
一

長
篇
小
説
『
潮
騒
』（
昭
２９
・
６
）、『
沈
め
る
滝
』（
昭
３０
・
１
〜
４
連

載
、
昭
３０
・
４
刊
）
を
発
表
し
て
い
た
昭
和
三
十
年
頃
、
三
島
由
紀
夫
は
む

ろ
ん
他
に
も
、
戯
曲
や
短
篇
小
説
を
も
旺
盛
に
執
筆
発
表
し
て
い
た
。『
潮

騒
』
で
の
異
郷
か
ら
や
っ
て
き
た
伝
説
上
の
人
物
と
し
て
登
場
し
、
主
人
公

（
�
）

新
治
に
最
後
ま
で
あ
た
か
も
伴
走
す
る
か
の
よ
う
な
デ
キ
王
子
、『
沈
め
る

滝
』
の
小
説
冒
頭
「
恵
ま
れ
す
ぎ
て
ゐ
た
」
と
紹
介
さ
れ
る
主
人
公
を
三
島

（
�
）

自
ら
が
「
境
遇
で
す
る
の
で
も
な
く
て
自
分
の
意
思
で
流
離
す
る
」
と
述
べ

（
�
）

る
貴
種
流
離
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
長
篇
は
、
伝
統
的
な
貴
種
流
離
が

現
代
小
説
で
は
い
か
に
可
能
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
軸
に
発
表
さ
れ
て

い
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
ス
ト
ー
リ
イ
と
い
っ
た
内
容

の
み
な
ら
ず
、
創
作
方
法
上
の
問
題
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

創
作
の
内
容
と
方
法
に
お
け
る
貴
種
流
離
。
こ
の
問
題
を
同
時
期
で
あ
る

昭
和
三
十
年
前
後
の
作
品
の
う
ち
、
ハ
ッ
ピ
イ
エ
ン
ド
の
戯
曲
「
鰯
売
恋
曳

網
」
と
遠
く
欧
州
か
ら
の
流
竄
を
経
た
主
人
公
を
も
つ
短
編
小
説
「
海
と
夕

焼
」
と
い
う
、
い
っ
け
ん
、
い
わ
ば
両
極
に
み
え
る
作
品
を
中
心
に
考
察
し

て
い
き
た
い
。二

「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
『
演
劇
界
』（
昭
２９
・
１１
）
に
発
表
さ
れ
、
昭
和
二
十

九
年
十
一
月
、
歌
舞
伎
座
に
て
鰯
売
猿
源
氏
を
中
村
勘
三
郎
（
十
七
代

目
）、
傾
城
蛍
火
実
ハ
丹
鶴
城
の
姫
を
中
村
歌
右
衛
門
（
六
代
目
）
で
初
演

さ
れ
た
。
今
日
で
も
上
演
さ
れ
る
人
気
演
目
で
あ
る
。

お
伽
草
子
か
ら
い
ろ
い
ろ
探
し
て
よ
う
や
く
た
ど
り
着
い
た
「
猿
源
氏
草

子
」
を
軸
に
し
た
、
と
述
べ
た
上
で
三
島
は
、「
貴
種
流
離
」
を
加
味
す
る

た
め
に
「
小
夜
姫
の
草
子
」
な
ど
を
取
り
入
れ
た
と
語
っ
て
い
る
。
よ
く
引

か
れ
る
一
節
だ
が
、
左
に
掲
げ
て
お
く
。

私
は
大
体
、
昔
か
ら
室
町
時
代
の
お
伽
草
子
が
好
き
で
あ
つ
た
。
こ

三
島
由
紀
夫
・
方
法
と
し
て
の
貴
種
流
離

│
│
昭
和
三
十
年
前
後
・「
鰯
売
恋
曳
網
」「
海
と
夕
焼
」
を
中
心
に
│
│

花
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の
機
会
に
、
芝
居
に
な
り
さ
う
な
も
の
は
な
い
か
、
と
よ
み
返
し
て
み

る
と
、
な
か
な
か
な
い
。
や
つ
と
ぶ
つ
か
つ
た
の
が
、「
猿
源
氏
草
子
」

で
、
話
と
し
て
は
、「
物
臭
太
郎
」
の
系
列
の
も
の
ら
し
い
。
／（
中

ほ
た
る
び

略
）／
そ
れ
か
ら
、
け
い
せ
い
蛍
火
（
原
本
で
は
「
け
い
ぐ
わ
」
と
訓

ま
せ
て
ゐ
る
）
の
身
の
上
に
つ
い
て
も
、
何
か
創
作
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

こ
の
は
う
は
、「
小
夜
姫
の
草
子
」
な
ど
の
一
種
の
貴
種
流
離
譚
の
味

を
出
さ
う
と
試
み
た
。
話
そ
の
も
の
に
典
拠
は
な
い
。

（「「
鰯
売
恋
曳
網
」
に
つ
い
て
」、
歌
舞
伎
座
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
昭
２９
・

１１
）

筋
の
大
枠
は
三
島
が
「
原
本
」
と
い
う
「
猿
源
氏
草
子
」（「
猿
源
氏
草

紙
」）
と
同
様
に
、
伊
勢
の
国
阿
漕
が
浦
の
鰯
売
猿
源
氏
が
、
京
の
五
条
橋

で
「
上
﨟
」
に
一
目
ぼ
れ
、
及
ば
ぬ
恋
と
消
沈
し
て
い
た
が
大
名
高
家
相
手

（
�
）

の
傾
城
と
知
り
、
関
東
大
名
宇
都
宮
氏
に
扮
し
て
登
楼
、
歌
の
才
で
恋
を
成

就
し
夫
婦
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
猿
源
氏
に
歌
の
道
を
指

南
し
た
海
老
名
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
は
「
猿
源
氏
草
紙
」
で
は
義
父
だ
が
三
島

作
品
で
は
少
な
く
と
も
岳
父
と
す
る
記
述
は
な
く
、
猿
源
氏
を
「
倅
」
と
呼

ぶ
実
父
と
お
も
わ
れ
る
、
な
ど
の
差
異
が
あ
る
。
他
に
重
要
な
相
違
が
あ
る

が
、
以
下
、
こ
う
し
た
差
異
や
古
典
の
引
用
の
仕
方
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

（
�
）

「
鰯
売
恋
曳
網
」
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
蛍
火
実
ハ
丹
鶴
城
の
姫
で
あ
る
。

「
猿
源
氏
草
紙
」
の
蛍
火
に
お
い
て
は
、
猿
源
氏
が
鰯
売
で
あ
る
こ
と
を

嘆
い
て
い
た
が
、
歌
の
道
に
秀
で
て
い
る
か
ら
や
は
り
言
う
通
り
宇
都
宮
殿

な
の
だ
ろ
う
と
思
い
な
お
し
、「
比
翼
連
理
の
か
た
ら
ひ
」
の
の
ち
に
は
、

鰯
売
と
判
明
し
て
も
阿
漕
が
浦
に
連
れ
立
っ
て
富
貴
子
孫
繁
盛
し
た
、
と
締

め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
お
伽
草
子
の
蛍
火
は
三
島
作
品
の
よ
う
に
「
鰯
売
こ

そ
わ
が
良
人
」（「
鰯
売
恋
曳
網
」）、
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
「
鰯
売
恋
曳
網
」
で
は
「
鰯
か
う
え
い
」
の
呼
売
り
声
の
「
美

し
」
さ
に
「
魂
あ
く
が
れ
出
で
」「
自
分
の
意
思
」
で
│
意
思
と
境
遇
の
相

違
を
ど
こ
で
判
断
す
る
か
は
む
ろ
ん
困
難
で
は
あ
る
の
だ
が
│
丹
鶴
城
を
さ

ま
よ
い
出
で
、
人
買
に
「
廓
に
売
り
飛
ば
さ
れ
」
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
で

も
「
観
世
音
の
み
ち
び
き
に
て
」
な
ん
と
か
「
鰯
売
る
賤
の
男
に
会
ひ
た

し
」
と
、
日
夜
焦
が
れ
て
い
た
と
い
う
。

「
猿
源
氏
草
紙
」
で
は
設
定
の
な
い
こ
の
「
実
ハ
丹
鶴
城
の
姫
」
と
い
う

「
貴
種
流
離
譚
の
味
」
に
よ
っ
て
、
最
終
場
面
に
近
く
、
庭
男
実
は
丹
鶴
城

の
家
臣
で
あ
る
藪
熊
次
郎
太
が
携
行
す
る
観
音
の
厨
子
と
、
姫
懐
中
の
「
金

襴
に
包
み
し
金
無
垢
の
観
世
音
」
と
を
照
合
す
る
場
面
も
あ
る
。
作
家
の
言

を
引
き
す
ぎ
の
き
ら
い
は
あ
る
が
、
お
伽
草
子
「
小
夜
姫
の
草
子
」
を
み
て

お
こ
う
。

「
さ
よ
ひ
め
の
さ
う
し
」
に
は
、
三
島
「
鰯
売
恋
曳
網
」
発
表
以
前
の
戦

前
の
版
で
「
解
題
」
に
こ
の
時
点
で
、
こ
れ
「
以
外
に
は
、
奈
良
絵
本
と
し

て
の
「
さ
よ
ひ
め
」
の
類
本
を
見
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
京
大
美
学
研
究

（
�
）

室
蔵
本
「
さ
よ
ひ
め
」
を
翻
刻
し
た
『
室
町
時
代
物
語
集

第
四
』
な
ど
が

（
�
）

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
同
じ
く
戦
前
の
版
で
あ
り
か
つ
三
島
の
「
蔵
書
目
録
」

（
�
）

に
記
載
の
あ
る
横
山
重
編
『
室
町
時
代
小
説
集
』（
昭
１８
・
１２
、
昭
南
書
房
）

所
収
、
清
水
観
音
の
霊
験
で
生
ま
れ
た
さ
よ
ひ
め
と
と
も
に
壺
坂
観
音
本
地

二



を
も
語
る
「
さ
よ
ひ
め
の
さ
う
し
」
に
拠
っ
て
あ
ら
す
じ
を
記
し
て
お
こ

う
。大

和
国
春
日
の
里
に
い
せ
や
の
長
者
と
い
う
富
者
が
い
た
が
、
子
が
な
か

っ
た
の
で
、
都
に
流
行
る
清
水
観
音
詣
で
に
夫
婦
そ
ろ
っ
て
出
か
け
る
。
観

音
が
夫
婦
の
枕
上
に
立
っ
て
、�
姫
を
授
け
る
が
、
か
わ
り
に
そ
の
子
七
歳

の
折
に
父
長
者
は
死
し
貧
窮
す
る
、
そ
れ
で
も
よ
い
か
�、
と
い
う
条
件
を

出
し
、
長
者
夫
婦
は
承
知
す
る
。
や
が
て
「
さ
よ
ふ
け
か
た
に
」
ひ
め
が
生

ま
れ
、
さ
よ
ひ
め
と
名
付
け
ら
れ
る
。
成
長
し
て
姫
七
歳
、
観
音
の
約
束
の

と
き
が
き
た
が
、
観
音
は
長
者
を
む
な
し
く
す
る
の
は
不
憫
と
考
え
た
。
そ

う
こ
う
す
る
う
ち
に
姫
十
三
歳
と
な
り
長
者
一
家
は
栄
華
を
極
め
て
い
く

が
、
長
者
は
�
神
仏
す
ら
偽
り
を
の
た
ま
う
、
ま
し
て
や
人
間
を
や
�
と
言

う
。
こ
れ
を
観
音
が
聴
い
て
「
に
く
し
」
と
お
も
っ
た
か
、
そ
の
年
、
長
者

は
病
に
罹
り
翌
年
正
月
に
死
去
、
母
娘
は
貧
窮
に
陥
る
。

父
の
菩
提
を
弔
う
に
も
先
立
つ
も
の
が
な
い
、
そ
の
た
め
に
我
が
身
を
売

ろ
う
と
奈
良
の
都
に
た
ち
出
で
た
と
こ
ろ
、
奥
州
か
ら
来
た
商
人
が
千
両
で

引
き
受
け
る
。
十
日
の
猶
予
を
も
ら
い
春
日
の
里
に
戻
り
、
母
に
千
両
「
ひ

ろ
ひ
申
て
候
」
と
偽
っ
て
母
と
と
も
に
父
の
菩
提
を
弔
う
。
商
人
に
急
き
立

て
ら
れ
、
身
売
り
の
千
両
で
供
養
し
た
た
め
東
へ
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
母
に

告
げ
、
母
娘
は
泣
き
別
れ
る
。
さ
よ
ひ
め
は
慣
れ
ぬ
徒
歩
で
の
旅
路
、
名
所

で
歌
を
詠
む
な
ど
し
な
が
ら
長
い
旅
の
の
ち
奥
州
に
た
ど
り
着
く
。
そ
こ
で

初
め
て
さ
よ
ひ
め
は
、
土
地
の
う
る
ま
が
池
の
大
蛇
へ
年
一
回
の
人
身
御
供

に
す
る
た
め
に
買
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
い
よ
い
よ
生
贄
に
捧
げ
ら
れ
よ
う

と
池
に
進
む
や
十
二
の
角
持
つ
大
蛇
に
対
峙
、
さ
よ
ひ
め
は
大
蛇
に
向
か

い
、
互
い
に
生
あ
る
も
の
、
法
華
経
を
唱
え
た
い
と
言
う
。
経
を
あ
げ
る

と
、
大
蛇
は
涙
を
流
し
、
角
落
ち
総
身
の
苔
も
落
ち
、
さ
よ
ひ
め
に
劣
ら
ぬ

美
人
と
な
っ
た
。
大
蛇
の
姫
が
語
る
に
は
、
自
分
の
父
は
こ
の
地
の
地
頭
で

あ
っ
た
が
亡
き
後
を
他
に
と
ら
れ
、
無
念
と
こ
の
池
に
身
投
げ
し
苦
患
を
受

け
九
百
九
十
九
年
、
九
百
九
十
九
人
の
贄
を
と
り
さ
よ
ひ
め
で
千
人
の
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
あ
り
が
た
い
法
華
経
で
苦
患
を
免
れ
人
間
の
姿
と

な
っ
た
、
あ
り
が
た
い
、
と
さ
よ
ひ
め
を
拝
み
千
両
と
珠
を
奉
っ
た
。

さ
よ
ひ
め
は
春
日
の
里
に
戻
る
と
盲
目
と
な
っ
て
い
た
母
の
眼
を
件
の
珠

で
治
し
再
会
を
喜
ぶ
。
や
が
て
さ
よ
ひ
め
は
父
長
者
の
よ
う
に
富
者
と
な
り

末
繁
盛
と
栄
え
た
。
大
蛇
の
姫
も
上
京
し
、
さ
よ
ひ
め
と
母
と
三
人
で
同
居

し
た
。

母
の
長
者
は
三
河
国
の
み
ね
の
薬
師
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
さ
よ
ひ
め
は

近
江
国
竹
生
島
の
弁
財
天
と
し
て
福
神
と
な
っ
た
。
大
蛇
の
姫
は
大
和
国
壺

坂
の
観
音
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。

以
上
が
「
さ
よ
ひ
め
の
さ
う
し
」
で
あ
る
。

三
島
の
「
鰯
売
恋
曳
網
」
で
は
先
述
の
よ
う
に
蛍
火
実
ハ
丹
鶴
城
の
姫
は

観
音
像
を
懐
中
に
所
持
し
て
い
る
。
観
音
信
仰
の
描
出
は
、「
ま
こ
と
の
鰯

売
」
と
知
っ
て
「
か
た
じ
け
な
い
、
観
世
音
様
」
と
拝
み
、
あ
る
い
は
、
次

郎
太
の
厨
子
と
の
照
合
の
あ
と
返
却
さ
せ
懐
中
に
し
ま
う
際
、「
拝
ん
で
」

と
い
う
動
作
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
最
終
場
面
、
猿
源

氏
と
と
も
に
七
三
か
ら
花
道
を
通
っ
て
入
る
場
面
で
も
「
観
世
音
の
尊
像
を

出
し
て
拝
」
む
と
記
さ
れ
て
い
る
。

三
島
由
紀
夫
・
方
法
と
し
て
の
貴
種
流
離

三



幕
外
に
て
鳴
物
を
搗
き
直
し
、
蛍
火
、
懐
中
よ
り
観
世
音
の
尊
像
を

出
し
て
拝
み
、
猿
源
氏
に
手
を
引
か
れ
て
入
る

蛍
火
に
お
い
て
、
丹
鶴
城
の
姫
と
し
て
懐
中
に
し
て
い
る
観
音
像
が
、
ラ

ス
ト
シ
ー
ン
で
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
三
島
「
鰯
売
恋
曳
網
」
の

蛍
火
に
は
、
姫
が
呼
声
に
あ
く
が
れ
て
城
を
さ
ま
よ
い
出
で
た
と
い
う
の
み

な
ら
ず
、
貴
種
流
離
の
さ
よ
ひ
め
の
、
父
供
養
の
た
め
の
身
売
、
流
離
流
浪

と
言
う
べ
き
徒
歩
で
の
長
旅
、
大
蛇
の
生
贄
と
い
う
艱
難
に
、
さ
ら
に
、
壺

坂
観
音
の
本
地
で
あ
る
、
同
じ
池
に
か
つ
て
供
さ
れ
た
女
人
の
千
年
に
も
及

ぶ
苦
患
が
集
合
し
て
そ
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る
。

三
島
は
蛍
火
を
あ
て
が
き
し
た
中
村
歌
右
衛
門
を
モ
デ
ル
に
し
た
ほ
ぼ
同

（
�
）

時
期
の
「
女
方
」（
昭
３２
・
１
）
で
「
芝
居
の
裏
の
暗
い
美
的
な
魂
」
と
記

し
た
が
、
こ
う
し
た
ハ
ッ
ピ
イ
エ
ン
ド
を
裏
で
支
え
る
「
暗
」
さ
の
重
要
性

│
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
要
素
で
提
示
す
る
か
、
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
も
含

め
て
│
を
知
悉
し
て
い
た
。

戯
曲
と
小
説
、
書
斎
と
劇
場
を
自
身
の
「
シ
ー
ソ
オ
の
両
端
」
で
あ
る
と

そ
の
通
有
性
を
述
べ
た
上
で
、
戯
曲
に
つ
い
て
は
「
積
木
の
瓦
解
」
と
い
う

比
喩
で
「
破
壊
と
の
調
和
」
を
好
ん
で
い
る
こ
と
を
三
島
は
「
鰯
売
恋
曳

網
」
の
翌
年
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

今
で
も
私
は
小
説
を
書
き
戯
曲
を
書
き
つ
つ
、
そ
の
間
に
何
の
矛
盾

も
感
じ
な
い
。
劇
場
と
書
斎
と
は
、
私
の
シ
ー
ソ
オ
の
両
端
で
あ
る
。

（
中
略
）
均
衡
と
同
じ
く
ら
ゐ
に
破
壊
が
好
き
な
の
で
あ
る
。
正
確
に

言
へ
ば
、
ひ
た
す
ら
破
壊
に
向
つ
て
統
制
さ
れ
組
織
さ
れ
た
均
衡
の
理

念
が
、
私
の
劇
の
理
念
、
ひ
ろ
く
は
芸
術
の
理
念
に
な
つ
た
。
／（
中

略
）／
現
代
日
本
の
固
定
し
た
小
説
理
念
は
私
を
苦
し
め
た
。
そ
こ
で

い
つ
か
、
戯
曲
の
法
則
を
強
引
に
小
説
の
法
則
へ
導
入
し
よ
う
と
思
ふ

や
う
に
な
つ
た
。

（「
均
衡
へ
の
好
み
」、「
破
壊
と
の
調
和
」
│
「
戯
曲
の
誘
惑
」、
昭
３０
・

９
・
６
、
７
）

三
島
に
お
け
る
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
の
文
学
の
あ
り
よ
う
を
示
す
一
節

で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
貴
種
流
離
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
記
し
て
お
こ
う
。
三
島
は
、

先
に
掲
げ
た
「「
鰯
売
恋
曳
網
」
に
つ
い
て
」
の
み
な
ら
ず
そ
れ
以
前
、
昭

和
二
十
九
年
九
月
に
死
去
し
た
折
口
信
夫
に
つ
い
て
述
べ
た
「
折
口
信
夫
氏

の
こ
と
」（
昭
２８
・
１１
、
改
題
「
折
口
信
夫
」）
な
ど
で
す
で
に
語
っ
て
い

た
。
周
知
の
よ
う
に
貴
種
流
離
の
内
容
は
、
折
口
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
柳
田
国

男
が
「
流
さ
れ
王
」
と
い
う
名
辞
で
示
し
て
い
た
が
、
貴
種
流
離
譚
と
い
う

言
葉
自
体
は
折
口
が
、
用
い
て
定
着
し
た
も
の
（
初
出
は
大
正
十
三
年
十
月

（
�
）

発
表
の
「
国
文
学
の
発
生
（
第
二
稿
）」）
で
あ
る
。
三
島
は
そ
の
折
口
に
つ

い
て
さ
ら
に
翌
年
、
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

清
冽
な
抒
情
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
人
間
精
神
の
う
ち
で
、
何
か

不
快
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
怖
ろ
し
い
負
ひ
目
と
し
て
現
は
れ
る
の
で
な
け

四



れ
ば
、
本
当
の
抒
情
で
も
な
く
、
人
の
心
も
搏
た
な
い
と
い
ふ
考
へ
が

私
の
心
を
離
れ
な
い
。
白
面
の
、
肺
病
の
、
夭
折
抒
情
詩
人
と
い
ふ
も

の
に
は
、
私
は
頭
か
ら
信
用
が
置
け
な
い
の
で
あ
る
。
先
生
の
や
う
に

永
い
、
暗
い
、
怖
ろ
し
い
生
存
の
恐
怖
に
耐
へ
た
顔
、
そ
の
た
め
に
苔

が
生
え
、
失
礼
な
た
と
へ
だ
が
化
物
の
や
う
に
な
つ
た
顔
の
、
抒
情
的

な
悲
し
み
と
い
ふ
も
の
を
私
は
信
じ
る
。
／（
中
略
）
先
生
の
見
出
さ

れ
た
も
の
は
、
笑
ひ
や
優
雅
そ
れ
自
体
で
は
な
く
て
、
人
間
の
生
存
の

慰
め
で
あ
る
笑
ひ
や
優
雅
と
い
ふ
も
の
の
、
深
い
暗
い
本
質
ま
で
、
い

つ
も
見
抜
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
方
だ
と
思
へ
る
。

（「
折
口
信
夫
氏
の
思
ひ
出
」、
昭
３１
・
１１
）

こ
の
初
出
が
折
口
全
集
月
報
で
あ
る
こ
と
を
考
え
ず
と
も
、
こ
の
一
文
が

決
し
て
皮
肉
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
折
口
へ
の
三
島
の
文
学
的
な

い
わ
ば
共
感
と
敬
意
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
清

冽
な
抒
情
」
が
可
能
で
あ
る
の
は
そ
こ
に
「
怖
ろ
し
い
負
ひ
目
」
が
あ
る
か

ら
こ
そ
だ
と
述
べ
て
、
こ
こ
で
も
芸
術
の
破
壊
的
側
面
を
も
つ
均
衡
を
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
鰯
売
恋
曳
網
」
に
戻
れ
ば
、
蛍
火
実
ハ
丹
鶴
城
の
姫
の
恋
の
成
就
と
い

う
ハ
ッ
ピ
イ
エ
ン
ド
に
至
る
ま
で
の
自
ら
の
意
思
で
は
じ
ま
っ
た
貴
種
流
離

に
、「
さ
よ
ひ
め
の
さ
う
し
」
に
お
け
る
女
性
の
「
破
壊
」
的
な
流
離
、「
負

ひ
目
」「
暗
さ
」
を
内
包
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
あ
る
べ
き
「
調
和
」

と
し
て
の
戯
曲
、
文
学
を
提
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三

そ
こ
で
考
え
る
べ
き
な
の
が
「
鰯
売
恋
曳
網
」
で
そ
も
そ
も
タ
イ
ト
ル
に

表
れ
て
い
る
猿
源
氏
で
あ
る
。

「
鰯
売
る
賤
の
男
」
で
あ
る
が
、
父
の
遁
世
者
海
老
名
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ

は
、「
昔
は
き
こ
え
た
鰯
売
、
そ
の
又
む
か
し
は
関
東
侍
」
で
あ
る
。
実
在

の
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
は
、
足
利
家
に
仕
え
た
武
士
で
あ
り
、
歌
舞
音
曲
に
通

（
�
）

じ
て
い
た
と
い
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
「
猿
源
氏
草
紙
」
で
は
な
み
あ
み
だ

ぶ
つ
は
猿
源
氏
の
岳
父
だ
が
、
三
島
の
「
鰯
売
恋
曳
網
」
で
は
義
父
で
あ
る

と
明
示
的
な
表
現
は
な
く
│
む
ろ
ん
室
町
期
の
妻
も
つ
男
の
恋
、
で
は
な
く

（
�
）

戦
後
的
現
代
に
上
演
す
る
恋
と
い
う
枠
組
に
よ
る
こ
と
が
大
き
い
は
ず
だ
が

│
「
倅
」
と
呼
ぶ
実
父
と
考
え
ら
れ
る
。
猿
源
氏
が
「
侍
」
の
実
子
で
あ
る

と
い
う
変
更
は
、
猿
源
氏
に
お
け
る
貴
種
的
正
統
性
を
よ
り
加
味
し
た
も
の

と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
こ
と
以
上
に
、
お
伽
草
子
に
も
存
在
す
る
文
句
な
が
ら

「
伊
勢
の
国
に
阿
漕
ヶ
浦
の
猿
源
氏
が
鰯
か
う
え
い
」

と
い
う
呼
声
を
繰
り
返
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
呼
声
の
「
美
し
」
さ
に
魅
か

れ
た
蛍
火
実
ハ
丹
鶴
城
の
姫
と
夫
婦
と
な
っ
て
一
同
唱
和
す
る
そ
の
「
阿
漕

ヶ
浦
」
│
「
阿
漕
」
を
、
全
く
意
に
介
さ
ず
に
本
作
を
書
い
た
と
考
え
る
の

は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。

三
島
由
紀
夫
・
方
法
と
し
て
の
貴
種
流
離
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猿
源
氏
が
蛍
火
の
前
で
寝
入
っ
て
し
ま
い
寝
言
を
言
う
。
そ
れ
が
「
伊
勢

の
国
に
阿
漕
ヶ
浦
の
猿
源
氏
が
鰯
か
う
え
い
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
聴
い
た

蛍
火
に
「
こ
な
さ
ん
ま
こ
と
は
鰯
売
で
」
は
な
い
か
と
問
わ
れ
る
、
大
名
に

扮
装
し
た
猿
源
氏
は
和
歌
の
才
で
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
寝
言
に
言
っ
た
訳
を
取

り
繕
お
う
と
す
る
。「
猿
源
氏
」「
鰯
」
に
つ
い
て
「
猿
源
氏
草
紙
」
に
お
け

（
�
）

る
言
い
訳
で
用
い
ら
れ
た
歌
や
挿
話
で
あ
る
の
と
同
様
、「
阿
漕
ヶ
浦
」
も

こ
の
お
伽
草
子
の
歌
を
引
い
て
弁
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
阿
漕
ヶ

浦
」
を
蛍
火
に
ま
ず
問
わ
れ
て
、「
寝
言
に
ま
で
歌
枕
が
出
る
と
見
ゆ
る
」

と
し
て
猿
源
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

そ
り
や
ソ
レ
「
塩
木
と
る
阿
漕
ヶ
浦
に
引
く
網
も
度
重
な
れ
ば
あ
ら

は
れ
ぞ
す
る
」
と
い
ふ
歌
の
心
を
案
ず
る
う
ち
、
寝
言
に
も
申
し
つ
ら

ん
。

「
伊
勢
の
国
阿
漕
ヶ
浦
」
は
現
在
の
三
重
県
津
市
東
南
の
海
岸
で
あ
る
が
、

た
と
え
ば
市
古
貞
次
氏
は
「
猿
源
氏
草
紙
」
の
注
記
で
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

伊
勢
神
宮
御
料
の
魚
を
と
る
所
で
、
昔
は
禁
漁
地
。
そ
こ
の
魚
売
と

（
�
）

い
う
は
皮
肉
。

鰯
売
の
呼
声
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
戯
曲
で
あ
り
、「
阿
漕
ヶ
浦
」
を

繰
り
返
す
「
鰯
売
恋
曳
網
」
が
、
お
伽
草
子
の
設
定
の
ま
ま
、
禁
漁
地
の
魚

売
と
い
う
「
皮
肉
」
を
あ
え
て
活
か
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
お
伽
草
子
で
い
え
ば
三
島
「
蔵
書
目
録
」
中
に
あ
る
「
さ
よ
ひ

め
の
さ
う
し
」
を
含
む
、
先
に
引
い
た
『
室
町
時
代
小
説
集
』（
昭
１８
・

１２
、
昭
南
書
房
）
に
は
、「
あ
こ
き
の
さ
う
し
」（
神
宮
文
庫
蔵
写
本
に
よ

る
）
を
収
録
し
て
い
る
。「
さ
よ
ひ
め
の
さ
う
し
」
を
こ
れ
に
拠
っ
た
と
す

れ
ば
、
同
じ
本
の
中
の
、
以
下
に
少
し
く
述
べ
る
、
阿
漕
の
挿
話
、
す
な
わ

ち
、
禁
漁
地
の
戒
め
を
破
り
、
漁
を
行
っ
た
咎
で
、「
い
き
な
が
ら
、
ふ
し

づ
け
に
つ
け
」
ら
れ
「
し
づ
め
」
ら
れ
た
と
い
う
「
あ
こ
き
の
さ
う
し
」

（
�
）

を
、
三
島
は
目
に
し
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
直
前
作
『
潮
騒
』
主
人
公
の
漁
師

新
治
が
乗
る
「
太
平
丸
」
は
、「
伊
勢
海
（
中
略
）
そ
こ
の
禁
止
漁
区
で
、

こ
つ
そ
り
掛
漁
を
や
る
の
」（
第
二
章
）
だ
と
書
い
た
ば
か
り
の
三
島
で
あ

る
。さ

ら
に
言
え
ば
「
鰯
売
恋
曳
網
」
同
時
期
に
「
葵
上
」
は
じ
め
謡
曲
に
拠

っ
た
『
近
代
能
楽
集
』
の
戯
曲
を
も
書
い
て
い
た
三
島
で
あ
る
。「
鰯
売
恋

曳
網
」
構
想
執
筆
時
に
、
た
と
え
ば
四
番
目
物
、
執
心
男
物
で
知
ら
れ
る
和

（
�
）

歌
の
才
あ
る
密
漁
師
及
び
そ
の
霊
が
シ
テ
の
謡
曲
「
阿
漕
」
が
、
全
く
念
頭

に
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
。

謡
曲
「
阿
漕
」
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

伊
勢
神
宮
参
詣
を
思
い
立
っ
た
九
州
日
向
国
の
男
（
ワ
キ
）
が
伊
勢
の
国

あ
さ
ま
し

阿
漕
ヶ
浦
で
老
い
た
漁
師
（
前
ジ
テ
）
に
出
会
う
。
老
人
は
「
か
く
浅
猿
き

（
�
）

殺
生
の
家
に
生
れ
」
物
の
命
を
殺
す
明
け
暮
れ
の
わ
が
身
を
悲
し
む
。
阿
漕

ヶ
浦
の
縁
の
古
歌
を
口
ず
さ
み
興
じ
あ
う
（『
古
今
和
歌
六
帖
』
三
「
鯛
」

の
「
逢
ふ
こ
と
を
あ
こ
ぎ
の
島
に
引
く
鯛
の
た
び
重
な
ら
ば
人
も
知
り
な
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ん
」
が
本
歌
、『
源
平
盛
衰
記
』
八
「
讃
岐
院
事
」
の
「
伊
勢
の
海
阿
漕
が

浦
に
引
く
網
も
度
重
な
れ
ば
人
も
こ
そ
知
れ
」
を
変
形
し
た
歌
）。
和
歌
の

引
用
に
老
漁
師
の
風
流
心
が
示
さ
れ
る
。
や
が
て
日
向
の
男
が
、
阿
漕
ヶ
浦

の
謂
れ
を
尋
ね
る
と
、
老
漁
師
が
語
り
だ
す
。

�
こ
の
阿
漕
ヶ
浦
は
「
伊
勢
大
神
宮
御
光
臨
よ
り
こ
の
か
た
、
御
膳
調
進

の
網
を
引
く
所
」
で
あ
り
、
近
隣
の
漁
師
は
こ
こ
で
漁
を
行
い
た
か
っ
た
が

神
前
ゆ
え
禁
漁
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
「
阿
漕
と
云
海
士
人
（
蜑
人
）」

は
「
夜
々
忍
び
て
網
を
引
く
」、
度
重
な
っ
て
露
顕
し
縛
せ
ら
れ
「
所
を
も

か
へ
ず
」
そ
の
浦
の
沖
に
沈
め
ら
れ
た
。
漁
師
の
生
業
が
殺
生
で
あ
る
罪
深

さ
だ
け
で
な
く
禁
漁
を
犯
し
た
重
な
る
罪
に
よ
っ
て
冥
途
で
も
間
断
な
い
呵

責
の
責
め
を
負
っ
て
い
る
。
重
な
る
罪
を
弔
っ
て
く
だ
さ
い
。�

こ
う
し
て
自
ら
が
阿
漕
の
霊
で
あ
る
と
告
げ
た
老
漁
師
は
罪
障
懺
悔
の
た

め
日
向
の
男
に
逗
留
を
頼
み
、
俄
に
暗
く
な
っ
て
疾
風
と
と
も
に
よ
せ
来
る

荒
波
に
消
え
失
せ
る
。

浦
の
男
（
ア
イ
）
が
登
場
し
日
向
の
男
に
阿
漕
が
浦
の
謂
れ
を
語
り
、
供

養
を
勧
め
る
（
ア
イ
、
退
場
）。

日
向
の
男
（
ワ
キ
）
が
法
華
経
を
読
経
し
、
弔
う
。
す
る
と
阿
漕
の
霊

（
後
ジ
テ
）
が
現
れ
、
密
漁
を
再
現
す
る
。

今
宵
は
す
こ
し
波
荒
れ
て
、
御
膳
の
贄
の
網
は
ま
だ
引
か
れ
ぬ
よ
な

ふ
、「
よ
き
隙
な
り
と
（
中
略
）
忍
び
忍
び
に
引
く
網
の
、
沖
に
も
磯

（
�
）

に
も
舟
は
見
え
ず
、
た
だ
わ
れ
の
み
ぞ
あ
ご
の
海
。

し
か
し
、
漁
の
魚
は
今
で
は
か
え
っ
て
「
悪
魚
毒
蛇
」
と
な
っ
て
、
経
は

滅
罪
成
仏
の
た
よ
り
に
な
る
は
ず
だ
が
…
、�
八
寒
地
獄
の
紅
蓮
地
獄
、
大

紅
蓮
地
獄
で
肌
は
寒
冷
で
裂
け
紅
蓮
の
よ
う
に
な
り
、
八
熱
地
獄
の
焦
熱
地

獄
、
大
焦
熱
地
獄
で
皮
肉
が
熱
さ
で
焦
げ
糜
爛
、
絶
え
間
な
い
地
獄
の
苦
し

み
を
ど
う
ぞ
助
け
て
く
だ
さ
い
�。
阿
漕
の
霊
は
痛
苦
の
な
か
、
救
済
を
請

い
つ
つ
、
波
間
に
消
え
入
る
。

荒
天
の
間
隙
を
縫
っ
て
御
膳
調
進
の
網
は
見
え
ず
、「
た
だ
わ
れ
の
み
」

だ
と
、
執
心
の
密
漁
を
「
執
心
の
網
」
を
操
り
な
が
ら
、
再
現
し
て
い
く
リ

ア
ル
な
描
出
。
そ
う
し
た
な
か
で
間
断
な
い
痛
苦
を
抱
え
な
が
ら
波
間
に
消

え
る
阿
漕
の
霊
は
、
読
経
に
よ
っ
て
も
救
済
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

つ
ま
り
、「
阿
漕
が
浦
」
と
は
、
禁
漁
地
で
あ
る
の
に
こ
れ
を
犯
し
て
露

顕
し
、
捕
縛
さ
れ
沈
め
ら
れ
た
阿
漕
の
霊
が
罪
の
報
い
で
地
獄
に
お
い
て
も

阿
漕
の
名
で
苦
し
み
続
け
て
い
る
と
い
う
惨
憺
た
る
故
事
を
記
憶
し
て
い
る

場
所
な
の
で
あ
る
。

歌
舞
伎
に
つ
い
て
の
ち
に
三
島
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

悪
と
い
ふ
も
の
に
は
、
色
ん
な
悪
が
あ
り
ま
す
。
権
力
悪
も
あ
り
ま

す
。（
中
略
）
因
習
悪
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
官
能
的
な
悪
も

あ
り
ま
す
。
あ
る
ひ
は
端
的
に
言
つ
て
嘘
を
吐
く
こ
と
、
へ
つ
ら
ふ
こ

と
も
あ
る
で
せ
う
。
／
さ
う
い
ふ
人
間
の
悪
の
固
り
み
た
い
な
も
の

が
、
美
し
い
華
を
咲
か
せ
た
の
が
歌
舞
伎
で
あ
る
。（
中
略
）／
と
に
か

く
歌
舞
伎
は
悪
徳
の
巣
な
ん
で
す
。
歌
舞
伎
か
ら
も
し
、
さ
う
い
ふ
も

の
を
全
部
追
放
し
て
、
道
徳
的
な
美
し
い
も
の
、
清
潔
な
も
の
で
あ
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由
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夫
・
方
法
と
し
て
の
貴
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る
、
歌
舞
伎
と
い
ふ
も
の
は
ど
こ
の
世
界
に
出
し
て
も
恥
ず
か
し
く
な

い
、
そ
れ
こ
そ
期
待
さ
れ
る
人
間
像
だ
け
を
描
い
た
美
し
い
も
の
で
あ

る
、
と
も
し
さ
う
し
た
い
の
な
ら
、
さ
う
し
た
ら
よ
ろ
し
い
。
そ
の
瞬

間
に
歌
舞
伎
は
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
。
／（
中
略
）
美
の
魅
惑
は
、
も

う
ど
ん
な
道
徳
観
念
で
律
し
て
も
律
し
き
れ
な
い
不
思
議
な
も
の
を
出

し
て
来
た
わ
け
で
す
。

（「
悪
の
華
│
│
歌
舞
伎
」、
昭
和
四
五
年
七
月
三
日
講
演
、
初
出
は
昭

６３
・
１
）

「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
、
貴
種
と
し
て
の
蛍
火
、
侍
の
血
を
引
く
猿
源
氏
の

恋
の
成
就
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
こ
の
作
品
は
、
網
を
曳
き
操
る

阿
漕
の
求
め
る
救
済
が
成
就
し
な
い
苦
し
い
所
作
を
も
つ
「
阿
漕
」
の
空
間

を
起
点
と
し
、
そ
の
地
「
阿
漕
ヶ
浦
」
を
含
む
呼
声
を
恋
の
契
機
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。「
原
本
」
の
「
猿
源
氏
草
紙
」
と
は
異
な
り
、
重
要
な
恋
の

端
緒
で
あ
る
以
上
、
こ
の
「
阿
漕
ヶ
浦
」
は
単
な
る
「
皮
肉
」
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
い
。「
美
し
」
い
呼
声
を
繰
り
返
す
ハ
ッ
ピ
イ
エ
ン
ド
の
劇
は
、

そ
の
呼
声
の
裏
打
ち
に
「
悪
」
の
地
獄
の
責
苦
の
「
暗
い
」「
負
ひ
目
」
が

あ
っ
て
こ
そ
成
立
し
て
い
る
。

四

「
海
と
夕
焼
」
は
『
群
像
』（
昭
３０
・
１
）
に
発
表
さ
れ
た
。
後
年
の
三
島

（
�
）

が
「
も
つ
と
も
自
分
の
好
き
な
短
篇
」
五
編
の
う
ち
の
一
つ
と
言
え
る
ほ
ど

に
「
愛
着
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
作
品
で
あ
る
。
さ
ら
に
晩
年
の
短
編
集

自
作
解
説
で
も
、「
憂
国
」「
詩
を
書
く
少
年
」
と
と
も
に
「
私
に
と
つ
て
も

（
�
）

つ
と
も
切
実
な
問
題
を
秘
め
た
も
の
」
と
も
述
べ
た
短
編
で
あ
る
。「
秘
め

た
」
と
い
う
や
や
思
わ
せ
ぶ
り
な
作
者
後
年
の
自
作
自
注
に
は
慎
重
に
対
応

す
る
べ
き
で
あ
る
が
、「
切
実
」
は
看
過
で
き
な
い
字
句
で
あ
る
。

文
久
九
（
一
二
七
二
）
年
晩
夏
の
夕
暮
れ
、
鎌
倉
建
長
寺
裏
の
勝
上
ヶ
岳

頂
に
、
聾
啞
の
少
年
と
の
ぼ
っ
た
碧
眼
老
齢
の
寺
男
安
里
は
、
自
身
の
来
歴

を
語
る
。
安
里
は
「
夏
と
秋
と
が
争
ひ
合
つ
て
ゐ
る
」
空
に
「
横
ざ
ま
に
、

鰯
雲
が
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
る
」
の
を
見
て
そ
の
鰯
雲
に
「
羊
の
群
」
を
想
起
、

そ
こ
か
ら
か
つ
て
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
の
羊
飼
い
で
あ
っ
た
遠
い
昔
か
ら
の
流
浪
を

語
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
ば
は
「
日
頃
彼
が
達
者
に
操
る
日
本
語
で
は

な
」
く
、「
故
里
の
中
央
山
地
の
方
言
を
ま
じ
へ
た
仏
蘭
西
語
」
で
あ
る
。

聾
啞
の
少
年
に
向
け
て
の
異
国
の
言
語
に
よ
る
語
り
は
二
重
に
伝
達
の
不
可

能
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
設
定
だ
が
、
少
年
は
安
里
の
趣
意
を
「
聡
く
」

「
自
分
の
目
へ
直
に
映
し
出
す
」
よ
う
に
み
え
る
。

少
年
に
は
何
も
き
こ
え
ず
、
少
年
の
心
は
何
事
を
も
解
さ
な
い
。

が
、
そ
の
澄
ん
だ
目
は
い
か
に
も
聡
く
、
安
里
の
言
葉
を
で
は
な
く
、

安
里
の
言
は
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
青
い
澄
ん
だ
目
か
ら
自
分
の
目
へ

直
に
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
さ
う
に
思
は
れ
る
。

つ
ま
り
安
里
の
か
か
え
る
想
念
は
直
に
映
し
出
さ
れ
伝
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
だ
と
言
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

八



安
里
が
語
る
、「
第
五
十
字
軍
が
一
旦
聖
地
を
奪
回
し
た
の
に
、
ま
た
奪

ひ
返
さ
れ
た
千
二
百
十
二
年
の
こ
と
」、
と
い
う
、
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
奪
還

の
た
め
の
少
年
た
ち
の
行
動
と
、
実
際
に
は
マ
ル
セ
イ
ユ
に
集
結
す
る
も
破

船
、
奴
隷
化
、
流
浪
の
末
路
を
辿
る
経
緯
は
、
子
供
十
字
軍
の
史
実
と
照
応

す
る
。
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
が
主
導
し
た
子
供
十
字
軍
の
史
実
と
異
な
り
、
安
里

の
出
身
地
を
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
の
ヴ
ァ
ン
ド
ー
ム
で
は
な
く
三
島
所
有
の
テ
ィ

（
�
）

ー
ク
『
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
の
叛
乱
』
に
描
か
れ
る
激
烈
な
宗
教
戦
争
の
地
で
あ
る

セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
に
変
え
て
い
る
点
な
ど
を
含
め
史
実
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
小

（
�
）

（
�
）

埜
裕
二
氏
の
論
考
が
あ
る
。
そ
の
子
供
十
字
軍
に
つ
い
て
、
石
井
和
夫
氏
が

指
摘
し
小
埜
氏
同
論
考
が
上
田
敏
抄
訳
に
つ
い
て
は
「
直
接
的
な
典
拠
と
い

う
に
は
照
応
性
に
乏
し
い
」
と
し
つ
つ
も
言
及
す
る
マ
ル
セ
ル
・
シ
ュ
オ
ブ

『
小
児
十
字
軍
』
を
み
て
お
こ
う
。

上
田
敏
抄
訳
の
『
小
児
十
字
軍
』
に
は
「
浮
浪
学
生
の
話
」（
初
出
『
三

田
文
学
』
大
２
・
２
）、「
癩
病
や
み
の
話
」（
同
『
三
田
文
学
』
大
２
・

３
）、「
法
王
の
祈
禱
」（
同
『
芸
文
』
大
４
・
１
）
が
あ
る
が
、
こ
の
な
か

で
「
法
王
の
祈
禱
」
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
「
小
児

十
字
軍
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
善
い
業
で
無
い
」
と
い
う
立
場
で
、
聖
地

奪
還
の
不
可
能
に
つ
い
て
、
法
王
が
「
主
よ
」
と
語
り
か
け
る
祈
禱
の
形
式

で
、「
海
と
夕
焼
」
の
安
里
が
話
す
よ
う
な
経
緯
、
す
な
わ
ち
、
マ
ル
セ
イ

ユ
の
海
が
分
か
れ
て
聖
地
に
赴
け
る
は
ず
だ
と
い
う
「
狂
惑
」
的
想
念
や
、

「
人
買
に
売
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
三
島
生
誕
後
刊
行

の
『
上
田
敏
全
集

第
二
巻
』（
昭
３
・
８
、
改
造
社
）
で
引
用
し
て
お
く
。

而
し
て
い
か
な
る
心
の
狂
惑
に
や
七
千
有
余
の
小
児
等
は
、
そ
れ
と

み

く

る

す

な
く
心
ひ
か
れ
て
家
を
棄
て
出
た
。
御
十
字
架
と
杖
と
を
も
つ
て
、
旅

に
出
で
た
者
が
七
千
人
も
あ
る
。
何
の
武
器
も
有
つ
て
ゐ
無
い
。
頼
る

べ
無
き
幾
千
人
の
小
児
等
よ
、
わ
れ
ら
の
恥
辱
よ
。
彼
等
は
真
の
教
を

弁
へ
て
ゐ
な
い
。
わ
が
臣
下
ど
も
が
尋
ね
問
ふ
と
、
一
斉
に
答
へ
て
、

イ
エ
ル
サ
レ
ム

聖
地
の
恢
復
の
為
、
耶
路
撒
冷
へ
行
く
と
い
ふ
。
さ
り
と
て
海
は
越
さ

れ
ま
い
と
訊
け
ば
、
否
海
は
波
を
わ
け
て
干
上
り
、
通
路
を
開
く
に
相

違
無
い
と
答
へ
る
。
信
心
深
い
世
間
の
親
た
ち
が
、
彼
等
を
引
留
め
て

も
夜
の
間
に
閂
を
破
り
、
垣
を
越
え
て
了
ふ
。
小
児
等
の
多
く
は
貴
人

の
落
胤
で
あ
る
。
不
憫
極
ま
る
者
ど
も
か
な
。
主
よ
、
是
等
の
嬰
児
は

皆
破
船
の
憂
目
を
見
て
、
追
つ
て
モ
ハ
メ
ツ
ト
の
宗
門
に
渡
さ
れ
る
。

バ
グ
ダ
ツ
ト
の
帝
王
は
遠
い
其
宮
殿
に
待
伏
し
て
ゐ
る
。
或
は
あ
ら
く

れ
の
船
乗
の
手
に
落
ち
て
人
質
に
売
ら
れ
る
。
／
主
よ
、
教
法
の
掟
に

従
つ
て
、
言
上
す
る
事
を
、
容
し
給
へ
。
必
定
こ
の
小
児
十
字
軍
は
善

い
業
で
無
い
。
之
が
為
に
御
墓
の
恢
復
は
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
。
唯
、
正
し

（
�
）

き
信
仰
の
外
端
に
徜
ふ
浮
浪
の
徒
を
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。

（
傍
線
引
用
者
）

ま
ず
、
傍
線
の
よ
う
に
、
シ
ュ
オ
ブ
作
、
上
田
敏
訳
の
こ
の
作
品
に
お
い

て
、「
小
児
十
字
軍
」
の
多
く
が
「
貴
人
の
落
胤
」
で
あ
っ
た
と
い
う
一
文

は
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
三
島
が
同
時
期
作
品
『
潮
騒
』
の
藍
本
に

用
い
た
「
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
」
で
は
牧
人
ダ
フ
ニ
ス
は
、
実
ハ
富
貴
の
生

ま
れ
と
い
う
貴
種
流
離
譚
で
あ
っ
た
が
、「
小
児
十
字
軍
」
か
ら
人
買
い
に
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買
わ
れ
流
竄
を
経
た
牧
人
安
里
に
、
実
ハ
、
の
「
貴
人
の
落
胤
」
を
重
ね
て

み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
三
島
は
直
前
に
、

牧
人
が
貴
人
の
出
で
あ
っ
た
と
い
う
作
品
に
拠
っ
て
自
作
を
完
成
さ
せ
て
い

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
重
要
な
こ
と
は
、
安
里
と
同
様
に
、
そ
し
て
『
沈
め

る
滝
』
の
主
人
公
に
つ
い
て
三
島
が
言
う
の
と
同
様
に
、
自
ら
の
意
思
で
流

離
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
は
法
王
に
よ
っ
て
「
御
墓
恢
復
は
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
」
好

ま
し
く
な
い
「
業
」
で
あ
り
「
浮
浪
の
徒
を
増
す
ば
か
り
」
の
行
動
で
あ
る

と
指
弾
さ
れ
て
い
る
、
し
か
し
「
小
児
十
字
軍
」
は
聖
地
を
め
ざ
し
て
し
ま

っ
て
お
り
、
作
品
末
尾
で
法
王
は
「
わ
か
ら
ぬ
」
と
言
い
お
さ
め
ざ
る
を
得

な
い
。

効
果
を
考
え
れ
ば
無
益
ど
こ
ろ
か
奴
隷
や
流
浪
の
民
と
な
る
危
険
を
十
分

に
は
ら
み
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
「
小
児
十
字

軍
」
の
あ
り
よ
う
を
伝
え
る
「
法
王
の
祈
禱
」
は
、
三
島
「
海
と
夕
焼
」
安

里
が
、「
安
ら
ひ
」
の
今
日
も
な
お
思
い
返
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
「
自
分

等
を
追
ひ
や
つ
た
」「
未
知
な
る
も
の
へ
の
翹
望
」
を
お
も
わ
せ
る
。

安
里
の
心
に
は
今
安
ら
ひ
が
あ
る
。
帰
国
の
空
し
い
望
み
は
と
う
に

捨
て
去
り
、
日
本
の
土
に
骨
を
埋
め
る
覚
悟
が
出
来
て
ゐ
る
。（
中
略
）

そ
れ
だ
と
い
ふ
の
に
、
夏
の
空
を
夕
焼
が
染
め
、
海
が
一
線
の
緋
に
か

が
や
く
と
き
に
は
、
足
は
お
の
づ
と
動
い
て
、
勝
上
ヶ
岳
の
頂
き
へ
向

は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
／
夕
焼
を
見
る
。
海
の
反
射
を
見
る
。
す
る

と
安
里
は
、
生
涯
の
は
じ
め
の
こ
ろ
に
、
一
度
た
し
か
に
我
身
を
訪
れ

た
不
思
議
を
思
ひ
返
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
あ
の
奇
蹟
、
あ
の
未
知

な
る
も
の
へ
の
翹
望
、
マ
ル
セ
イ
ユ
へ
自
分
等
を
追
ひ
や
つ
た
異
様
な

力
、
さ
う
い
ふ
も
の
の
不
思
議
を
、
今
一
度
確
か
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な

い
。
さ
う
し
て
最
後
に
思
ふ
の
は
、
大
ぜ
い
の
子
供
た
ち
に
囲
ま
れ
て

マ
ル
セ
イ
ユ
の
埠
頭
で
祈
つ
た
と
き
、
つ
ひ
に
分
れ
る
こ
と
な
く
、
夕

日
に
か
が
や
い
て
沈
静
な
波
を
打
ち
寄
せ
て
ゐ
た
海
の
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
、
し
ず
か
な
稲
村
ケ
崎
辺
の
海
を
見
な
が
ら
、「
い
く
ら
祈
つ
て
も

分
れ
な
か
つ
た
夕
映
え
の
海
の
不
思
議
」
を
「
あ
り
あ
り
と
思
ひ
出
す
」
安

里
に
は
、「
異
様
な
力
」「
未
知
な
る
も
の
へ
の
翹
望
」
が
そ
れ
を
変
化
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、「
沈
静
な
波
」
の
平
穏
な
海
あ
る
空
間
に
存
在

し
た
こ
と
を
想
起
し
続
け
て
い
る
。

自
作
自
注
で
三
島
は
安
里
の
分
か
れ
な
か
っ
た
海
へ
の
拘
泥
を
、「
戦
争

体
験
」
に
お
け
る
「
神
風
が
吹
か
な
か
つ
た
」
こ
と
へ
の
そ
れ
の
寓
意
で
読

み
取
る
向
き
の
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、「
私
の
戦
争
体
験
の
そ
の
ま
ま
の
寓

話
化
で
は
な
い
」
と
し
た
上
で
、「
も
つ
と
も
私
の
問
題
性
を
明
ら
か
に
し

て
く
れ
た
の
が
戦
争
体
験
」
と
述
べ
た
上
で
自
身
の
文
学
的
自
覚
を
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

「
な
ぜ
あ
の
と
き
海
が
二
つ
に
割
れ
な
か
つ
た
か
」
と
い
ふ
奇
蹟
待

望
が
自
分
に
と
つ
て
不
可
避
な
こ
と
と
、
同
時
に
そ
れ
が
不
可
能
な
こ

と
と
は
、
実
は
「
詩
を
書
く
少
年
」
の
年
齢
の
こ
ろ
か
ら
、
明
ら
か
に

（
�
）

自
覚
さ
れ
て
ゐ
た
筈
な
の
だ
。
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「
翹
望
」「
異
様
な
力
」
に
よ
る
「
不
思
議
」
が
「
不
可
能
」
で
あ
り
平
穏

が
変
わ
り
な
く
平
静
「
沈
静
」
が
つ
づ
く
こ
と
を
知
悉
し
な
が
ら
な
お
、
あ

る
い
は
「
不
可
能
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
も
の
を
求
め
る
「
翹

望
」
が
「
不
可
避
」
で
あ
る
こ
と
。

今
や
「
安
ら
ひ
」
の
日
々
を
過
ご
す
安
里
に
、「
不
可
能
」
を
承
知
で
な

お
、
あ
る
い
は
「
不
可
能
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
異
様
な
力
が
流

浪
流
離
に
追
い
や
っ
た
日
々
を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
「
不
可

避
」、
そ
の
不
可
能
と
不
可
避
の
両
方
の
存
在
が
、
さ
ら
に
い
え
ば
平
穏
な

な
か
の
自
ら
の
意
思
に
よ
る
「
暗
い
」「
負
ひ
目
」
が
、
こ
の
作
品
に
は
み

て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

五

ハ
ッ
ピ
イ
エ
ン
ド
の
「
鰯
売
恋
曳
網
」、
今
は
「
安
ら
ひ
」
の
な
か
に
あ

る
安
里
を
描
く
「
海
と
夕
焼
」、
戯
曲
と
短
編
の
相
違
は
あ
る
が
、
三
島
の

い
う
「
シ
ー
ソ
オ
の
両
端
」
で
あ
る
こ
の
二
作
に
は
、
平
穏
の
な
か
の
「
破

壊
」
的
な
痕
跡
や
記
憶
、「
清
冽
」
の
今
日
の
な
か
の
「
暗
い
」「
負
ひ
目
」

と
い
う
、
い
わ
ば
「
明
」
の
な
か
の
自
ら
の
意
思
に
よ
る
「
暗
」
の
併
存
が

み
て
と
れ
る
。

「
鰯
売
恋
曳
網
」、「
海
と
夕
焼
」
は
、「
沈
静
」
で
平
穏
な
な
か
に
貴
人
の

流
離
、
た
だ
し
自
ら
の
意
思
に
よ
る
流
離
と
そ
の
結
果
と
い
う
「
暗
い
」

「
負
ひ
目
」
を
し
の
ば
せ
な
が
ら
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ハ
ッ
ピ
イ
エ

ン
ド
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
鰯
売
の
呼
声
を
「
美
し
」
い
と
い
う
蛍
火
実
ハ

丹
鶴
城
の
姫
の
流
離
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
呼
声
に
、
元
侍
子
息
の
鰯
売
猿
源

氏
が
い
う
阿
漕
ヶ
浦
、
そ
こ
に
沈
む
阿
漕
の
逸
話
の
ご
と
く
。「
貴
人
の
落

胤
」
も
多
い
と
い
う
「
小
児
十
字
軍
」
の
安
里
が
鎌
倉
稲
村
ケ
崎
に
マ
ル
セ

イ
ユ
の
沈
静
な
波
を
み
る
、
そ
の
流
離
の
ご
と
く
。
こ
う
し
た
「
調
和
」
の

な
か
に
破
壊
的
な
「
怖
ろ
し
い
」「
暗
い
」「
負
ひ
目
」
を
蔵
し
て
い
る
、
別

言
す
れ
ば
、
自
ら
の
意
思
に
よ
る
「
暗
い
」「
負
ひ
目
」
に
よ
っ
て
こ
そ
調

和
的
な
平
穏
が
表
現
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
、
少
な
く
と
も
昭
和
三
十
年

前
後
の
三
島
由
紀
夫
に
お
け
る
方
法
上
の
問
題
を
含
む
貴
種
流
離
譚
の
重
要

性
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
デ
キ
王
子
の
挿
話
の
意
味
と
貴
種
流
離
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
三

島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
考
│
│
麻
績
王
と
デ
キ
王
子
│
│
」（『
湘
南
短

期
大
学
紀
要
』
９
、
平
１０
・
３
）
に
て
論
じ
て
い
る
。

（
２
）
大
岡
昇
平
・
寺
田
透
・
三
島
由
紀
夫
「
創
作
合
評
」（『
沈
め
る

滝
』）（『
群
像
』
昭
３０
・
５
）
に
お
け
る
三
島
の
発
言
。

（
３
）
該
作
に
お
け
る
貴
種
流
離
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
三
島
由

紀
夫
『
沈
め
る
滝
』
考
│
│
変
化
の
不
可
抗
性
│
│
」（『
國
學
院
雑

誌
』
１０５
⑾
、
平
１６
・
１１
）
に
て
考
究
し
た
。

（
４
）「
猿
源
氏
草
紙
」
に
お
い
て
、
安
達
敬
子
「『
猿
源
氏
草
紙
』
攷
」

（『
国
語
国
文
』
６３
⑾
、
平
６
・
１１
）
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
「
教

唆
」
に
よ
っ
て
猿
源
氏
が
扮
装
し
た
大
名
が
宇
都
宮
氏
で
あ
っ
た
と

い
う
選
択
が
、「
蛍
火
を
和
歌
説
話
に
よ
っ
て
言
い
く
る
め
る
展
開

三
島
由
紀
夫
・
方
法
と
し
て
の
貴
種
流
離

一
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に
は
最
も
適
切
」
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
、
室
町
期
に
「
関
東
八
館

の
一
で
下
野
国
に
勢
威
を
振
る
い
、
足
利
幕
府
と
密
な
関
係
を
結
ん

で
い
た
」
の
み
な
ら
ず
、「
何
よ
り
も
文
学
史
上
、
こ
の
一
族
は
鎌

倉
期
、
関
東
に
お
い
て
宇
都
宮
歌
壇
を
主
宰
し
和
歌
と
蹴
鞠
に
秀
で

た
学
芸
の
家
と
し
て
き
こ
え
て
い
た
」
た
め
で
あ
る
こ
と
を
、
以
下

の
二
論
文
を
掲
げ
つ
つ
指
摘
し
て
い
る
。
石
田
吉
貞
「
宇
都
宮
歌
壇

と
そ
の
性
格
」（『
国
語
と
国
文
学
』
２４
⑿
、
昭
２２
・
１２
）、
小
林
一

彦
「
宇
都
宮
歌
壇
の
再
考
察
│
笠
間
時
朝
・
浄
意
法
師
を
中
心
に

│
」（『
国
語
と
国
文
学
』
６５
⑶
、
昭
６３
・
３
）。

（
５
）
三
島
「
鰯
売
恋
曳
網
」
と
お
伽
草
子
「
猿
源
氏
草
紙
」
と
の
比
較

を
行
っ
た
も
の
に
、
木
谷
真
紀
子
「
三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」

論
│
│
「
お
伽
草
子
」
と
「
笑
劇
」
と
│
│
」（『
同
志
社
国
文
学
』

５６
、
平
１４
・
３
、
平
１９
・
１２
、
翰
林
書
房
、
木
谷
『
三
島
由
紀
夫
と

歌
舞
伎
』
所
収
）
が
あ
る
。
三
島
作
品
に
お
け
る
猿
源
氏
の
「
情
け

な
い
」
造
型
か
ら
笑
劇
を
考
え
る
論
で
あ
り
、
三
島
文
学
に
お
け
る

平
穏
の
な
か
の
〈
暗
さ
〉
の
内
包
を
考
え
る
本
稿
と
は
方
向
を
異
に

す
る
が
掲
げ
て
お
く
。

（
６
）
横
山
重
・
太
田
武
夫
・
森
武
之
助
校
訂
『
室
町
時
代
物
語
集

第

四
』（
昭
１５
・
９
、
大
岡
山
書
店
）。

な
お
た
と
え
ば
事
典
項
目
に
つ
き
道
標
的
記
述
を
行
っ
て
い
る
沢

井
耐
三
「
さ
よ
ひ
め
」（
大
曾
根
章
介
他
編
、
平
１０
・
５
、
明
治
書

院
、『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』）
は
「
諸
本
に
よ
り
人
名
・
地
名
に

相
違
が
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
奥
州
商
人
を
「
こ
ん
か
の
大
夫
」

と
示
す
な
ど
『
室
町
時
代
物
語
集
』
所
収
の
も
の
に
近
い
筋
を
紹
介

し
て
い
る
。
や
や
煩
瑣
に
な
る
が
『
室
町
時
代
物
語
集
』
所
収
「
さ

よ
ひ
め
」
に
拠
る
梗
概
を
記
し
て
お
く
。

大
和
国
松
浦
谷
壺
坂
の
富
者
で
あ
る
京
極
殿
に
は
子
が
な
か
っ
た

が
、
夫
婦
で
観
音
参
詣
の
甲
斐
あ
っ
て
女
児
誕
生
、
こ
れ
が
さ
よ
姫

で
あ
る
。
し
か
し
姫
四
歳
の
折
、
姫
の
父
は
病
死
、「
み
め
か
た
ち

な
ら
ひ
な
く
」
賢
く
育
っ
た
も
の
の
、
次
第
に
家
財
家
来
も
失
っ
て

い
く
。
貧
窮
の
中
、
姫
十
六
歳
、
亡
父
の
十
三
回
忌
、
な
ん
と
か
親

の
菩
提
を
弔
お
う
と
、
折
か
ら
聴
い
た
興
福
寺
の
聖
の
説
法
「
身
を

う
り
て
も
」
供
養
お
こ
な
う
べ
し
、
を
心
に
留
め
る
。

そ
う
し
た
あ
る
日
、
奥
陸
奥
の
こ
ん
か
の
大
夫
が
奈
良
の
都
に
や

っ
て
く
る
。
土
地
の
池
の
大
蛇
に
所
繁
盛
家
繁
盛
の
た
め
「
み
め
よ

き
姫
を
、
い
け
に
、
そ
な
ふ
る
」
た
め
人
買
に
来
た
の
で
あ
っ
た
。

興
福
寺
南
大
門
の
高
札
を
見
た
さ
よ
姫
は
謝
金
五
十
両
を
得
て
十
三

回
忌
を
行
う
と
母
と
泣
き
別
れ
、
大
夫
に
連
れ
ら
れ
て
徒
歩
に
て
奥

陸
奥
へ
の
長
旅
に
出
る
。
よ
う
や
く
奥
陸
奥
安
達
郡
に
着
い
た
が

「
姫
君
は
、
に
え
に
そ
な
は
る
、
事
を
は
し
ら
す
」
に
い
た
た
め
、

大
蛇
の
贄
と
し
て
「
あ
す
を
か
き
り
の
、
い
の
ち
」
な
の
だ
と
「
ふ

る
さ
と
の
は
ゝ
う
へ
」
な
げ
か
わ
し
と
思
い
遺
書
を
認
め
る
。

い
よ
い
よ
生
贄
と
な
る
日
、
船
で
池
に
漕
ぎ
出
す
や
風
雲
激
し
く

大
蛇
火
炎
の
息
を
吐
く
が
、
さ
よ
姫
、
自
分
と
と
も
に
大
蛇
も
成
仏

せ
よ
と
読
経
、
こ
れ
が
奏
功
し
、
大
蛇
が
崩
れ
去
る
と
と
も
に
女
人

が
現
れ
る
。
彼
女
が
語
る
に
は
、
自
分
は
伊
勢
国
二
見
浦
の
者
だ
が

一
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幼
時
に
母
が
死
に
、
継
母
に
憎
ま
れ
、
迷
い
出
で
、
商
人
に
謀
ら
れ

売
ら
れ
て
こ
の
池
の
人
柱
に
捧
げ
ら
れ
た
。
九
百
九
十
九
年
、
所
の

神
と
崇
め
ら
れ
た
が
、
大
蛇
身
の
苦
し
み
は
絶
え
間
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
今
の
読
経
で
苦
患
を
免
れ
た
、
と
言
う
。
お
礼
に
さ

よ
姫
に
竜
宮
城
の
第
一
の
宝
、
如
意
宝
珠
を
奉
り
、
姫
を
故
郷
の
猿

沢
の
池
の
ほ
と
り
に
送
り
届
け
る
。

さ
よ
姫
は
件
の
宝
珠
で
母
の
目
を
治
し
、
故
郷
松
浦
谷
に
帰
り
宝

珠
で
宝
を
降
ら
せ
て
富
貴
と
な
り
大
和
国
司
と
結
婚
、
子
沢
山
と
な

り
、
不
老
不
死
の
徳
を
備
え
る
、
こ
れ
竹
生
島
弁
財
天
の
本
地
で
あ

る
。以

上
が
「
さ
よ
ひ
め
」
で
あ
る
が
、『
室
町
物
語
集

第
四
』
に

続
け
て
収
録
さ
れ
て
い
る
同
類
の
物
語
の
短
縮
版
「
壺
坂
物
語
」

（
筑
土
鈴
寛
蔵
本
に
拠
る
）
で
は
、
こ
の
池
の
大
蛇
は
姫
を
壺
坂
に

送
り
届
け
た
後
、
壺
坂
観
音
と
な
っ
た
、
と
本
地
譚
と
し
て
い
る
。

（
７
）「
蔵
書
目
録
」、
島
崎
博
・
三
島
瑤
子
編
『
定
本
三
島
由
紀
夫
書
誌
』

（
昭
４７
・
１
、
薔
薇
十
字
社
）
所
収

（
８
）「
さ
よ
ひ
め
の
さ
う
し
」
は
戸
川
濱
男
蔵
古
写
本
に
よ
る
。
な
お
他

に
類
書
を
比
較
検
討
し
た
結
果
の
比
較
的
新
し
い
編
纂
本
で
『
室
町

時
代
小
説
集
』
に
近
似
し
て
い
る
『
室
町
時
代
物
語
大
成

第
六
』

所
収
の
赤
木
文
庫
蔵
古
写
本
に
拠
る
「
さ
よ
ひ
め
の
さ
う
し
」（
横

山
重
・
松
本
隆
信
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』（
昭
５３
・
３
、
角
川

書
店
））
も
参
看
し
た
。

（
９
）
女
方
万
菊
の
示
す
若
い
演
出
家
川
崎
へ
の
「
厚
意
」
に
「
恋
」
を

見
出
す
増
山
の
目
を
通
し
て
、
地
の
文
で
は
川
崎
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
青
年
の
目
は
明
る
す
ぎ
て
、
理
論
に

は
秀
で
て
ゐ
て
も
、
芝
居
の
裏
の
暗
い
美
的
な
魂
を
の
ぞ
く
こ
と
は

で
き
な
か
つ
た
。」（「
女
方
」「
六
」
昭
３２
・
１
）

（
１０
）
西
村
亨
「
貴
種
流
離
譚
」（
西
村
編
、
昭
６３
・
７
、
大
修
館
書
店

『
折
口
信
夫
事
典
』）、
山
崎
正
之
「
貴
種
流
離
譚
」（
大
林
太
良
・
吉

田
敦
彦
監
修
、
平
９
・
６
、
大
和
書
房
『
日
本
神
話
事
典
』）、
野
村

純
一
「
貴
種
流
離
譚
」（
有
山
大
吾
・
石
内
徹
編
、
平
１２
・
２
、
勉

誠
出
版
『
迢
空
・
折
口
信
夫
事
典
』）。
な
お
三
島
『
潮
騒
』
と
貴
種

流
離
譚
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
注
（
１
）
拙
稿
に
て
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
。

貴
種
流
離
譚
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
岩
崎
武
夫
「
義
経
記
・
説
経

・
幸
若

貴
種
流
離
譚
と
し
て
の
視
点
か
ら
」（
日
本
文
学
協
会
編
、

昭
６２
・
６
、
大
修
館
書
店
『
日
本
文
学
講
座
５

物
語
・
小
説
Ⅱ
』

所
収
）
が
折
口
「
小
説
戯
曲
文
学
に
お
け
る
物
語
要
素
」
を
ふ
ま
え

つ
つ
「
貴
種
流
離
譚
の
パ
タ
ー
ン
（
主
人
公
の
没
落
│
流
離
│
転
生

（
死
））」
を
掲
げ
て
い
る
他
、
阿
部
好
臣
「
貴
種
流
離
譚
の
基
本
構

造
」（
同
前
書
所
収
）
が
「〈
貴
種
流
離
譚
〉
に
〈
罪
〉
の
問
題
が
重

要
で
あ
る
こ
と
」
を
特
記
し
て
い
る
な
ど
の
指
摘
も
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
三
島
の
言
及
を
軸
に
考
察
し
て
い
く
。

（
１１
）
大
島
建
彦
校
注
・
訳
「
猿
源
氏
草
紙
」、
頭
注
「
海
老
名
南
無
阿
弥

陀
仏
」（
大
島
校
注
・
訳
、
昭
４９
・
９
、
小
学
館
『
日
本
古
典
文
学

全
集
３６

御
伽
草
子
集
』
所
収
）、
大
島
校
注
・
訳
「
猿
源
氏
草
紙
」

三
島
由
紀
夫
・
方
法
と
し
て
の
貴
種
流
離
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頭
注
、「
海
老
名
南
無
阿
弥
陀
仏
」（
大
島
・
渡
浩
一
校
注
・
訳
、
平

１４
・
９
、
小
学
館
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
６３

室
町
物
語
草

子
集
』
所
収
）。
大
島
氏
頭
注
は
南
無
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。「『
申
楽
談
義
』
に
よ
る
と
、「
歌
舞
音

曲
に
通
じ
て
、
曲
舞
「
東
国
下
り
」
の
節
を
つ
け
た
と
い
う
。『
常

楽
記
』
に
よ
っ
て
、
永
徳
元
（
一
三
八
一
）
年
没
と
知
ら
れ
る
。
海

老
名
家
は
、
村
上
源
氏
の
末
流
。
そ
の
家
名
は
、
相
模
国
高
座
郡

（
現
神
奈
川
県
海
老
名
市
）
の
地
名
か
ら
起
る
。「
阿
弥
陀
仏
」（
略

し
て
「
阿
」）
は
お
も
に
時
宗
で
法
名
の
一
部
に
つ
け
る
。」

（
１２
）
市
川
裕
見
子
「
三
島
由
紀
夫
歌
舞
伎
作
品
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

│
そ
の
二
『
鰯
売
恋
曳
網
』」（『
外
国
文
学
』（
宇
都
宮
大
学
外
国
文

学
研
究
会
）
４９
、
平
１２
・
３
）
も
「
話
の
展
開
か
ら
し
て
、
妻
の
父

親
が
、
婿
の
恋
の
加
勢
を
す
る
と
い
う
の
は
、
現
代
人
の
感
覚
で
は

受
け
入
れ
に
く
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
１３
）「
猿
源
氏
草
紙
」
に
お
け
る
弁
明
は
、
宇
都
宮
が
上
洛
し
将
軍
を
含

め
た
宗
匠
と
と
も
に
連
歌
と
な
っ
た
お
り
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し

て
、
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
お
り
、
言
訳
も
や
や
冗
長
に
な
っ
て
い

る
が
、
三
島
「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
、
上
演
の
た
め
に
簡
略
化
し
た
と

思
わ
れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
こ
れ
ら
に
拠
っ
て
い
る
。
注

（
１１
）
に
引
い
た
大
島
氏
の
頭
注
を
参
照
し
つ
つ
触
れ
て
お
く
。
す

な
わ
ち
「
猿
源
氏
」
に
は
「「
怨
み
わ
び
た
る
猿
沢
の
池
」「
わ
ぎ
妹

子
が
寝
乱
れ
髪
を
猿
沢
の
池
の
玉
藻
と
見
る
ぞ
悲
し
き
」（「『
大
和

物
語
』
百
五
十
、『
拾
遺
集
』
哀
傷
、『
柿
本
集
』
な
ど
に
、
第
二
句

が
「
ね
く
た
れ
髪
を
」
と
し
て
出
て
い
る
。
柿
本
人
麻
呂
の
作
と
伝

え
ら
れ
る
。」（
同
注
（
１１
）
大
島
氏
『
新
編
』
頭
注
））
を
引
く
。

ま
た
「
鰯
」
に
つ
い
て
は
『
古
事
談
』
一
の
「
鰯
ハ
良
薬
為
リ
ト
雖

モ
、
公
家
ニ
供
セ
ズ
」
や
『
本
朝
食
鑑
』
八
の
「
肥
健
長
生
セ
シ

ム
」
に
あ
る
鰯
の
同
時
代
的
特
性
と
、
和
泉
式
部
と
保
昌
と
の
挿
話

か
ら
「
日
の
本
に
い
は
は
れ
給
ふ
石
清
水
参
ら
ぬ
人
は
あ
ら
じ
と
ぞ

思
ふ
」
の
歌
に
「
鰯
」
と
「
石
清
水
」
を
か
け
て
釈
明
に
用
い
て
い

る
。
な
お
こ
の
歌
に
つ
い
て
同
注
（
１１
）
大
島
氏
『
新
編
』
校
注
は

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「『
八
幡
愚
童
訓
』
下
に
、
八
幡
大
菩
薩

の
託
宣
の
歌
と
し
て
、「
日
ノ
下
ニ
イ
ハ
ゝ
レ
玉
フ
石
清
水
マ
イ
ラ

ヌ
人
ハ
ア
ラ
ジ
ト
ゾ
思
フ
」
と
あ
る
。
こ
の
託
宣
の
歌
が
、「
鰯
を

食
わ
な
い
人
は
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
か
け
て
用
い
ら
れ
た
も

の
。
志
賀
理
斎
の
『
三
省
録
』
に
、
紫
式
部
の
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、

こ
こ
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。」

（
１４
）
市
古
貞
次
校
注
『
御
伽
草
子
（
上
）』（
昭
６０
・
１０
、
岩
波
文
庫
）

（
１５
）「
あ
こ
き
の
さ
う
し
」
に
つ
い
て
は
夙
に
石
川
透
氏
が
「
山
岸
文
庫

蔵
『
落
窪
の
草
子
』
奥
書
の
真
偽
│
│
『
阿
漕
の
草
子
』
か
ら
多
田

義
俊
偽
作
説
に
及
ぶ
│
│
」（『
藝
文
研
究
』
５２
、
昭
６３
・
１
）
に
お

い
て
「『
阿
漕
の
草
子
』
の
本
文
自
体
が
近
世
の
偽
作
と
思
わ
れ
る
」

と
述
べ
て
い
た
が
、
同
氏
は
「
阿
漕
の
草
子
」
と
謡
曲
「
阿
漕
」
が

「
密
接
」
な
関
連
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
後
年
に
も
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「『
阿
漕
』
と
『
阿
漕
の
草
子
』
と
の
関
係
は
、
御
伽

草
子
が
謡
曲
へ
と
影
響
を
与
え
た
、
年
代
の
わ
か
る
貴
重
な
例
と
考

一
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え
た
い
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、『
阿
漕
の
草
子
』
に
は
、

江
戸
時
代
の
人
物
に
よ
る
偽
作
説
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。（
中
略
）
内
容
か
ら
す
る
と
、
平
次
盛
と
い
う
名
前
自
体
が
、

古
浄
瑠
璃
『
あ
こ
ぎ
の
平
次
』
以
降
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
命
名
で

あ
る
こ
と
等
か
ら
、
本
書
﹇『
阿
漕
の
草
子
』
│
引
用
者
注
﹈
の
成

立
は
江
戸
時
代
で
、
偽
作
説
の
あ
る
多
田
義
俊
の
手
に
よ
り
、
本
文

も
奥
書
も
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
謡
曲

『
阿
漕
』
と
御
伽
草
子
『
阿
漕
の
草
子
』
と
の
関
係
は
、
密
接
で
は

あ
る
が
、
後
者
は
江
戸
時
代
の
偽
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」（
石
川

透
「『
阿
漕
』
と
『
阿
漕
の
草
子
』」、
平
２１
・
５
、
三
弥
井
書
店
、

石
川
『
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
展
開
』
所
収
、
初
出
は
『
川
崎
市
定
期

能

第
七
十
五
回
』、
川
崎
市
、
平
１８
・
６
。）
三
島
に
お
い
て
偽
書

か
否
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
上

掲
し
た
の
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
明
ら
か
な
『
阿
漕
』
の
名
を
も
つ

お
伽
草
子
と
謡
曲
と
の
「
密
接
」
な
関
係
性
を
述
べ
る
研
究
を
引
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
続
け
て
検
討
す
る
謡
曲
『
阿
漕
』
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
の
妥
当
性
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

（
１６
）
お
伽
草
子
「
猿
源
氏
草
紙
」
に
お
け
る
謡
曲
「
阿
漕
」
と
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
は
「「
阿
漕
が
浦
の
鰯
売
」
で
は
、
自
ら
禁
忌
を
犯

し
て
い
る
こ
と
を
洛
中
に
言
い
広
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。」
と
い

う
指
摘
（
小
原
亨
「『
猿
源
氏
草
紙
』
の
方
法
」、『
日
本
文
藝
学
』

３３
、
平
８
・
１２
）
が
あ
る
。

（
１７
）
引
用
は
西
野
春
雄
校
注
「
阿
漕
」（
寛
永
七
年
黒
沢
源
太
郎
刊
観
世

黒
雪
正
本
に
拠
る
、
西
野
校
注
、
平
１０
・
３
、
岩
波
書
店
『
新
日
本

古
典
文
学
大
系
５７

謡
曲
百
番
』
所
収
）
に
拠
っ
た
。
他
に
伊
藤
正

義
校
注
「
阿
漕
」（
光
悦
謡
本
の
上
製
本
（
鴻
山
文
庫
）
に
拠
る
、

伊
藤
校
注
、
昭
５８
・
３
、
新
潮
社
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

謡
曲
集

上
』
所
収
）
の
他
、
三
島
存
生
中
の
時
期
に
お
け
る
実
演
の
ポ
イ
ン

ト
を
記
し
た
三
宅

一
「
鑑
賞
と
謡
い
方
の
ポ
イ
ン
ト
」（
高
橋
誠

一
郎
監
修
、
丸
岡
明
編
、
昭
３９
・
１１
、
筑
摩
書
房
『
現
代
謡
曲
全
集

第
４１
巻
』
所
収
）
を
参
看
し
た
。

（
１８
）「「
英
虞
」
は
『
倭
名
抄
』
に
志
摩
の
国
の
（
三
重
県
）
の
地
名
と

し
て
見
え
る
。『
萬
葉
仙
覚
抄
』
に
伊
勢
の
名
所
と
す
る
が
、
歌
枕

で
は
な
い
。「
網
子
」
と
言
い
か
け
、
次
行
の
「
阿
漕
」
と
重
韻
。」

（
同
注
（
１７
）
伊
藤
正
義
「
校
注
」）。

（
１９
）「「
海
と
夕
焼
」
は
、
も
し
人
あ
っ
て
私
に
、
も
つ
と
も
自
分
の
好

き
な
短
篇
を
五
篇
、
自
作
の
中
か
ら
選
べ
と
言
つ
て
来
た
ら
、
躊
躇

な
く
そ
の
中
に
入
れ
た
い
ほ
ど
、
愛
着
の
あ
る
作
だ
。」（『
三
島
由

紀
夫
短
篇
全
集

５
』「
あ
と
が
き
」、
昭
４０
・
７
）

（
２０
）「
集
中
、「
詩
を
書
く
少
年
」
と
「
海
と
夕
焼
」
と
「
憂
国
」
の
三

編
は
、
一
見
単
な
る
物
語
の
体
裁
の
下
に
、
私
に
と
つ
て
も
つ
と
も

切
実
な
問
題
を
秘
め
た
も
の
で
あ
り
」（『
花
ざ
か
り
の
森
・
憂
国
』

「
解
説
」、
昭
４３
・
９
）

（
２１
）
テ
ィ
ー
ク
『
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
の
叛
乱
』（
独
逸
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
叢
書

六
、
神
保
謙
吾
訳
、
昭
１８
・
９
、
青
木
書
店
）。
な
お
本
書
は
既
述

の
三
島
「
蔵
書
目
録
」
に
み
え
る
。

三
島
由
紀
夫
・
方
法
と
し
て
の
貴
種
流
離
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（
２２
）
小
埜
裕
二
「
三
島
由
紀
夫
「
海
と
夕
焼
」
論
│
│
「
不
思
議
」
を

消
し
去
る
も
の
│
│
」（『
上
越
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
２２
⑵
、
平
１５

・
３
）。

（
２３
）
石
井
和
夫
「
デ
カ
ダ
ン
を
継
ぐ
も
の
│
│
『
海
と
夕
焼
』
の
世
紀

末
」（『
叙
説
』
１８
、
平
１１
・
１
）

（
２４
）『
上
田
敏
全
集

第
二
巻
』（
昭
３
・
８
、
改
造
社
）。
な
お
他
に
多

田
智
満
子
訳
「
少
年
十
字
軍
」、
同
「
訳
者
あ
と
が
き
」（
マ
ル
セ
ル

・
シ
ュ
ウ
ォ
ッ
ブ
、
多
田
訳
、
平
１０
・
７
、
王
国
社
）、
多
田
智
満

子
訳
「
少
年
十
字
軍
」、
瀬
高
道
助
「
解
題
」（
大
濱
甫
他
訳
、
平
２７

・
６
、
国
書
刊
行
会
『
マ
ル
セ
ル
・
シ
ュ
オ
ッ
ブ
全
集
』
所
収
）
を

参
看
し
た
。

（
２５
）
同
注
（
２０
）、
三
島
「
解
説
」

附
記お

伽
草
子
「
猿
源
氏
草
紙
」
の
本
文
と
し
て
は
、
三
島
少
年
期
に
刊
行

さ
れ
て
お
り
三
島
の
「
蔵
書
目
録
」（
島
崎
博
・
三
島
瑤
子
編
、
昭
４７
・

１
、
薔
薇
十
字
社
『
定
本

三
島
由
紀
夫
書
誌
』）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

島
津
久
基
編
校
『
お
伽
草
子
』（
昭
１１
・
１０
、
岩
波
文
庫
）
の
他
、
注
に

掲
げ
た
大
島
建
彦
・
渡
浩
一
校
訳
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
６３

室

町
物
語
草
子
集
』（
平
１４
・
９
、
小
学
館
）、
大
島
建
彦
校
訳
『
日
本
古
典

文
学
全
集
３６

御
伽
草
子
集
』（
昭
４９
・
９
、
小
学
館
）、
横
山
重
・
松
本

隆
信
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成

第
六
』（
昭
５３
・
３
、
角
川
書
店
）、
さ

ら
に
市
古
貞
次
校
注
『
御
伽
草
子
（
上
）』（
昭
６０
・
１０
、
岩
波
文
庫
）

等
を
参
看
し
た
。

引
用
は
特
記
し
な
い
限
り
新
潮
社
刊
『
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全
集
』

全
四
二
巻
補
巻
一
別
巻
一
（
平
１２
・
１１
〜
平
１８
・
４
）
に
拠
っ
た
。
ル
ビ

は
適
宜
省
略
し
た
。

（
は
な
ざ
き
・
い
く
よ

本
学
教
授
）

一
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