
時
は
、
本
当
に
心
か
ら

気
の
毒
に
思
っ
た
が
、
や
っ
ぱ
り
直
ぐ
に
は
挨
拶
は
し
に
く
く
、
き
ま
り
も
悪

く
て
と
う
と
う
止
め
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
体
裁
に
な
っ
て
あ
る
。

さ
て
、
源
氏
物
語
、
手
習
の
巻
車
に
、
「
こ
の
つ
い
で
」
の
第
二
話
の
輪
郭

に
似
通
ふ
面
場
が
次
の
通
り
に
見
え
る
。

横
川
の
僧
都
の
妹
は
、
比
叡
の
麓
に
当
る
小
野
の
庵
に
住
ん
で
ゐ
る
。
こ
の

妹
尼
が
初
瀬
請
の
帰
途
、
宇
治
川
に
身
を
投
じ
た
浮
舟
を
救
っ
て
、
こ
の
小
野

堤
中
納
言
物
語
「
こ
の
つ
い
で
」
の
典
拠
に
つ
い
て

の
麿
に
、
今
は
亡
き
女
と
思
っ
て
大
事
に
世
話
を
す
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
は

「
思
ひ
繰
る
折
に
は
手
習
を
の
み
ぞ
だ
け
さ
事
と
は
書
き
つ
け
給
ふ
。
（
手
習

巻
）
」
　
と
の
や
う
に
暮
す
の
で
あ
る
。
か
つ
て
尼
君
の
婿
の
中
将
が
小
野
の
庵

室
を
訪
ね
た
時
に
、
「
尼
君
、
障
子
口
に
几
帳
を
だ
て
ゝ
対
面
し
給
ふ
（
手
習

巻
）
」
と
あ
り
、
尼
君
は
障
子
ロ
に
几
帳
を
立
て
て
、
そ
こ
で
中
将
に
あ
ふ
こ

と
に
な
る
。
そ
の
あ
と
、
中
将
は
侍
女
の
少
将
の
君
と
i
い
ふ
人
を
呼
ん
で
、
色

々
と
昔
の
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
少
将
へ
、

か
の
廓
の
つ
ま
入
り
つ
る
程
は
風
の
騒
が
し
か
り
つ
る
紛
れ
に
、
簾
の
隙
よ

り
、
な
べ
て
の
様
に
は
あ
る
ま
じ
か
り
つ
る
人
の
折
垂
髪
の
見
え
つ
る
は
、

世
を
背
き
給
へ
る
あ
た
り
に
、
誰
と
ぞ
な
む
見
驚
か
れ
つ
る
。

と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
あ
の
廓
の
端
を
こ
ち
ら
へ
来
る
時
、
風
が
激

し
く
吹
い
た
雅
子
に
、
簾
の
隙
か
ら
平
凡
と
は
思
ほ
れ
な
い
人
の
垂
髪
の
見
え

た
の
は
、
こ
の
草
庵
に
ど
ん
な
方
が
ゐ
る
の
だ
ら
う
と
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
中

将
は
、
待
っ
て
ゐ
た
秋
雨
も
零
れ
、
日
も
暮
れ
さ
う
に
な
っ
た
の
で
、
横
川
に

出
駈
け
よ
う
と
な
さ
る
。
そ
の
際
尼
君
と
浮
舟
と
の
忍
び
話
が
交
は
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
浮
舟
は
尼
へ

隔
て
聞
ゆ
る
心
は
侍
ら
ね
ど
、
怪
し
く
て
生
き
返
り
け
る
程
に
、
よ
ろ
づ
の

専
夢
の
や
う
に
た
ど
ら
れ
て
、
あ
ら
ぬ
世
に
生
ま
れ
た
ら
む
人
は
、
か
ゝ
る

心
地
や
す
ら
む
と
覚
え
侍
れ
ば
、
今
は
知
る
べ
き
人
、
世
に
あ
ら
i
む
と
も
思

ひ
出
で
ず
。
ひ
た
道
に
こ
そ
睦
ま
し
く
思
ひ
聞
ゆ
れ
、

と
い
ふ
描
写
が
そ
れ
に
当
る
。
い
ま
こ
れ
ら
両
場
面
の
取
材
を
具
体
的
に
比
較

す
る
に
、
場
所
は
清
水
寺
（
こ
の
つ
い
で
）
に
対
し
小
野
尼
寺
（
手
習
巻
）
、

登
場
人
物
は
中
納
言
君
・
尼
君
・
受
戒
の
女
（
こ
の
つ
い
で
）
に
対
し
、
中
将

（
尼
君
の
婿
）
・
尼
君
－
・
浮
舟
（
手
習
巻
）
、
事
件
は
中
納
言
は
出
家
す
る
女
を

一
五



覗
く
の
に
対
し
、
中
将
が
出
家
を
望
む
浮
舟
を
覗
く
（
手
習
巻
）
、
背
景
は
共
に

木
葉
散
り
行
く
秋
と
な
っ
て
、
両
者
の
場
面
構
成
の
材
料
は
上
に
挙
示
す
る
通

り
全
く
符
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
単
に
右
の
両
場
面
の
結
構
や
登
場
人
物
、
又

は
背
景
な
ど
の
合
致
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
物
語
構
想
の
展
開
や
両
作
家
の
心

的
態
度
に
至
る
ま
で
同
巧
の
筆
法
で
終
始
す
る
と
い
へ
よ
う
。
次
に
こ
れ
ら
両

文
に
於
け
る
部
分
的
な
趣
向
や
文
辞
の
近
似
点
を
叙
述
し
て
、
一
層
両
者
の
交

渉
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
第
一
、
「
こ
の
つ
い
で
」
第
二
話
へ
交
渉
を
有
す
る
手
習
巻
中
に
は
、

「
雨
（
村
雨
）
の
気
色
を
見
わ
づ
ら
ひ
て
」
、
「
風
の
騒
が
し
つ
る
云
々
」
と
あ

れ
ば
、
こ
の
「
こ
の
つ
い
で
」
の
第
二
話
に
も
、
「
こ
ぞ
の
秋
ご
ろ
ば
か
り

に
」
・
「
風
い
と
あ
ら
ゝ
か
に
ふ
き
て
」
と
あ
っ
て
時
候
の
描
写
も
軽
々
同
じ
筆

と
な
る
。

そ
の
第
二
、
中
将
は
横
川
に
つ
い
た
。
そ
の
夜
中
将
の
弟
で
あ
る
禅
師
君
と

い
ろ
い
ろ
物
語
が
始
ま
る
序
に
、
中
将
は
、
小
野
の
庵
で
少
将
を
尋
ね
る
事
柄

を
つ
づ
け
て
、

風
の
ふ
き
あ
げ
た
り
つ
る
隙
よ
り
、
髪
い
と
長
く
を
か
し
げ
な
る
人
こ
そ
見

え
つ
れ
。
あ
ら
は
な
り
と
や
思
ひ
っ
ら
む
、
立
ち
て
あ
な
た
に
入
り
つ
る
後

手
、
な
べ
て
の
人
と
は
見
え
ざ
り
つ
。
き
ゃ
う
の
所
に
、
よ
き
女
は
置
き
た

る
ま
じ
き
も
の
に
こ
そ
あ
め
れ
。
日
暮
見
る
も
の
は
法
師
な
り
。
自
ら
日
馴

れ
て
覚
ゆ
ら
む
。
不
便
な
る
こ
と
ぞ
か
し
。
…
・
・
い
か
な
る
人
に
か
あ
ら
む
。

世
の
中
を
憂
し
と
て
ぞ
、
さ
る
所
に
は
隠
れ
ゐ
け
む
か
し
。

と
告
げ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
や
う
な
手
法
は
「
こ
の
つ
い
で
」
篤
に
も

た
ゞ
ぴ
や
う
ぶ
ば
か
り
を
も
の
は
か
な
げ
に
だ
て
た
る
つ
ば
ね
の
に
は
ひ
い

と
を
か
し
う
、
人
ず
く
な
1
る
げ
は
ひ
し
て
、
を
り
〈
う
ち
な
く
け
は
ひ

一
六

な
ど
し
っ
ゝ
お
こ
な
ふ
を
、
た
れ
な
ら
む
と
き
ゝ
侍
り
し
に
云
々

と
あ
る
な
ど
、
場
面
の
格
致
は
頗
る
近
似
し
て
ゐ
る
。
殊
に
こ
の
両
文
辞
に
於

い
て
、
「
風
の
騒
が
し
か
り
つ
る
紛
れ
に
、
簾
の
除
よ
り
」
（
手
習
巻
）
」
と
「
た

ゞ
び
や
う
ぶ
ば
か
り
を
も
の
は
か
な
げ
に
云
々
　
（
こ
の
つ
い
で
）
」
、
「
い
か
な

る
人
に
か
あ
ら
む
（
手
習
巻
）
」
と
「
た
れ
な
ら
む
云
々
　
（
こ
の
つ
い
で
）
」
な

ど
に
も
似
通
ふ
の
で
あ
る
。

そ
の
第
三
、
「
こ
の
つ
い
で
」
で
は
、
中
納
言
君
が
、
上
記
の
通
り
去
年
の

秋
清
水
寺
で
の
出
来
事
を
一
座
の
方
々
に
物
語
る
の
に
対
し
、
前
記
の
如
く
中

将
は
小
野
の
庵
を
訪
ね
た
時
の
事
柄
を
横
川
僧
都
に
「
小
野
に
立
寄
り
て
、
物

あ
は
れ
に
も
あ
り
し
か
な
云
々
」
と
か
「
風
の
吹
き
上
げ
た
り
つ
る
隙
よ
り
云

々
」
と
か
又
「
あ
は
れ
な
り
け
る
事
か
な
。
い
か
な
る
人
に
か
あ
ら
む
。
世
の

中
を
憂
し
と
て
ぞ
云
々
」
、
「
し
の
び
た
る
様
に
て
物
し
給
ふ
ら
む
は
、
誰
に

か
。
」
　
な
ど
と
語
る
趣
向
も
略
々
「
こ
の
つ
い
で
」
　
篤
の
そ
れ
と
同
種
な
構
想

と
な
る
の
で
あ
る
。

五

源
氏
物
語
、
手
習
の
巻
に
、
浮
舟
は
宇
治
川
に
身
を
投
じ
た
が
、
た
ま
た
ま
初

瀬
請
の
帰
途
に
あ
っ
た
小
野
の
尼
君
の
一
行
に
救
ほ
れ
て
小
野
の
庵
に
伴
は
れ

る
。
尼
君
は
失
っ
た
女
の
再
生
で
観
音
の
お
授
け
と
は
か
り
喜
ん
で
愛
し
た
が
、

尼
君
の
再
度
の
初
瀬
請
の
留
守
中
、
浮
舟
は
来
合
は
ぜ
た
横
川
の
僧
都
に
乞
う

て
髪
を
お
ろ
す
一
節
が
見
え
る
。
こ
の
浮
舟
受
戒
の
場
面
が
堤
中
納
言
物
語

「
こ
の
つ
い
で
」
の
第
三
話
の
著
述
材
料
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
思
ふ
。

以
下
こ
れ
ら
両
者
の
典
拠
関
係
を
論
証
す
る
に
当
り
、
行
文
の
都
合
上
「
こ
の

つ
い
で
」
第
三
話
の
梗
概
を
左
に
記
載
す
れ
ば
次
の
通
り
と
な
る
。

ご

萱

裏

際

レ

栄

華

（

藍

臨

酸

∴∴言上「、「∵：

第
三
話
は
、
少
将
の
君
の
見
聞
談
で
あ
る
が
、
こ
の
少
将
の
伯
母
が
東
山
の

あ
る
寺
で
お
勤
め
を
し
て
ゐ
た
の
で
、
自
分
は
其
処
に
行
っ
た
時
の
出
来
事
で

あ
る
o
庵
主
の
尼
君
の
処
に
、
気
高
く
綺
麗
な
若
い
女
が
人
目
を
避
け
て
滞
在

し
て
ゐ
る
が
、
何
か
深
い
事
情
が
あ
り
き
う
な
の
で
、
ど
う
か
様
子
が
知
り
た

い
と
思
っ
て
、
障
子
に
穴
を
あ
け
、
そ
つ
と
覗
い
こ
見
た
。
二
・
三
人
の
お
坊

さ
ん
に
取
囲
ま
れ
た
こ
の
女
は
、
頻
り
に
尼
に
な
る
こ
と
を
嘆
願
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
さ
す
が
に
お
坊
さ
ん
は
躊
躇
し
て
ゐ
る
。
で
も
そ
の
女
の
せ
が
む
決

心
に
動
か
さ
れ
、
「
そ
れ
で
は
止
む
を
得
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
髪
を
お
ろ
し
て

や
っ
た
。
妹
君
を
は
じ
め
、
二
・
三
人
の
女
房
達
も
皆
泣
き
崩
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
を
覗
き
込
む
私
（
少
将
の
君
）
ま
で
が
悲
し
く
な
り
一
首
の
歌
を
作
っ
て

悲
し
み
を
の
べ
る
と
、
妹
君
か
ら
は
立
派
な
返
事
が
来
、
い
ま
更
自
分
の
そ
そ

か
し
い
や
り
方
に
後
悔
さ
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
の
が
、
こ
の
小
説
の
筋
書
き
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
第
三
話
の
冒
頭
本
文
に

い
た
う
く
ち
を
し
か
ら
ぬ
人
ぐ
の
け
は
ひ
あ
ま
た
し
侍
り
し
を
ま
ざ
ら
は

し
て
人
に
し
の
ぶ
に
や
、
と
み
え
侍
り
し
：
…
・
き
よ
げ
な
る
懐
う
し
二
・

三
人
ば
か
り
す
ゑ
て
…
：
こ
の
ゐ
た
る
ほ
う
し
ち
か
く
ま
び
て
も
の
い
ふ
、

な
に
事
な
ら
ん
と
き
1
わ
く
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ね
ど
、
あ
ま
に
な
ら
ん
と
、

か
た
ら
ふ
べ
き
に
や
と
見
ゆ
る
に
云
々
　
（
こ
の
つ
い
で
）

と
伝
へ
る
。
こ
れ
が
丁
度
、
源
氏
物
語
、
手
習
の
巻
で
、

世
の
中
に
侍
ら
じ
と
思
ひ
立
ち
侍
り
し
身
の
、
い
と
怪
し
く
て
今
ま
で
侍
る

を
心
愛
し
と
思
ひ
侍
る
も
の
か
ら
、
よ
ろ
づ
に
物
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
御
心
は

へ
を
な
む
、
い
ふ
か
ひ
な
き
心
地
に
も
思
う
給
へ
知
ら
る
1
を
、
な
は
世
づ

か
ず
の
み
、
遂
に
え
と
ま
る
ま
じ
く
覚
え
侍
る
を
尼
に
な
き
せ
給
ひ
て
よ
。

例
の
人
に
て
永
ら
ふ
べ
く
も
侍
ら
ぬ
身
に
な
む
、

堤
中
納
言
物
語
「
こ
の
つ
い
で
」
の
典
拠
に
つ
い
て

と
の
通
り
、
出
京
の
途
中
、
小
野
を
訪
ね
た
横
川
僧
都
や
、
庵
室
の
二
人
の
大

徳
た
ち
に
取
囲
ま
れ
た
浮
舟
が
落
飾
を
嘆
願
す
る
場
面
に
摸
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
殊
に
右
の
「
こ
の
つ
い
で
」
の
「
あ
ま
に
な
ら
ん
と
か
た
ら
ふ
け
し
ぎ
に

や
と
見
ゆ
る
に
」
と
、
こ
の
「
手
習
巻
」
の
「
な
は
世
づ
か
す
の
み
遂
に
え
と

ま
る
封
じ
く
覚
え
侍
る
を
尼
に
な
さ
せ
給
ひ
て
よ
」
と
の
文
辞
の
同
巧
や
、
ま

た
「
こ
の
つ
い
で
」
第
三
話
の
「
き
よ
げ
な
る
ほ
う
し
二
・
三
人
ば
か
り
す
ゑ

て
、
い
み
じ
く
を
か
し
な
り
し
人
、
き
ち
や
う
つ
ら
に
そ
ひ
ふ
し
て
、
こ
の
ゐ

た
る
ほ
う
し
ち
か
く
ま
び
て
も
の
い
ふ
。
」
と
、
手
習
巻
の
「
『
い
づ
ら
大
徳
達

こ
ゝ
に
』
と
呼
ぶ
。
は
じ
め
見
つ
け
奉
り
し
二
人
な
が
ら
供
に
あ
り
け
れ
は
、

呼
び
入
れ
て
、
御
髪
お
ろ
し
奉
れ
と
い
ふ
。
」
と
あ
る
同
種
の
格
敦
も
、
両
者

の
影
響
関
係
を
物
語
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
よ
う
。

「
こ
の
つ
い
で
」
篇
第
三
話
文
中
に
、
僧
侶
が
女
の
出
家
の
希
望
を
入
れ
ら

れ
る
場
面
即
ち

几
帳
の
ほ
こ
ろ
び
ょ
り
、
く
し
の
は
こ
の
ふ
た
に
、
た
け
に
一
し
ゃ
く
ば
か

り
あ
ま
り
た
る
に
や
と
見
ゆ
る
か
み
の
す
ぢ
、
す
そ
つ
き
い
み
じ
う
ゝ
つ
く

し
ぎ
を
、
わ
け
い
れ
て
お
し
い
だ
す
。
（
こ
の
つ
い
で
）

と
見
え
る
こ
の
個
所
は
、
手
習
の
巻
で
僧
都
が
浮
舟
の
固
い
覚
悟
に
落
飾
さ
せ

る
場
面
即
ち

几
帳
の
睦
子
の
ほ
こ
ろ
び
ょ
り
御
髪
を
掻
き
出
だ
し
給
へ
る
が
、
い
と
あ
た

ら
し
く
、
を
か
し
げ
な
る
に
な
む
、
暫
し
は
鋏
を
も
て
や
す
ら
ひ
け
る
。

と
伝
へ
る
趣
向
上
、
文
辞
上
共
に
全
く
符
合
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

次
に
手
習
の
巻
で
、
中
将
（
か
つ
て
の
尼
の
婿
）
が
庵
主
の
尼
君
に
浮
舟
の

姿
を
見
た
い
と
乞
ふ
場
面
に
、

様
か
は
り
給
へ
ら
む
様
を
、
い
さ
さ
か
み
せ
給
へ
と
少
将
の
尼
に
の
た
ま
ふ
。

一
七



…
‥
男
は
、
い
か
に
見
奉
り
給
は
む
と
思
ひ
て
、
さ
る
べ
き
折
に
や
あ
り
け

む
、
障
子
の
か
け
が
ね
の
も
と
に
あ
き
た
る
穴
を
教
へ
て
、
紛
る
べ
き
几
帳

な
ど
引
き
遣
り
た
り
。

と
あ
り
、
殊
に
「
障
子
の
か
け
が
ね
の
も
と
に
あ
き
た
る
穴
を
云
々
」
と
．
の
如

く
、
中
将
は
障
子
の
穴
か
ら
覗
く
あ
た
り
は
、
「
こ
の
つ
い
で
」
の
第
三
話
の

語
り
手
の
少
将
の
君
が
、

た
ゞ
人
と
は
お
ぼ
し
侍
ら
ざ
り
し
に
ゆ
か
し
う
て
、
も
の
は
か
な
き
き
う
じ

の
か
み
の
あ
な
か
ま
へ
い
で
て
、
の
ぞ
き
侍
り
し
か
は
云
々
（
こ
の
つ
い
で
）

と
姫
君
を
覗
く
場
面
と
も
頗
る
酷
似
し
て
ゐ
る
し
、
特
に
右
の
場
合
「
障
子
の

か
け
が
ね
の
も
と
に
あ
き
た
る
穴
を
云
々
（
手
習
）
」
と
「
さ
う
じ
の
か
み
の
あ

な
か
ま
へ
い
で
て
云
々
（
こ
の
つ
い
で
）
」
　
の
趣
向
や
語
句
は
、
全
く
一
致
す

る
こ
と
に
な
る
。
「
こ
の
つ
い
で
」
の
語
り
手
の
少
将
の
君
が
姫
君
の
容
姿
に

つ
い
て
、

め
の
と
だ
つ
人
な
ど
は
な
き
に
や
、
と
あ
ほ
れ
に
お
ぼ
え
は
べ
り
て

と
感
概
深
け
に
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
手
習
巻
で
も
、
浮
舟
自
身
が
、

親
に
今
ひ
と
度
か
う
な
が
ら
の
様
を
見
え
ず
な
り
な
む
こ
そ
人
通
り
な
ら
ず

い
と
悲
し
け
れ
。

と
嘆
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
同
巧
の
間
に
も
著
述
上
の
影
響
関
係
が
推
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
中
将
が
浮
舟
の
容
貌
を
の
ぞ
い
た
後
浮
舟
に
、

お
は
方
の
世
を
そ
む
き
げ
ろ
君
な
れ
ど
厭
ふ
に
ょ
せ
て
身
こ
そ
つ
ら
け
れ
。

一
八

と
い
ふ
歌
を
尼
君
か
ら
伝
言
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
「
こ
の
つ
い
で
」
の
方
も
少

将
の
君
が
そ
の
女
に
、

お
ぼ
つ
か
な
う
き
よ
、
そ
む
く
は
た
れ
と
だ
に
し
ら
ず
な
が
ら
も
ぬ
る
る
そ

で
か
な

と
書
い
た
歌
を
人
に
托
し
て
届
け
る
と
い
ふ
や
う
に
、
こ
の
場
合
も
又
両
者
の

描
写
の
仕
方
は
同
筆
と
な
っ
て
ゐ
る
。

以
上
の
論
証
に
よ
っ
て
、
「
こ
の
つ
い
で
」
の
物
語
結
構
の
組
織
は
、
高
木

巻
雨
夜
の
品
定
め
の
手
法
に
暗
示
を
得
、
「
こ
の
つ
い
で
」
の
序
曲
と
見
る
べ

き
発
端
は
梅
枝
の
巻
の
冒
頭
個
所
を
典
拠
と
な
し
、
「
こ
の
つ
い
で
」
の
三
話
見

聞
談
中
の
第
一
話
は
、
高
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
の
中
に
見
え
る
頭
中
将
と
常

夏
の
女
と
の
関
係
を
典
拠
と
な
し
、
そ
の
第
二
話
は
手
習
の
巻
で
小
野
の
庵
主

で
あ
る
尼
君
の
と
こ
ろ
で
、
婿
の
中
将
が
浮
舟
を
覗
く
場
面
か
ら
直
接
の
影
響

が
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
第
三
話
は
手
習
の
巻
で
浮
舟
が
横
川
の
僧
都
に
乞
う
て

髪
を
お
ろ
す
場
面
に
依
拠
す
る
な
ど
、
「
こ
の
つ
い
で
」
の
著
述
材
料
は
、
全

く
源
氏
物
語
車
の
そ
れ
ら
の
直
接
影
響
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
臆
断
す

る
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
六
年
三
月
一
日
稿

昭
和
三
十
四
年
十
二
月
三
十
日
補

昭
和
三
十
六
年
一
月
十
日
再
補

大
和
申
楽
の
　
芸
質
（
申
）

も

　

く

　

ろ

　

く

工
．
は
　
し
　
が
　
き

虹
．
観
阿
系
も
の
ま
ね
能
の
一
類
型

皿
．
観
阿
か
ら
世
阿
へ

以
上
前
号

Ⅳ
．
世
阿
創
作
能
に
お
け
る
「
大
和
」
的
性
格

以
下
次
次
号

Ⅴ
．
忠
度
を
中
心
と
す
る
修
羅
も
の
の
変
貌

Ⅶ
．
箱
崎
能
と
金
春
能
な
ど

Ⅶ
．
む
　
　
す
　
　
び

Ⅳ
．
世
阿
創
作
能
に
お
け
る
「
大
和
」
的
性
格

能
の
作
品
相
互
の
関
係
は
、
じ
つ
に
有
機
的
・
力
動
的
で
あ
る
か
ら
、
小
論

も
、
し
ぜ
ん
、
そ
う
い
う
性
格
を
帯
び
て
く
る
：
」
の
項
に
つ
い
て
い
え
ば
、

タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
る
こ
と
を
、
結
果
的
に
指
摘
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
や
は
り
、

能
作
の
流
れ
を
通
し
て
、
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
項
の
タ

イ
ト
ル
「
観
阿
か
ら
世
阿
へ
」
の
示
す
範
囲
に
触
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る

のた。

大
和
申
楽
の
芸
質
（
中
）

味
　
　
方
　
　
　
　
健

求
塚
は
、
五
音
の
上
に
「
モ
ト
メ
ッ
カ
亡
父
田
サ
レ
ハ
人
一
日
一
夜
ヲ
フ
ル

ト
タ
三
と
見
え
る
か
ら
、
観
阿
の
手
に
成
る
こ
と
は
あ
さ
ら
か
で
あ
る
。
談

儀
の
、
「
拍
子
の
つ
め
ひ
ら
き
」
の
心
得
を
の
べ
た
項
で
は
、
「
旅
人
の
、
逆

さ
ま
た
け
に
つ
む
も
の
は
…
上
の
く
だ
り
の
間
（
リ
ズ
ム
）
に
触
れ
て
い
る
。

プ
ロ
ッ
ト
は
、
万
葉
葉
巻
九
に
見
え
る
葦
屋
処
女
の
伝
説
を
骨
子
と
す
る
大

和
物
語
一
四
八
段
に
拠
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
、
観
阿
の
作
家
的
性
格
と

あ
い
ま
っ
て
、
あ
と
に
と
り
あ
げ
る
、
伊
勢
・
源
氏
・
新
古
今
な
ど
を
踏
ま
え

る
曲
ど
も
に
く
ら
べ
て
、
ず
つ
と
素
朴
で
あ
る
。

求
塚
の
後
シ
テ
は
、
そ
の
約
四
分
の
三
を
作
り
物
（
塚
）
の
中
で
漬
ず
る
。

塚
は
前
段
、
女
の
墓
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
後
段
で
は
、
出
で
ん
と
し
て
出
で
や

ら
ず
、
留
ま
ろ
う
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
責
め
苦
に
さ
い
な
ま
れ
る
火
宅
の
表
象

に
な
る
。
そ
し
て
、
お
し
っ
づ
め
ら
れ
た
、
ぎ
り
ぎ
り
の
苦
し
み
は
、
大
き
な

動
き
を
許
さ
な
い
。
み
ず
か
ら
の
動
作
と
し
て
は
、
面
バ
カ
リ
ウ
キ
へ
ア
シ
ラ

フ
（
以
下
、
カ
タ
カ
ナ
書
き
は
、
術
語
ま
た
は
型
付
け
の
抜
き
書
き
）
ぐ
ら
い
、

あ
と
は
、
「
左
右
の
手
を
取
り
て
」
と
、
か
つ
て
、
彼
女
を
争
っ
た
ふ
た
り
の

男
の
亡
心
に
手
を
引
か
れ
る
型
、
「
頭
を
つ
つ
き
髄
を
食
ふ
」
と
頭
を
お
お
う

型
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
相
手
か
ら
の
強
要
に
よ
る
型
で
あ
る
。
舞
は
も
ち
ろ
ん
、

は
た
ち
ぎ
ご
と
を
も
挿
む
余
裕
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
「
光

一
九


