
三
九

読
本
『
近
江
県
物
語
』
に
お
け
る
中
国
戯
曲
『
笠
翁
伝
奇
十
種
』
の
利
用
法
の
一
端
（
任
）

は
じ
め
に

﹃
近
江
県
物
語
﹄
は
文
化
五
年
︵
一
八
〇
八
︶
に
出
版
さ
れ
た
石
川
雅
望
の
長

編
読
本
で
あ
る
。
こ
れ
が
清
代
李
漁
の
﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
﹄
の
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂

を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る

1

。

﹃
舶
載
書
目
﹄︵
大
庭
脩
編　

一
九
七
二
年
︶
に
よ
る
と
、﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
﹄

は
元
禄
十
三
年
︵
一
六
九
一
︶
と
享
保
十
三
年
︵
一
七
二
九
︶
に
日
本
に
舶
載
さ

れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
。﹃
近
江
県
物
語
﹄
以
外
に
も
、
雅
望
の
他
の
二
つ
の
読

本
﹃
天
羽
衣
﹄
と
﹃
飛
騨
匠
物
語
﹄
が
、
そ
れ
ぞ
れ
﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
﹄
の
﹁
奈

可
天
伝
奇
﹂
と
﹁
蜃
中
楼
伝
奇
﹂
の
趣
向
を
利
用
し
て
い
る

2

。
こ
こ
か
ら
も
、
石

川
雅
望
が
、
い
か
に
李
漁
の
作
品
を
愛
読
し
、
そ
の
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
て
い

た
か
が
分
か
る
。
雅
望
は
天
明
八
年
︵
一
七
八
八
︶
に
大
田
南
畝
主
催
の
﹁
訳
文

の
会
﹂
の
参
加
に
始
ま
り
、
以
後
、
漢
籍
の
和
訳
に
研
鑚
を
積
み
、
成
果
と
し
て

﹃
通
俗
醒
世
恒
言
﹄
を
寛
政
二
年
︵
一
七
九
〇
︶
に
出
版
し
て
い
る
。

戯
曲
の
文
体
と
白
話
小
説
の
白
話
文
体
を
雅
望
が
う
ま
く
把
握
し
、
吸
収
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
の
漢
文
・
漢
文
学
の
造
詣
の
深
さ
が
窺
え
る
。

本
論
文
で
は
、
今
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
﹃
近
江
県
物
語
﹄
に
お
け
る

常
人
の
人
物
造
形
と
小
道
具
の
﹁
笏
﹂
に
着
目
し
、﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
利
用
法

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
、
常
人
に
よ
っ
て
生
じ
る
笑
い
と
滑
稽
は
、

雅
望
が
﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
﹄
に
あ
る
﹁
醜
角
﹂
の
滑
稽
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
結
論
に
導
き
た
い
。

一
　『
近
江
県
物
語
』
と
「
巧
団
円
伝
奇
」
の
粗
筋

便
宜
上
、﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
と
﹃
近
江
県
物
語
﹄
の
あ
ら
ま
し
を
纏
め
て
お
く
。

姚
克
承
︵
姚
継
︶
は
、
一
人
の
秀
才
で
あ
る
。︵
傍
線
部
は
筆
者
、
以
下
同
︶

彼
は
、
両
親
に
死
な
れ
、
一
人
で
生
活
し
て
い
る
。
よ
く
夢
の
中
に
、
一
つ
の
小

楼
が
出
て
く
る
。
そ
の
二
階
の
ベ
ッ
ド
の
後
ろ
に
玩
具
箱
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
自

分
が
小
さ
い
と
き
に
遊
ん
で
い
た
玩
具
類
が
入
っ
て
い
る
。

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊　
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隣
に
住
ん
で
い
る
曹
玉
宇
︵
姚
器
汝
︶
は
姚
克
承
の
こ
と
を
気
に
い
り
、
彼
を

娘
の
曹
小
姐
の
婿
に
し
よ
う
と
考
え
る
。
乱
世
の
中
で
は
、
学
問
を
し
て
い
て
も
、

出
世
で
き
な
い
か
ら
、
曹
玉
宇
か
ら
商
売
を
勧
め
ら
れ
た
姚
克
承
は
旅
に
出
た
。

出
発
前
、
姚
は
曹
小
姐
か
ら
詩
の
書
い
た
ハ
ン
カ
チ
を
贈
ら
れ
た
。
旅
の
途
中
で
、

姚
は
自
分
を
売
る
翁
に
出
会
い
、
彼
を
買
っ
て
、
父
親
に
し
た
。
ま
た
、
賊
た
ち

が
女
の
人
を
袋
に
入
れ
て
、
売
っ
て
い
る
の
を
聞
い
て
、
自
分
の
婚
約
者
か
も
し

れ
な
い
と
思
っ
て
、
買
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
姥
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
姥
を
母
親
に
し
た
。
姥
か
ら
、
自
分
の
貞
潔
を
守
る
た
め
、
巴
豆
を
体
に
塗
り
、

病
気
を
装
う
烈
女
の
こ
と
を
聞
き
、
買
い
に
行
く
と
、
婚
約
者
の
曹
小
姐
で
あ
っ

た
。
後
に
、
す
べ
て
が
わ
か
っ
て
き
た
が
、
買
っ
て
き
た
翁
と
姥
は
、
実
は
、
自

分
の
本
当
の
両
親
で
あ
っ
た
。
夢
の
中
の
小
楼
は
、
自
分
の
住
ん
で
い
た
家
で
あ

り
、
そ
の
二
階
に
あ
っ
た
玩
具
類
は
、
夢
の
中
に
出
て
き
た
玩
具
類
で
あ
っ
た
。

︵﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂︶

村
上
の
御
時
に
、
藤
原
季
光
夫
婦
が
い
た
。
彼
ら
に
は
、
長
年
子
供
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
妻
は
長
谷
寺
に
祈
願
し
、
愛
丸
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
愛
丸
は

三
歳
の
時
に
、
病
気
で
亡
く
な
り
、
船
岡
に
埋
め
ら
れ
た
。
そ
の
夜
、
一
人
の
乞

食
が
愛
丸
の
墓
を
荒
ら
し
、
彼
の
腰
に
挿
し
て
あ
る
笏
を
盗
も
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
愛
丸
が
、
蘇
り
、
通
り
か
か
っ
た
旅
人
猿
丸
に
命
を
救
わ
れ
た
。

愛
丸
は
、
猿
丸
に
育
て
ら
れ
、
名
前
を
坂
上
梅
丸
に
改
め
ら
れ
た
。
梅
丸
が
九

歳
の
時
に
、
猿
丸
が
死
ん
で
、
同
じ
村
の
医
師
橘
安
世
の
世
話
に
な
っ
て
、
成
人

し
た
。
安
世
は
、
一
人
娘
薗
生
の
婿
に
梅
丸
を
選
ん
だ
が
、
安
世
の
甥
常
人
は
、

悪
知
恵
を
働
か
せ
、
梅
丸
を
家
か
ら
追
い
出
し
た
。

家
を
出
た
梅
丸
は
、
途
中
で
、
武
士
の
嵯
峨
左
衛
門
に
出
会
い
、
養
子
に
迎
え

ら
れ
た
。
時
に
、
藤
原
保
輔
と
藤
原
斉
明
が
盗
賊
を
従
え
、
横
行
し
て
い
た
。
梅

丸
は
都
に
上
る
途
中
、
盗
賊
の
手
か
ら
西
念
法
師
を
救
っ
た
。
盗
賊
が
婦
人
を
売

る
の
を
聞
い
て
、
梅
丸
は
買
い
に
行
っ
た
。
は
じ
め
に
買
っ
て
き
た
の
は
、
一
人

の
姥
で
あ
り
、
梅
丸
は
、
彼
女
を
母
親
に
し
た
。
姥
か
ら
、
敵
陣
の
中
に
、
巴
豆

を
塗
っ
て
、
自
分
の
貞
潔
を
守
る
烈
女
が
い
る
の
を
聞
い
て
、
薗
生
だ
と
思
い
、

再
び
買
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
今
度
は
本
当
に
婚
約
者
の
薗
生
で
あ
っ
た
。

梅
丸
は
盗
賊
討
伐
の
た
め
、
藤
原
保
昌
の
所
に
赴
い
た
。
彼
は
知
恵
を
め
ぐ
ら

し
、
敵
陣
に
入
り
、
大
火
事
を
引
き
起
こ
し
、
斉
明
と
そ
の
部
下
を
滅
ぼ
し
た
。

ま
た
、
嵯
峨
左
衛
門
は
、
頼
光
の
要
請
に
応
え
、
軍
勢
を
率
い
て
、
鈴
鹿
山
に
籠
っ

た
保
輔
を
滅
ぼ
し
た
。

最
後
に
、
皆
は
頼
光
の
と
こ
ろ
に
集
ま
り
、
事
の
真
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

即
ち
、
嵯
峨
左
衛
門
は
、
藤
原
季
光
で
あ
り
、
梅
丸
の
実
の
父
親
で
あ
っ
た
。
養

父
子
の
縁
を
組
ん
だ
二
人
は
、
本
当
の
親
子
で
あ
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
買
っ
た
姥

は
、
藤
原
季
光
の
妻
で
あ
り
、
梅
丸
の
実
の
母
親
で
あ
っ
た
。
西
念
法
師
は
、
か

つ
て
墓
を
荒
ら
し
た
乞
食
で
あ
っ
た
。
頼
光
は
、
梅
丸
と
薗
生
の
仲
人
に
な
り
、

二
人
の
結
婚
を
祝
っ
た
。
梅
丸
は
近
江
椽
と
な
り
、
一
家
は
栄
華
幸
福
に
暮
ら

し
た
。 

︵﹃
近
江
県
物
語
﹄︶

両
作
品
の
要
約
の
傍
線
部
を
読
み
比
べ
る
と
、﹃
近
江
県
物
語
﹄
が
﹁
巧
団
円

伝
奇
﹂
を
典
拠
に
し
て
、
そ
の
筋
に
従
い
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら

か
で
あ
る
。﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
男
女
主
人
公
の
姚
克
承
、
曹
小
姐
は
、﹃
近
江
県

物
語
﹄
の
男
女
主
人
公
の
梅
丸
と
薗
生
に
変
え
ら
れ
、
尹
厚
夫
婦
は
藤
原
季
光
夫
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婦
に
変
わ
り
、
曹
玉
宇
夫
婦
は
橘
安
世
夫
婦
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
と
﹃
近
江
県
物
語
﹄
に
つ
い
て
の
受
容
関
係
は
、
野
口
寧
斎

氏
の
﹁﹃
袋
の
う
ば
﹄
の
辨
﹂
を
は
じ
め
、
山
口
剛
氏
と
麻
生
磯
次
氏
の
詳
し
い

論

3

が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
譲
り
た
い
。
こ
こ
で
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
わ
か
り

に
く
い
が
、
実
は
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
常
人
の
人
物
像
と
﹁
笏
﹂

に
注
目
し
た
い
。

二
　
常
人
の
人
物
像
と
「
巧
団
円
伝
奇
」

﹃
近
江
県
物
語
﹄
に
は
、
主
人
公
の
梅
丸
に
対
し
て
、
恋
敵
の
人
物
常
人
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。
文
武
両
道
の
梅
丸
と
は
違
い
、
彼
は
、﹁
う
ま
れ
つ
き
心
ひ
が

み
、
ま
が
〳
〵
し
き
の
み
な
ら
ず
、
芸
能
の
方
も
、
無
骨
﹂
で
あ
る
。
叔
父
で
あ

る
安
世
は
、
そ
ん
な
彼
を
見
て
、
自
分
の
家
業
を
継
ぐ
人
で
は
な
い
と
し
、
梅
丸

を
娘
薗
生
の
婿
に
選
ん
だ
。
常
人
は
梅
丸
を
妬
み
、
い
つ
も
悪
知
恵
を
働
か
せ
、

梅
丸
を
家
か
ら
追
い
だ
そ
う
と
す
る
。
彼
は
、
下
女
に
梅
丸
が
薗
生
に
贈
っ
た
聘

物
を
盗
み
出
さ
せ
た
。
以
前
に
、
薗
生
に
艶
書
の
歌
を
送
っ
た
時
に
、
薗
生
か
ら

も
ら
っ
た
断
る
内
容
の
歌
を
聘
物
に
つ
け
て
、
梅
丸
に
返
し
た
。
梅
丸
は
そ
こ
で

薗
生
が
自
分
を
嫌
が
り
、
自
分
と
結
婚
す
る
気
が
な
い
と
信
じ
、
家
出
を
し
た
。

盗
賊
た
ち
が
来
る
と
、
常
人
も
慌
て
て
逃
げ
ま
わ
っ
た
。
物
騒
な
世
の
中
で
あ

る
ゆ
え
、
思
い
切
っ
て
盗
賊
に
入
っ
た
ら
い
い
と
考
え
、
盗
賊
に
入
ろ
う
と
し

た
が
、
旅
人
の
頭
を
切
っ
て
ほ
し
い
と
要
求
さ
れ
た
。
臆
病
な
常
人
は
、
野
原
に

行
っ
て
、
死
ん
だ
人
の
頭
を
拾
っ
て
、
こ
れ
を
自
分
が
切
っ
た
四
大
天
王
の
一
人

の
頭
だ
と
嘘
を
つ
い
た
が
、
そ
の
頭
を
見
て
み
る
と
、
女
の
人
の
頭
で
あ
る
。
こ

れ
が
原
因
で
盗
賊
の
リ
ー
ダ
ー
か
ら
侮
辱
さ
れ
な
が
ら
も
、
盗
賊
に
入
り
、
板
の

風
呂
の
水
を
炊
く
仕
事
を
得
た
。
最
後
、
彼
は
叔
父
の
財
産
を
自
分
の
財
産
に
し
、

近
江
の
神
崎
で
生
活
を
し
て
い
た
が
、
梅
丸
に
そ
の
罪
を
暴
か
れ
、
鬼
界
が
島
に

流
さ
れ
た
。

従
来
、
常
人
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
雅
望
が
新
し
く
作
っ
た
も

の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
麻
生
磯
次
氏
は
、
常
人
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

近
江
県
物
語
で
は
、
か
な
り
重
要
な
役
割
を
持
つ
人
物
に
、
橘
安
世
の
甥
常

人
と
西
念
法
師
と
が
あ
る
。
原
話
に
は
こ
れ
に
当
る
人
物
は
見
え
な
い
。
常

人
は
梅
丸
の
恋
敵
と
し
て
現
れ
、
全
体
の
結
構
を
著
し
く
複
雑
な
ら
し
め
て

い
る
。
常
人
は
梅
丸
と
薗
生
と
の
婚
約
を
ね
た
み
、
梅
丸
の
聘
物
を
盗
み
出

し
、
嘗
て
薗
生
に
贈
っ
た
艶
書
に
対
す
る
す
げ
な
い
返
事
を
、
そ
の
聘
物
に

添
へ
て
梅
丸
に
渡
し
、
薗
生
が
梅
丸
を
嫌
ひ
居
る
さ
ま
に
つ
く
ろ
ふ
の
で
あ

る
。
梅
丸
は
こ
れ
を
信
じ
、
安
世
の
家
を
出
奔
し
て
し
ま
ふ
。
そ
の
後
常
人

は
盗
賊
に
加
担
し
、
安
世
方
に
忍
び
入
り
、
結
局
罪
を
訊
か
さ
れ
て
鬼
界
が

島
に
流
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
顛
末
は
原
話
に
は
全
く
見
ら
れ
ぬ
新
し
い

趣
向
で
、
江
戸
の
文
学
で
は
常
套
手
段
と
な
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
恋
敵
の
趣

向
を
加
味
し
、
全
体
の
筋
書
を
複
雑
に
し
た
の
で
あ
る

4

。

常
人
の
恋
敵
の
役
で
、
全
体
の
筋
が
複
雑
に
な
っ
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
り
、

間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
常
人
の
人
物
像
を
、
全
く
石
川
雅
望
が
新

し
く
作
っ
た
も
の
と
言
い
切
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
常
人
が

薗
生
に
和
歌
を
送
る
発
想
や
、
常
人
が
盗
賊
に
加
入
す
る
発
想
は
、
原
典
の
﹁
巧
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団
円
伝
奇
﹂
に
は
す
で
に
見
ら
れ
る
趣
向
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
盗
賊
に
入
る

場
面
を
見
て
み
よ
う
。

﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
第
十
出

5

﹁
解
紛
﹂
と
第
十
一
出
﹁
買
父
﹂
で
は
、
尹
厚
を

虐
め
る
悪
少
年
が
登
場
す
る
。
尹
厚
は
親
孝
行
を
す
る
養
子
を
も
ら
う
た
め
、
自

分
自
身
を
十
両
で
売
る
ア
イ
デ
ィ
ア
を
思
い
つ
き
、
こ
れ
を
掲
示
板
に
書
き
、
町

の
賑
や
か
な
と
こ
ろ
に
掲
げ
た
。
す
る
と
、
こ
れ
を
聞
い
た
悪
少
年
は
何
人
か
を

集
め
、
尹
厚
を
か
ら
か
っ
て
、
殴
っ
た
。
そ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
姚
克
承
は
、
彼

ら
の
間
に
立
っ
て
、
仲
介
を
し
た
後
、
尹
厚
を
十
両
の
金
で
買
っ
た
。
後
に
、
尹

厚
と
姚
克
承
が
、
茶
楼
で
茶
を
飲
ん
で
い
る
と
、
先
ほ
ど
の
悪
少
年
た
ち
が
、
ま

た
悪
い
案
を
考
え
だ
し
、
倍
の
値
段
で
尹
厚
を
買
お
う
と
し
た
が
、
尹
厚
は
高
い

値
段
に
ま
っ
た
く
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
。
悪
少
年
は
こ
れ
を
見
て
、
仕
方
な
く

退
い
た
。
帰
る
時
、
彼
は
、
こ
う
言
っ
た
。

前
日
聴
見
人
説
、
有
個
男
人
生
孩
子
、
又
有
個
婦
人
長
胡
須
。
如
今
又
遭

这
桩
事
、
種
種
新
聞
、
都
是
不
祥
之
兆
、
明
朝
的
天
下
、
決
失
無
疑
了
。
我

們
快
快
去
投
闖
王
、
帮
他
一
斉
造
反
、
不
可
失
了
機
会
。﹂︵
先
日
男
は
子
供

を
産
ん
だ
や
ら
、
婦
人
は
ひ
げ
が
伸
び
た
や
ら
と
聞
い
た
。
今
、
ま
た
こ
の

よ
う
な
不
思
議
な
事
に
あ
っ
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
。
各
々
は
、
不
詳
の

兆
し
だ
。
明
朝
の
天
下
は
、
失
う
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
。
我
々
は
早
く
闖

王
李
自
成
に
身
を
寄
せ
、
彼
の
造
反
を
助
け
よ
う
。
今
の
機
会
を
失
っ
て
は

い
け
な
い
。︶ 

︵﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂

6

︶

悪
少
年
は
尹
厚
が
金
に
ま
っ
た
く
興
味
の
な
い
こ
と
を
不
思
議
に
思
い
、
今
の

世
の
中
の
不
思
議
な
事
は
天
下
不
祥
の
兆
し
で
あ
る
と
思
い
、
闖
王
李
自
成
に
身

を
寄
せ
、
そ
の
一
員
に
な
る
事
を
決
め
た
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
巻
三
﹁
ひ
は
ぎ
の
う
ひ
山
ぶ
み
﹂
に
は
、
賊
た
ち
が
近
江
に

近
づ
く
の
を
聞
き
、
人
々
が
逃
げ
回
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
常
人
も
み
な
と
同
じ
く

逃
げ
回
っ
た
が
、
途
中
、﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
悪
少
年
と
同
じ
ア
イ
デ
ィ
ア
を
思

い
つ
く
。

︵
筆
者
注
、
常
人
︶
か
の
盗
人
の
せ
め
き
た
る
さ
わ
ぎ
に
、
お
そ
れ
ま
ど
ひ

て
、
あ
わ
て
ふ
た
め
き
、
逃
出
て
、
あ
た
り
近
き
大
野
ま
で
、
は
し
り
行
け

る
が
、
た
く
は
へ
た
る
物
ひ
と
つ
も
な
く
、﹁
い
づ
く
へ
ゆ
か
ん
に
も
、
ふ

び
ん
な
り
。
い
か
ゞ
せ
ん
﹂
と
、
つ
く
〴
〵
と
思
ひ
め
ぐ
ら
し
け
る
が
、﹁
い

ま
か
く
、
盗
人
ど
も
の
は
び
こ
り
て
、
国
々
に
み
ち
た
れ
ば
我
ご
と
き
も
の

い
か
に
と
も
せ
ん
方
な
し
。
今
降
を
乞
て
、
か
れ
が
手
下
と
な
り
な
ば
、
の

ち
〳
〵
な
り
い
で
ん
も
、
と
思
ひ
定
め
て
、
ぬ
す
び
と
ゞ
も
の
、
あ
つ
ま
り

を
る
所
に
行
き
て
⋮
⋮ 

︵﹃
近
江
県
物
語
﹄﹁
ひ
は
ぎ
の
う
ひ
や
ま
ぶ
み
﹂

7

︶

二
重
線
で
引
か
れ
た
部
分
を
読
み
比
べ
る
と
、
乱
世
の
中
、
賊
に
入
り
、
造
反

人
に
な
る
発
想
は
、
や
は
り
雅
望
が
﹁
巧
団
円
﹂
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
た
こ
と
は
、

明
ら
か
で
あ
る
。
故
に
、
常
人
は
、
ま
っ
た
く
石
川
雅
望
が
新
し
く
作
っ
た
人
物

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
雅
望
は
、﹁
巧
団
円
﹂
の
悪
少
年
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、

常
人
を
賊
に
入
ら
せ
る
こ
と
か
ら
常
人
の
人
物
像
に
着
手
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
ま
ず
、﹁
賊
入
り
﹂
の
発
想
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
要

素
を
加
え
、
常
人
の
人
物
像
に
肉
つ
け
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

重
友
毅
氏
は
常
人
の
人
物
像
に
つ
い
て
、﹁
常
人
の
如
き
は
、
原
作
に
は
見
当

ら
ぬ
人
物
で
、
或
ひ
は
そ
こ
で
は
単
に
一
端
役
を
勤
め
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
悪
少
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年
か
ら
脱
化
し
た
も
の
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
働
き
の
上
に
格

段
の
相
違
が
あ
﹂

8

る
と
述
べ
て
い
る
。

基
本
的
に
は
、
重
友
氏
も
麻
生
氏
と
同
じ
意
見
で
あ
る
。
が
、
一
端
役
と
し
て
、

常
人
は
悪
少
年
か
ら
生
ま
れ
た
人
物
で
あ
る
と
も
認
め
て
い
る
。

盗
賊
加
担
が
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
か
ら
趣
向
を
取
っ
た
よ
う
に
、
常
人
の
人
物
像

に
於
い
て
、
ヒ
ン
ト
を
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
か
ら
得
た
も
の
は
も
う
一
つ
あ
る
。
こ

れ
は
常
人
と
薗
生
と
の
歌
の
や
り
取
り
で
あ
る
。

﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
第
六
出
﹁
書
帕
﹂
で
は
、
姚
克
承
が
商
売
に
出
て
い
く
の

を
聞
い
て
、
曹
小
姐
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
詩
に
表
現
し
、
ハ
ン
カ
チ
に
書
き
、

姚
に
送
っ
た
。
そ
の
詩
は
﹁
関
関
た
る
雎
鳩
は
、
河
の
洲
に
あ
り
、
窈
窕
た
る
君

子
は
、
淑
女
の
好
逑
。︵
原
漢
文
、
以
下
同
︶﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
、﹃
詩
経
﹄
開

巻
冒
頭
周
南
﹁
関
雎
﹂
の
詩
﹁
関
関
た
る
雎
鳩
は
、
河
の
洲
に
あ
り
、
窈
窕
た
る

淑
女
は
、
君
子
の
好
逑
。﹂
を
捻
っ
た
も
の
で
あ
る
。

曹
小
姐
は
、
自
ら
自
分
を
﹁
窈
窕
﹂
た
る
﹁
淑
女
﹂
と
称
え
る
の
を
や
め
、﹁
窈

窕
﹂
の
二
文
字
を
姚
克
承
に
使
っ
て
、﹁
窈
窕
た
る
君
子
は
、
淑
女
の
好
逑
﹂
に

変
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
読
ん
だ
姚
克
承
は
、
曹
小
姐
の
賢
さ
に
感
心
し
、
同
じ
く
﹃
詩
経
﹄
の

詩
﹁
我
に
投
ず
る
に
、
木
桃
を
以
て
す
。
之
に
報
ゆ
る
に
瓊
瑶
を
以
て
す
。
報
ゆ

る
に
あ
ら
ず
、
永
く
以
て
好
と
為
さ
ん
。﹂︵
衛
風
﹁
木
瓜
﹂︶
を
﹁
我
に
投
ず
る

に
瓊
瑶
、
之
に
報
ゆ
る
に
木
桃
。
報
い
に
あ
ら
ず
、
永
く
以
て
好
と
為
さ
ん
﹂
に

変
え
て
、
父
の
形
見
の
﹁
尺
﹂
の
上
に
書
き
、
曹
小
姐
に
送
っ
た
。

姚
克
承
も
曹
小
姐
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
も
の
を
﹁
瓊
瑶
﹂
と
譬
え
ず
、
謙

遜
し
て
﹁
木
桃
﹂
に
譬
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
男
女
主
人
公
二
人
の
詩
の
や

り
取
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
謙
遜
ぶ
り
や
、
互
い
の
気
持
ち
が

通
じ
合
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
気
持
ち
よ
く
読
み
と
れ
る
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
で
は
、
こ
の
詩
の
贈
答
は
、
姚
克
承
と
曹
小
姐
と
に
そ
の
ま

ま
対
応
す
る
人
物
、
梅
丸
と
薗
生
と
の
や
り
取
り
に
移
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
悪

役
の
常
人
と
薗
生
と
の
や
り
と
り
に
変
え
ら
れ
た
。
悪
役
の
常
人
と
女
主
人
公
と

の
歌
の
や
り
取
り
に
変
え
ら
れ
た
た
め
、
原
典
の
男
女
主
人
公
の
よ
う
な
互
い
を

思
い
あ
う
意
味
合
い
が
ま
っ
た
く
読
み
取
れ
な
く
な
っ
た
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
巻
二
﹁
せ
い
が
い
は
﹂
で
は
、
常
人
は
、
ひ
そ
か
に
薗
生
に

心
を
寄
せ
、
艶
書
に
梅
の
枝
を
つ
け
て
、
薗
生
に
送
っ
た
。
薗
生
は
、
こ
れ
を
見

て
、
下
品
だ
と
思
っ
て
、
艶
書
も
梅
の
枝
も
そ
の
ま
ま
返
し
た
が
、
そ
れ
に
、﹁
な

か
垣
の
へ
だ
て
も
わ
か
で
梅
が
ゝ
の
な
ど
こ
こ
に
し
も
に
ほ
ひ
き
ぬ
ら
ん
﹂
と
常

人
を
嫌
う
歌
を
付
け
た
。

﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
で
の
二
人
が
互
い
を
思
い
合
う
場
面
が
、
常
人
の
片
思
い
の

場
面
に
転
じ
ら
れ
た
と
同
時
に
、
悪
役
の
常
人
を
主
人
公
の
梅
丸
の
代
わ
り
に
、

和
歌
の
や
り
取
り
を
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
物
語
が
展
開
し
て
い
き
、
波

瀾
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

前
に
述
べ
た
通
り
、
常
人
は
普
段
よ
り
、
梅
丸
を
妬
み
、
叔
父
の
安
世
が
梅
丸

を
婿
に
決
め
た
の
を
聞
い
て
、
悪
知
恵
を
働
か
せ
、
梅
丸
の
聘
物
を
盗
み
出
し
、

薗
生
の
返
歌
を
添
え
て
梅
丸
に
返
し
た
こ
と
で
、
梅
丸
は
家
を
出
た
。
こ
こ
か
ら
、

物
語
が
始
ま
り
、
梅
丸
が
実
の
父
で
あ
る
人
と
出
会
い
、
養
子
の
縁
を
組
み
、
ま

た
実
の
母
を
買
っ
て
、
両
親
と
巡
り
合
う
こ
と
が
で
き
、
な
お
出
世
も
で
き
た
の
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で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
曹
小
姐
と
姚
克
承
と
の
詩
の
や
り
取
り
の
趣
向
を
、
常
人
と
薗

生
と
の
歌
の
や
り
取
り
に
転
じ
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
雅
望
は
常
人
が
後
に
悪

知
恵
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
種
を
蒔
い
て
お
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

物
語
を
よ
り
複
雑
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
複
雑
化

で
き
た
ベ
ー
ス
に
は
、﹁
原
典
﹂
の
恋
人
同
士
の
詩
の
や
り
取
り
の
趣
向
を
利
用

し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
常
人
と
薗
生
と
の
や
り
取
り
に
変
え
た
と
い
う
雅
望
の
発

想
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
常
人
と
い
う
人
物
像
を
構
想
す
る
時
に
、
少
な
く

と
も
、﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
悪
少
年
の
賊
入
り
の
趣
向
と
、
男
女
主
人
公
二
人
の

詩
の
や
り
取
り
の
趣
向
は
、
雅
望
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、

そ
こ
か
ら
思
案
を
巡
ら
し
、
常
人
の
人
物
像
を
工
夫
し
た
の
で
あ
る
。
盗
賊
に
入

る
時
、
人
の
頭
を
切
っ
て
来
い
と
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
﹃
水
滸
伝
﹄

の
林
沖
が
梁
山
泊
に
入
る
時
、
頭
領
の
王
倫
か
ら
﹁
投
名
状
﹂
を
要
求
さ
れ
る
趣

向
の
転
用
で
あ
る

9

。
盗
賊
の
営
を
逃
げ
出
し
た
後
、
途
中
で
密
会
の
男
女
の
芋
を

横
取
り
し
、
二
人
を
驚
か
す
一
条
は
狂
言
﹃
ど
ぶ
っ
か
ち
り
﹄
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

0

。

こ
の
よ
う
に
、
雅
望
は
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
盗
賊
加
担
の
趣
向
や
、
男
女
の
詩

の
や
り
取
り
の
趣
向
の
上
に
、﹃
水
滸
伝
﹄
の
趣
向
を
活
か
し
た
り
、
狂
言
﹃
ど

ぶ
っ
ち
か
り
﹄
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
り
し
て
、
常
人
の
人
物
像
を
ど
ん
ど
ん
肉

づ
け
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
常
人
が
あ
く
ま
で
も
悪
少
年
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
悪
少
年
の
延
長
線
上
に
常
人
が
創
作
さ
れ
た

こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。

三
　  「
巧
団
円
伝
奇
」
の
「
尺
」
か
ら
生
ま
れ
た
「
笏
」
に
つ
い
て

﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
第
二
出
﹁
夢
訊
﹂
に
お
い
て
、
姚
克
承
は
、
夢
の
中
で
一

人
の
翁
に
出
会
い
、
彼
か
ら
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
。

︵
筆
者
注
、
玉
尺
︶
那
是
後
来
得
的
、
并
非
爺
娘
所
賜
、
妳
記
錯
了
。
只
是

一
件
、
玉
尺
雖
不
是
爹
娘
所
賜
、
却
関
係
妳
的
婚
姻
、
也
不
可
拿
来
丟
棄
、

牢
記
此
言
。︵
尺
は
、
あ
な
た
が
後
に
も
ら
っ
た
も
の
で
、
実
の
両
親
が
く

れ
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
な
た
の
記
憶
が
間
違
っ
て
い
る
ん
だ
。
た
だ
、
こ

の
玉
尺
は
両
親
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
実
は
あ
な
た
の
結

婚
と
関
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
な
く
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
言
葉
を

よ
く
覚
え
て
お
け
。︶ 

︵﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂︶

こ
こ
で
は
、
夢
の
翁
が
姚
克
承
の
玉
尺
は
実
の
両
親
が
く
れ
た
も
の
で
は
な
い

と
語
る
。
即
ち
、
玉
尺
を
く
れ
た
、
今
ま
で
育
て
て
く
れ
た
父
親
が
本
当
の
父
親

で
は
な
く
、
養
父
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
養
父
か
ら
も
ら
っ
た
﹁
玉
尺
﹂
は
、
自

分
の
結
婚
に
か
か
わ
る
大
事
な
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
た
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
で
は
、
梅
丸
の
結
婚
に
関
わ
る
物
も
設
け
ら
れ
て
、
こ
れ
は

﹁
巧
団
円
﹂
に
沿
っ
て
の
翻
案
で
あ
る
が
、﹁
尺
﹂
は
﹁
笏
﹂
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
雅
望
が
こ
の
小
道
具
﹁
笏
﹂
に
附
し
た
役
割
を
考
え
た
い
。

そ
の
前
に
、
ま
ず
﹁
笏
﹂
の
出
所
を
考
え
よ
う
。
梅
丸
の
﹁
笏
﹂
は
、
姚
克
承

の
よ
う
に
、
養
父
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
う
わ
べ
で
は
、﹁
笏
﹂
は
梅

丸
の
養
父
猿
丸
が
形
見
と
し
て
梅
丸
に
残
し
た
物
で
あ
る
が
、
実
は
、﹁
笏
﹂
は
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梅
丸
の
一
歳
の
誕
生
日
の
時
に
、
実
の
父
藤
原
季
光
が
、
梅
丸
の
前
に
い
ろ
い
ろ

な
物
を
並
べ
た
と
こ
ろ
、
彼
が
手
に
取
っ
て
、
手
放
さ
な
か
っ
た
物
で
あ
る
。
即

ち
、
実
の
父
が
準
備
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
り
、
父
親
と
梅
丸
と
二
人
と
も
見

知
っ
た
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
後
に
、
両
親
と
再
会
を
果
た
す
た
め
の
伏
線
が
張

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

話
を
元
に
戻
し
、﹁
笏
﹂
の
役
目
を
考
え
よ
う
。

雅
望
は
﹁
笏
﹂
一
つ
で
﹁
一
石
三
鳥
﹂
の
効
果
を
狙
っ
て
い
た
と
筆
者
は
考
え

る
。
一
つ
は
、
梅
丸
が
こ
れ
を
聘
物
と
し
て
婚
約
者
に
渡
し
、
ま
た
こ
れ
を
手
掛

か
り
に
婚
約
者
を
探
し
出
し
た
役
目
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
離
別
し
た
両
親
と
再

会
を
果
た
す
信し
る
しの
役
目
で
あ
る
。
三
つ
目
は
﹁
試
児
﹂
の
伝
統
で
、
梅
丸
︵
幼
名

は
愛
丸
︶
の
将
来
を
予
言
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
風
習

﹁
試
児
﹂
と
関
わ
っ
て
お
り
、
別
稿
で
論
じ
た

!

た
め
、
省
略
す
る
。

婚
約
者
を
探
し
出
す
手
が
か
り
の
発
想
は
、
間
違
い
な
く
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
を

そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
。﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
で
は
、
男
の
主
人
公
姚
克
承
は
、

袋
に
入
れ
ら
れ
た
女
を
買
う
時
に
、
女
の
腰
に
挿
し
て
い
る
﹁
尺
﹂
を
手
で
確
認

し
た
後
に
、
婚
約
者
の
曹
小
姐
で
あ
る
と
分
か
り
、
曹
小
姐
を
買
い
出
し
た
よ
う

に
、﹃
近
江
県
物
語
﹄
で
は
、
梅
丸
が
袋
の
女
を
買
う
時
に
、
彼
も
ま
た
女
の
腰

に
挿
し
て
い
る
細
長
い
物
―
後
に
分
か
っ
た
が
、
笏
で
あ
る
―
を
確
認
で
き
、
こ

れ
を
手
掛
か
り
に
婚
約
者
の
薗
生
で
あ
る
と
分
か
り
、
薗
生
を
請
け
だ
し
た
の
で

あ
る
。
だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、﹁
尺
﹂
と
﹁
笏
﹂
は
形
が

似
て
い
て
、
発
音
も
同
じ
く
﹁
し
ゃ
く
﹂
で
あ
る
が
、
実
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の

で
あ
る
。﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
﹁
尺
﹂
は
、
物
差
し
で
あ
り
、
姚
克
承
の
養
父
が

布
の
商
売
を
す
る
時
に
、
布
を
量
る
に
使
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、﹃
近

江
県
物
語
﹄
の
﹁
笏
﹂
は
物
差
し
で
は
な
く
、
朝
務
の
時
に
仕
官
が
使
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
書
き
換
え
に
雅
望
の
手
腕
も
伺
え
る
。﹁
笏
﹂
本
来
の
漢
字
音
は
﹁
コ

ツ
﹂
で
あ
り
、﹁
骨
︵
コ
ツ
︶﹂
と
通
じ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
、﹁
シ
ャ
ク
﹂
の
慣
用

音
が
用
い
ら
れ
る
。﹁
尺
﹂
を
﹁
笏
﹂
に
変
え
る
着
想
は
、
日
本
漢
字
音
を
介
し

た
産
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の
改
変
に
よ
り
、
愛
丸
が
近
江
椽
と
な
っ
て
成
功
す
る

将
来
を
予
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
周
到
な
伏
線
を
、
雅
望
は
一
々

心
が
け
て
い
て
、
物
語
の
全
体
の
繋
が
り
を
緊
密
化
に
し
て
い
る
。

﹁
笏
﹂
が
婚
約
者
を
探
し
だ
す
手
が
か
り
で
あ
る
発
想
は
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
か

ら
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
﹁
笏
﹂
が
ま
た
離
別
し
た
両
親
と
巡
り
合
う
証
拠

品
に
な
る
と
い
う
構
想
は
、﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
に
は
見
ら
れ
な
い
。﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂

で
は
、
主
人
公
の
姚
克
承
が
両
親
と
再
会
を
果
た
し
た
証
拠
品
は
、
彼
が
い
つ
も

夢
で
見
て
い
た
二
階
建
て
の
建
物
と
建
物
の
二
階
の
ベ
ッ
ド
の
後
ろ
に
あ
る
玩
具

類
で
あ
る
。
夢
で
見
て
い
た
建
物
と
玩
具
類
と
が
現
実
に
あ
る
物
と
ま
っ
た
く
同

じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
時
に
、
真
実
が
分
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
姚
克
承

の
買
っ
た
両
親
の
家
は
ち
ょ
う
ど
夢
で
見
て
い
た
建
物
で
あ
り
、
そ
し
て
二
階
の

ベ
ッ
ド
の
後
ろ
に
は
玩
具
類
箱
が
あ
り
、
そ
こ
に
入
っ
て
い
る
玩
具
類
は
全
て
夢

で
見
て
い
た
玩
具
類
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
買
っ
た
両
親
の
建
物
は
自
分
が
小
さ
い

時
に
住
ん
で
い
た
家
で
あ
り
、
玩
具
類
は
小
さ
い
頃
に
遊
ん
で
い
た
玩
具
類
で
あ

り
、
買
っ
た
両
親
は
実
は
自
分
の
本
当
の
両
親
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
姚
克
承
が
両
親
と
め
ぐ
り
会
う
の
に
、
大
き
な
力
を
果
た
し
て
い

た
の
は
夢
で
あ
り
、﹁
尺
﹂
と
は
全
く
関
係
な
い
。
李
漁
は
婚
約
者
を
探
し
出
す
手



四
六

読
本
『
近
江
県
物
語
』
に
お
け
る
中
国
戯
曲
『
笠
翁
伝
奇
十
種
』
の
利
用
法
の
一
端
（
任
）

が
か
り
と
両
親
と
め
ぐ
り
会
う
証
拠
品
と
を
そ
れ
ぞ
れ
別
に
設
置
し
た
の
で
あ
る
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
で
は
、
反
乱
を
平
ら
げ
た
後
、
み
ん
な
が
頼
光
の
邸
に
集
ま

り
、
梅
丸
が
聘
物
と
し
て
薗
生
に
渡
し
た
物
が
開
け
ら
れ
、
そ
の
中
か
ら
﹁
笏
﹂

が
現
れ
た
。﹁
笏
﹂
を
見
た
藤
原
季
光
は
、﹁
こ
れ
こ
そ
我
子
愛
丸
が
死
し
け
る
時
、

こ
し
に
さ
ゝ
せ
て
埋
め
た
つ
る
笏
な
れ
。﹂
と
怪
し
ん
だ
が
、
養
父
猿
丸
の
遺
言

の
手
紙
を
読
む
と
、
康
保
元
年
三
月
十
九
日
船
岡
の
山
か
ら
拾
っ
た
子
供
で
あ
る

と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
愛
丸
の
没
日
と
埋
め
ら
れ
た
場
所
と
ぴ
っ
た
り
合
っ

た
。
そ
こ
で
養
子
養
父
で
あ
る
二
人
は
実
の
父
子
で
あ
る
こ
と
、
買
っ
た
姥
は
実

の
母
親
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。

﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
よ
う
に
、
雅
望
は
夢
を
利
用
し
な
か
っ
た
。
こ
の
再
会
を

果
た
し
て
く
れ
る
証
拠
品
は
や
は
り
﹁
笏
﹂
に
託
さ
れ
た
。
何
か
の
証
拠
品
に

よ
っ
て
、
離
別
し
た
夫
婦
や
、
親
子
が
再
会
を
果
た
す
の
は
、
中
国
の
戯
曲
の
中

に
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
﹃
李
漁
伝
奇
十
種
﹄
所
収
の
﹁
玉
掻
頭
﹂

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
玉
掻
頭
を
手
掛
か
り
に
、
恋
人
同
士
が
巡
り
会
っ

た
話
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
再
会
の
構
想
に
お
い
て
は
、
雅
望
は
完
全
に
﹁
巧
団

円
伝
奇
﹂
か
ら
離
脱
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
と
く
に
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂

に
拘
っ
て
い
な
い
の
が
雅
望
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
彼
は
、
離
別
し
た
親
子
が
再

会
す
る
時
の
信し
る
しに
拘
っ
て
い
た
。
こ
の
信
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
誕
生
日
の
時
に
、

父
が
準
備
し
て
く
れ
た
、
梅
丸
が
掴
ん
だ
も
の

―
笏
に
し
た
の
で
あ
る
。
前
に

も
述
べ
た
が
、﹁
笏
﹂
を
実
の
父
親
が
形
見
と
し
て
墓
に
置
く
と
い
う
設
定
は
、

後
に
巡
り
会
う
時
の
証
拠
品
で
あ
る
伏
線
を
張
っ
て
お
い
た
。
雅
望
は
李
漁
か
ら

学
ん
だ
が
、
師
の
李
漁
よ
り
も
よ
い
腕
を
見
せ
て
い
る
。
彼
は
、
李
漁
の
よ
う
に
、

婚
約
者
を
探
し
出
す
手
が
か
り
と
両
親
と
巡
り
合
う
証
拠
品
と
を
そ
れ
ぞ
れ
別
に

設
定
し
た
の
で
は
な
く
、
小
道
具
の
﹁
笏
﹂
一
つ
で
二
つ
の
役
目
を
負
わ
せ
た
の

で
あ
る
。﹁
笏
﹂
の
小
道
具
は
目
立
た
な
い
が
、
物
語
全
体
を
通
し
て
、
確
か
に

一
貫
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。﹁
笏
﹂
の
小
道
具
ひ
と
つ
か
ら
も
、

雅
望
の
優
れ
た
翻
案
の
手
腕
が
分
か
る
。
雅
望
の
も
う
一
つ
の
読
本
﹃
飛
騨
匠
物

語
﹄
の
中
に
、
瓢
箪
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
は
下
界
に
下
さ
れ
た
男
女
主
人
公
が
巡

り
会
う
信
と
な
っ
て
い
る
。
雅
望
は
自
分
の
作
品
に
こ
の
よ
う
な
信
を
設
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
が
い
ろ
い
ろ
と
困
難
を
乗
り
越
え
た
後
に
、
こ
れ
を
手
が

か
り
に
、
ま
た
巡
り
合
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

四
　  

常
人
の
滑
稽
と
『
笠
翁
伝
奇
十
種
』
に
お
け
る
「
醜
角
」

の
笑
い

こ
こ
で
、
話
を
少
し
変
え
、
常
人
の
話
に
戻
り
、
悪
役
の
常
人
の
愚
か
さ
と
悪

知
恵
で
引
き
起
こ
し
た
滑
稽
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
大
胆
な
推
測
を
し
て
し
ま
う

と
、
常
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
た
滑
稽
は
李
漁
の
﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
﹄
に
お
け

る
﹁
醜
角
﹂
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
で
は
、
常
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
た
滑
稽
は
い
く
つ
か
も

あ
る
。
先
ほ
ど
す
こ
し
触
れ
た
が
、
盗
賊
加
担
の
た
め
、
人
の
頭
を
切
っ
て
く
る

よ
う
と
言
わ
れ
た
が
、
臆
病
の
た
め
、
彼
は
人
を
殺
す
こ
と
が
で
き
ず
、
暗
い
中

で
野
原
に
転
が
っ
て
い
る
人
の
頭
を
袋
に
入
れ
て
、
大
口
を
叩
い
て
、
こ
れ
を
四

大
天
王
の
渡
辺
源
二
綱
の
頭
で
あ
る
と
嘘
を
つ
く
。
し
か
し
、
袋
を
開
い
て
み
た
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ら
、
こ
れ
は
女
性
の
頭
で
あ
っ
た
。
盗
賊
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
に
た
に
た
笑
い
、
常

人
を
拷
問
す
る
。
嘘
が
見
抜
か
れ
た
常
人
は
肝
が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
体
を
振
る
わ
せ

て
い
た
。
盗
賊
は
、
常
人
の
こ
の
姿
に
笑
い
を
こ
ら
え
き
れ
な
い
。

盗
賊
に
入
っ
た
後
、
彼
は
盗
賊
の
金
剛
二
郎
と
叔
父
の
安
世
の
隠
れ
家
を
襲

う
。
そ
こ
か
ら
叔
父
の
鎧
を
盗
む
。
夜
に
な
っ
て
、
鎧
を
背
負
い
、
賊
営
を
逃
げ

る
が
、
途
中
で
疲
れ
て
し
ま
い
、
百
姓
家
の
穀
倉
で
休
む
。
そ
こ
で
密
会
す
る

男
女
に
出
会
っ
た
が
、
こ
っ
そ
り
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
芋
を
盗
み
食
っ
て
し
ま
っ

た
。
男
女
が
裸
に
な
る
時
に
、
男
か
女
か
の
腋
臭
が
常
人
の
と
こ
ろ
ま
で
飛
ん
で

き
て
、
常
人
は
思
わ
ず
﹁
あ
な
く
さ
﹂
と
声
を
出
し
た
ら
、
二
人
は
驚
き
、
脱
い

だ
服
を
拾
い
、
慌
て
て
逃
げ
出
す
が
、
途
中
で
転
ん
だ
り
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
醜
態

が
現
れ
る
。
こ
れ
を
見
た
常
人
は
、
大
笑
い
す
る
。

常
人
は
鎧
を
背
負
っ
て
、
叔
父
の
元
の
神
崎
の
家
に
帰
る
と
、
そ
の
家
の
主
に

な
っ
て
、
家
の
財
宝
を
自
分
の
物
に
し
た
。
盗
賊
が
袋
の
女
を
売
る
情
報
を
得
て
、

彼
も
薗
生
が
い
る
と
思
っ
て
買
い
に
行
っ
た
。
し
か
し
、
買
っ
た
の
は
、
薗
生
で

は
な
く
、
狂
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
。
女
性
は
袋
か
ら
出
て
く
る
と
、
常
人
に
だ
き

つ
き
、
歌
を
歌
う
。
常
人
は
、
び
っ
く
り
し
て
女
性
を
捨
て
よ
う
と
思
っ
た
が
、

盗
賊
た
ち
が
女
を
捨
て
る
者
は
頭
を
そ
の
場
で
切
る
、
と
言
っ
た
の
で
、
常
人
は

仕
方
な
く
女
を
連
れ
て
帰
っ
た
。
皆
は
﹁
手
う
ち
た
ゝ
き
て
わ
ら
ひ
あ
へ
﹂
た
。

以
上
の
三
つ
は
、
常
人
に
よ
っ
て
起
き
た
滑
稽
で
あ
る
。
こ
の
三
点
は
い
ず
れ

も
読
者
の
笑
い
を
誘
う
所
で
あ
り
、
丁
数
を
大
幅
に
占
め
て
い
る
。﹁
投
名
状
﹂

の
趣
向
だ
け
で
も
か
な
り
面
白
か
っ
た
が
、
雅
望
は
そ
れ
で
物
足
り
な
い
と
感
じ

た
た
め
か
、
拾
っ
て
き
た
頭
を
女
の
頭
に
し
た
り
、
常
人
の
嘘
を
ば
れ
さ
せ
た
り
、

読
者
を
笑
わ
せ
る
と
こ
ろ
を
工
夫
し
た
。

典
拠
の
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
に
は
、
こ
れ
と
似
る
箇
所
が
見
つ
か
ら
ず
、
笑
の
要

素
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
、﹁
巧
団
円
﹂
と
同
じ
く
﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
﹄
に
属
す

る
他
の
作
品
を
見
て
み
れ
ば
、
笑
い
が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば

﹁
奈
何
天
伝
奇
﹂
や
﹁
蜃
中
楼
伝
奇
﹂
な
ど
の
中
に
は
観
客
を
笑
わ
せ
る
醜
角
を

設
定
し
て
お
り
、
滑
稽
役
を
担
わ
せ
て
い
る
。
ま
ず
、﹁
奈
何
天
伝
奇
﹂
の
﹁
醜
角
﹂

―
闕
素
封
を
み
て
み
る
。

﹁
奈
何
天
伝
奇
﹂
の
闕
素
封
は
世
に
第
一
の
醜
い
男
で
あ
る
が
、
三
人
の
美
し

い
妻
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
人
の
妻
は
、
す
べ
て
闕
素
封
の
顔
を
見
た
こ

と
が
な
く
、
騙
さ
れ
て
嫁
に
き
た
の
で
あ
る
。
新
婚
の
夜
は
、
暗
い
中
に
、
何
と

か
な
っ
た
が
、
次
の
日
に
な
る
と
、
闕
素
封
の
本
当
の
姿
が
ば
れ
て
、
妻
は
相
次

ぎ
家
の
中
に
あ
る
書
房
―
﹁
奈
何
天
﹂
に
お
い
て
出
家
し
、
一
心
念
仏
す
る
。

そ
ん
な
闕
素
封
の
滑
稽
は
、
自
己
紹
介
か
ら
始
ま
る
。
闕
素
封
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー

ム
は
﹁
闕
不
全
﹂
で
あ
る
。
顔
が
醜
い
上
、
体
中
の
五
官
四
肢
ひ
と
つ
も
完
璧
な

も
の
が
な
い
こ
と
が
そ
の
名
前
の
由
来
で
あ
る
。

闕
素
封
の
一
番
目
の
奥
さ
ん
は
鄒
小
姐
で
あ
る
。
結
婚
の
当
日
は
、
二
人
は
洞

房
に
入
り
、
蝋
燭
を
使
用
人
が
前
も
っ
て
消
し
た
の
で
、
鄒
小
姐
は
闕
素
封
の
顔

を
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
夫
婦
の
事
を
終
え
、
闕
素
封
は
は
や
く
も
夢
に
入
る
が
、

鄒
小
姐
は
何
ら
か
の
匂
い
で
眠
れ
な
い
。
そ
れ
は
何
の
匂
い
だ
ろ
う
と
よ
く
嗅
い

だ
ら
、
闕
素
封
の
体
臭
で
あ
る
。
口
、
脇
下
、
足
、
体
中
に
臭
わ
な
い
と
こ
ろ
が

な
い
。
鄒
小
姐
は
耐
え
ら
れ
な
く
て
、
天
に
向
か
っ
て
、﹁
な
ぜ
私
は
こ
の
蜣
螂

︵
闕
素
封
の
た
と
え
、
糞
虫
︶
と
寝
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
﹂
と
問
う
。
や
が
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て
次
の
日
に
な
っ
て
、
闕
素
封
は
鄒
小
姐
の
前
に
来
た
ら
、
鄒
小
姐
は
大
き
な
声

を
出
し
て
、﹁
こ
の
怪
物
に
嫁
い
で
ど
う
し
よ
う
﹂
と
泣
き
崩
れ
た
。

鄒
小
姐
は
闕
素
封
の
事
を
﹁
蜣
螂
﹂
と
﹁
怪
物
﹂
で
形
容
し
て
い
る
。
一
か
月

を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
、
鄒
小
姐
は
我
慢
の
限
界
に
達
し
、
彼
女
は
﹁
書
房
﹂
に
仏

像
を
安
置
し
、
そ
こ
で
出
家
し
た
。
鄒
小
姐
の
出
家
に
対
し
て
、
闕
素
封
は
始
め

は
必
死
に
留
め
た
が
、
鄒
小
姐
の
固
い
態
度
を
見
て
、
今
度
は
罵
り
に
変
わ
っ
た
。

﹁
臭
淫
婦
、
真
賤
人
︵
筆
者
注
、
い
ず
れ
も
女
性
を
罵
る
言
葉
︶﹂
と
叱
り
、
鄒
小

姐
よ
り
も
っ
と
美
し
い
女
を
妻
に
す
る
と
誓
っ
た
。

闕
素
封
は
果
た
し
て
二
番
目
の
奥
さ
ん
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

も
、
奥
さ
ん
は
、
容
姿
の
優
れ
る
女
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
の
筋
は
ま
た
、

一
番
目
の
奥
さ
ん
と
同
様
で
、
彼
女
も
ま
た
騙
さ
れ
て
嫁
に
来
た
後
、
闕
素
封
の

醜
貌
に
驚
か
さ
れ
て
、
出
家
の
道
を
選
ん
だ
。

﹁
奈
何
天
伝
奇
﹂
は
こ
の
よ
う
に
、
世
に
稀
な
醜
男
子
を
設
定
す
る
こ
と
で
、

随
所
に
笑
い
を
ひ
き
起
こ
し
て
い
る
。
観
客
が
劇
場
で
こ
れ
を
見
た
時
に
は
、
笑

声
が
劇
場
に
満
ち
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。﹁
奈
何
天
伝
奇
﹂
に
お
い
て
は
、
闕
素
封

は
﹁
醜
角
﹂
で
あ
り
、
所
謂
主
役
の
﹁
生
﹂
で
は
な
い
が
、
彼
の
存
在
に
よ
っ
て
、

﹁
奈
何
天
伝
奇
﹂
全
篇
は
明
る
い
雰
囲
気
に
満
ち
て
お
り
、
喜
劇
の
結
末
へ
と
導

か
れ
て
い
く
。
戯
曲
の
中
に
お
け
る
﹁
醜
角
﹂
と
い
う
の
は
、
墨
を
顔
に
塗
り
、

外
見
が
醜
い
と
こ
ろ
か
ら
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
滑
稽
な
言
動
に
よ
っ
て
、

観
客
を
笑
わ
せ
る
の
が
、
役
目
で
あ
る
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
の
常
人
も
主
役
で
は
な
く
、
梅
丸
の
恋
敵
と
し
て
存
在
す
る

が
、
彼
の
存
在
に
よ
っ
て
、
読
本
に
滑
稽
と
笑
い
を
生
じ
な
が
ら
、
物
語
の
筋
を

複
雑
化
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
例
、﹁
蜃
中
楼
伝
奇
﹂
の
﹁
醜
角
﹂
―
径
河
小
龍
を
見
て

み
よ
う
。﹁
蜃
中
楼
伝
奇
﹂
は
唐
代
の
伝
奇
小
説
﹁
柳
毅
伝
﹂
を
戯
曲
化
し
た
作

品
で
あ
る

@

。

洞
庭
湖
龍
王
―
青
龍
の
娘
舜
華
が
柳
毅
と
ひ
そ
か
に
結
婚
を
約
束
し
た
が
、
黄

龍
は
こ
れ
を
許
さ
な
い
。
舜
華
の
叔
父
で
あ
る
銭
塘
赤
龍
が
勝
手
に
舜
華
と
径
河

王
の
息
子
と
の
婚
約
に
応
じ
た
。
舜
華
と
柳
毅
の
婚
約
に
怒
っ
た
青
龍
は
、
赤
龍

の
話
を
受
け
入
れ
、
舜
華
を
径
河
小
龍
に
嫁
が
せ
る
。

径
河
小
龍
は
、
お
腹
が
空
い
て
い
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
ぐ
ら
い
、
生
ま

れ
つ
き
の
愚
か
者
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
に
径
荷
と
い
う
三
十
歳
の
女
が
付
い
て
お

り
、
彼
に
男
女
の
事
を
教
え
て
い
る
。
径
荷
は
自
分
こ
そ
龍
の
種
を
産
み
た
い
た

め
、
径
河
小
龍
に
わ
ざ
と
間
違
っ
た
嫁
の
評
価
基
準
を
教
え
る
。
嫁
を
見
る
時
に
、

一
に
髪
を
見
る
。
髪
が
黒
け
れ
ば
黒
い
ほ
う
が
醜
い
、
黄
色
の
ほ
う
が
よ
い
と
。

二
に
足
を
見
る
。
足
が
小
さ
い
の
は
よ
く
な
く
、
足
の
大
き
い
方
が
よ
い
と
。
三

に
年
齢
を
聴
く
。
若
い
の
は
よ
く
な
い
、
年
取
れ
ば
と
る
ほ
ど
よ
い
と
、
教
え
た
。

す
る
と
、
舜
華
を
見
た
径
河
小
龍
は
、
頭
、
足
、
顔
を
よ
く
見
て
か
ら
、﹁
不

要
她
。
不
要
她
。︵
彼
女
は
い
や
だ
。
い
や
だ
。︶﹂
と
叫
ぶ
。
母
親
は
な
ぜ
と
聞

い
た
ら
、
彼
は
﹁
頭
髪
是
黒
狗
毛
、
不
是
金
絲
髪
。
脚
是
三
寸
狗
爪
、
不
是
尺
二

金
蓮
。
就
是
这
副
嘴
臉
、
也
不
像
有
一
千
歳
的
。︵
髪
は
黒
く
、
狗
の
毛
の
色
の

よ
う
で
、
黄
色
の
糸
の
よ
う
な
金
髪
で
は
な
い
。
足
は
三
寸
ば
か
り
、
狗
の
足
の

大
き
さ
で
、
尺
二
寸
の
大
き
な
足
で
は
な
い
。
顔
を
見
て
み
た
ら
、
ど
う
し
て
も

千
歳
の
人
と
は
見
え
な
い
の
で
、
良
い
嫁
で
は
な
い
。︶﹂
と
説
明
す
る
。
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径
河
小
龍
の
論
理
は
径
荷
の
教
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
愚
か
さ
は
こ

れ
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
み
な
は
彼
の
理
由
を
聞
き
、
大
笑
い
し
た
。
劇
場
の

観
客
も
お
そ
ら
く
大
笑
い
し
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
で
常
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
滑
稽
や
笑
い
は
、﹁
奈
何

天
伝
奇
﹂
や
﹁
蜃
中
楼
伝
奇
﹂
の
﹁
醜
角
﹂
の
笑
い
や
滑
稽
と
共
通
し
て
い
る
。﹁
蜃

中
楼
伝
奇
﹂
は
雅
望
の
読
本
﹃
飛
騨
匠
物
語
﹄
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
李

漁
の
ユ
ー
モ
ア
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
影
響
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

雅
望
が
、
小
説
の
中
に
、
滑
稽
と
笑
い
を
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
稲
田
篤
信

氏
は
﹁
当
時
、﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
曲
﹄
を
読
本
の
中
に
利
用
し
た
の
は
雅
望
に
限

ら
な
い
が
、
文
化
五
年
に
集
中
す
る
三
つ
の
読
本
す
べ
て
に
こ
の
書
が
利
用
さ
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
雅
望
の
読
本
の
質
を
う
か
が
う
点
で
、
は
な
は
だ
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
清
代
の
喜
劇
作
者
に
学
ん
で
、
読
本
の
中
に

笑
話
的
要
素
を
意
識
的
に
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う

#

。﹂
と
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

稲
田
氏
の
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
稲
田
氏
は
大
﹁
清
代
の
喜
劇
作
者
﹂

に
雅
望
が
学
ん
だ
こ
と
と
大
き
く
論
じ
た
だ
け
で
、
具
体
的
に
李
漁
の
﹃
笠
翁
伝

奇
十
種
﹄
か
ら
笑
話
的
な
要
素
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
た
の
か
、
ま
た
常
人
の

滑
稽
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
言
及
し
て
い
な
い
。

雅
望
は
、﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
﹄
の
﹁
醜
角
﹂
に
お
け
る
笑
の
要
素
を
見
抜
き
、

戯
曲
の
よ
う
に
、
自
分
の
作
品
に
も
﹁
醜
角
﹂
を
作
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹃
近
江
県
物
語
﹄
の
場
合
は
、
常
人
が
﹁
醜
角
﹂
に
な
っ
て
い
る
。﹁
巧
団
円
﹂
の

典
拠
の
構
想
だ
け
で
は
な
く
、﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
﹄
の
他
の
作
品
に
有
る
滑
稽
の

要
素
や
笑
の
要
素
を
自
分
の
作
品
に
持
ち
込
む
こ
と
か
ら
も
、
雅
望
が
李
漁
の
戯

曲
に
大
い
に
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
と
め

﹃
近
江
県
物
語
﹄
の
粗
筋
は
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
を
踏
襲
し
て
い
る
事
、
即
ち
、

女
の
主
人
公
が
巴
豆
を
塗
り
、
病
気
を
装
い
、
貞
潔
を
守
っ
た
こ
と
や
、
男
の
主

人
公
が
﹁
袋
の
姥
﹂
を
買
い
、
聘
物
を
頼
り
に
婚
約
者
を
順
調
に
買
い
だ
し
た
こ

と
な
ど
は
、
各
論
で
示
さ
れ
た
通
り
で
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
、﹃
近
江

県
物
語
﹄
に
お
け
る
新
し
く
附
加
さ
れ
た
趣
向
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
部
分
も
、
実

は
ま
っ
た
く
新
し
く
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
か
ら

発
想
を
得
て
、
そ
こ
か
ら
ア
イ
デ
ィ
ア
が
膨
ら
ん
で
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

考
察
の
通
り
で
あ
る
。

常
人
の
人
物
造
形
に
際
し
、
雅
望
は
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
悪
少
年
の
賊
入
り
か

ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
常
人
を
賊
に
入
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂

の
男
女
主
人
公
が
お
互
い
を
思
い
あ
う
詩
の
や
り
取
り
を
、
常
人
と
薗
生
と
の
和

歌
の
や
り
取
り
に
転
じ
さ
せ
、
物
語
が
波
乱
万
丈
に
な
る
前
提
を
作
っ
て
お
い

た
。﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
上
に
、﹃
水
滸
伝
﹄
の
﹁
投
名
状
﹂
の
趣
向
も
取
り
入
れ
、

逃
走
中
に
、
密
会
の
二
人
を
垣
間
見
て
、
音
を
出
し
、
二
人
を
驚
か
し
た
狂
言
﹃
ど

ぶ
か
っ
ち
り
﹄
の
趣
向
も
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
常
人
の

人
物
像
は
肉
づ
け
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

﹁
笏
﹂
も
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
の
﹁
尺
﹂
か
ら
思
い
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
が
、

原
典
の
﹁
尺
﹂
よ
り
、
雅
望
は
﹃
近
江
県
物
語
﹄
に
お
い
て
、﹁
笏
﹂
に
新
し
い



五
〇

読
本
『
近
江
県
物
語
』
に
お
け
る
中
国
戯
曲
『
笠
翁
伝
奇
十
種
』
の
利
用
法
の
一
端
（
任
）

役
割
を
附
加
し
た
。
こ
れ
は
両
親
と
巡
り
合
う
証
拠
品
で
あ
る
役
目
で
あ
る
。

読
ん
で
分
か
る
よ
う
な
一
目
瞭
然
な
趣
向
は
も
ち
ろ
ん
、
目
立
た
な
い
が
、﹁
巧

団
円
﹂
を
利
用
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
。
目
立
た
な
い
部
分
に
い
ろ
い

ろ
な
要
素
を
加
え
た
り
、
新
し
い
役
割
を
附
加
し
た
り
し
て
、
翻
案
を
し
て
い
く

の
は
、
石
川
雅
望
が
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
を
利
用
す
る
特
徴
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
常
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
た
滑
稽
は
﹃
笠
翁
伝
奇
十
種
﹄
の
﹁
醜
角
﹂

の
滑
稽
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
雅
望
は
李
漁
の
戯
曲
の
滑

稽
と
笑
い
と
に
深
く
感
じ
、
こ
れ
を
読
本
の
世
界
に
転
じ
て
い
る
。

し
か
し
、﹃
近
江
県
物
語
﹄
に
お
い
て
、
す
べ
て
が
﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
や
他
の
﹃
笠

翁
伝
奇
十
種
﹄
の
作
品
か
ら
構
想
を
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
雅
望
は
自
分
の
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
も
き
ち
ん
と
出
し
て
い
る
。

彼
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
紅
葉
賀
﹂
の
冒
頭
を
模
し
た
り
、﹃
前
太
平
記
﹄
の
世

界
を
﹃
近
江
県
物
語
﹄
に
利
用
し
た
り
し
て

$

、
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
工
夫
に
よ
っ
て
、﹃
近
江
県
物
語
﹄
は
一
人
の
少
年
の
伝
奇
的
人
生
を
描

く
こ
と
に
成
功
し
た
。
重
友
毅
は
﹃
近
江
県
物
語
﹄
を
﹁
原
作
を
凌
駕
す
る
出
来

栄
え
を
示
し
て
ゐ
た

%

﹂
と
評
価
し
、
大
田
南
畝
は
﹁
六
樹
園
︵
筆
者
注　

石
川
雅

望
の
号
︶
が
あ
ら
は
せ
る
近
江
県
物
語
を
よ
み
て
、
俗
流
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
知

れ
り

^

。﹂
と
賞
賛
し
た
の
で
あ
る
。

注1

　

 ﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
が
﹃
近
江
県
物
語
﹄
の
典
拠
で
あ
る
こ
と
を
一
番
早
く
指
摘

し
た
の
は
、
野
口
寧
斎
の
﹁﹃
袋
の
う
ば
﹄
の
辨
﹂︵﹃
早
稲
田
文
学
﹄
明
治
二
年

︿
一
八
六
九
年
﹀︶
で
あ
る
。

　

2

　

 

山
口
剛
氏
は
﹃
飛
騨
匠
物
語
﹄
は
﹁
蜃
中
楼
伝
奇
﹂
を
利
用
し
て
い
る
と
指
摘
︵﹃
山

口
剛
著
作
集
﹄
巻
二　

中
央
公
論
社　

一
九
七
二
年
︶、
重
友
毅
氏
は
﹃
天
羽
衣
﹄

は
﹁
奈
可
天
伝
奇
﹂
の
趣
向
を
使
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵﹁
六
樹
園
の
雅
文

小
説
﹂﹃
近
世
文
学
の
位
相
﹄︵
日
本
評
論
社　

一
九
四
四
年
︶
第
二
篇
に
所
収
︶。

　

3

　

 

山
口
剛
氏
は
﹃
山
口
剛
著
作
集
﹄
第
二
巻
に
﹁
江
戸
小
説
史
上
の
一
事
象
﹂
の
御

論
が
あ
り
、
麻
生
磯
次
氏
は
﹃
江
戸
文
学
と
支
那
文
学
﹄︵
三
省
堂　

一
九
四
六
年
︶

第
二
章
の
中
に
﹁
雅
文
小
説
に
於
け
る
支
那
文
学
の
影
響
﹂
の
御
論
が
あ
る
。

　

4

　

 

前
掲
麻
生
磯
次
氏
の
﹃
江
戸
文
学
と
支
那
文
学
﹄　

一
四
〇
頁

　

5

　

 ﹁
出
﹂
と
い
う
の
は
、
戯
曲
で
場
面
を
数
え
る
量
詞
で
あ
る
。
齣
。

　

6

　

 ﹁
巧
団
円
伝
奇
﹂
か
ら
の
引
用
箇
所
は
﹃
李
漁
全
集
﹄︵
浙
江
古
籍
出
版
社　

一
九
九
一
年
︶
に
よ
る
。

　

7

　

 ﹃
近
江
県
物
語
﹄
か
ら
の
引
用
箇
所
は
﹃
石
川
雅
望
集
﹄︵
国
書
刊
行
会　

一
九
九
三
年
︶
に
よ
る
。

　

8

　

 2

に
あ
る
重
友
氏
著
作　

二
三
七
頁

　

9

　

 ﹁
投
名
状
﹂
の
趣
向
が
﹃
水
滸
伝
﹄
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
重
友
毅
氏
が
前

掲
論
文
﹁
六
樹
園
の
雅
文
小
説
﹂
に
て
指
摘
し
て
い
る
。

　

0

　

 

鈴
木
敏
也
﹁
浪
漫
小
説
作
家
と
し
て
の
石
川
雅
望
﹂　
﹃
近
代
国
文
学
素
描
﹄︵
目

黒
書
店　

一
九
三
四
年
︶
所
収

　

!

　

 

拙
稿
﹁
石
川
雅
望
読
本
﹃
近
江
県
物
語
﹄
に
お
け
る
中
国
白
話
小
説
の
趣
向
利
用

に
つ
い
て
―
﹃
女
仙
外
史
﹄、﹃
醒
世
恒
言
﹄
と
﹃
拍
案
驚
奇
﹄
を
中
心
に
―
﹂　

和

漢
比
較
文
学
5 

1
号　

2 

0 

1 

3
年
8
月
刊
行
︶

　

@

　

 ﹁
蜃
中
楼
伝
奇
﹂
の
序
に
見
ら
れ
る
。﹁
至
如
唐
人
所
傳
柳
毅
事
甚
奇
、
人
艶
称
之
﹂

と
あ
る
。

　
#

　

 

稲
田
篤
信　
﹁﹃
天
羽
衣
﹄
論
＊
綾
足
・
秋
成
・
雅
望
﹂　
﹃
江
戸
小
説
の
世
界　

秋

成
と
雅
望
﹄
に
所
収　

ペ
リ
カ
ン
社　

一
九
九
一
年

　

$
　

 

稲
田
篤
信　
﹁﹃
近
江
県
物
語
論
﹄
＊
も
う
ひ
と
つ
の
梅
若
物
﹂
前
掲

 
 

﹃
江
戸
小
説
の
世
界　

秋
成
と
雅
望
﹄
所
収

　

%

　

 8
に
同
じ　

　

^

　

 

大
田
南
畝　
﹃
玉
川
砂
利
﹄
三
一
五
頁　
﹃
大
田
南
畝
全
集
﹄
所
収　

岩
波
書
店　

一
九
八
七
年


