
と
ば
現
在
の
生
活
を
、
体
系
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
は
、
こ
れ
は
、
ロ
こ
と
ば
の
全
国
共
通
語
で
あ
り
得
た
の
で

は
な
い
か
。
し
か
し
、
文
章
語
と
し
て
は
栄
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
そ
に
こ
の
こ
と
ば
の
運
命
が
あ
っ
た
。
「
シ
ャ
ル
・
サ
ッ
シ
ャ

ル
」
の
言
い
か
た
は
、
今
日
、
総
体
に
、
退
化
の
状
鼠
に
あ
る
。

た
だ
一
方
で
、
東
京
語
を
中
心
に
、
「
人
ら
っ
シ
ャ
ル
」
と
い
う
の

が
、
今
日
の
共
通
語
と
し
て
、
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
新
な
勢
で
広
ま
り
つ
つ
も
あ
る
。
地
方
八
は
、
自
己
旧
来
の
「
行

か
っ
シ
．
ヤ
ル
ト
来
サ
ッ
シ
ャ
ル
」
な
ど
を
忘
れ
て
、
共
通
語
の
「
い
ら
っ

し
ゃ
る
」
を
新
し
く
．
都
雅
た
も
の
と
し
て
う
け
と
る
よ
う
に
も
な
っ
で

い
る
。
言
語
心
理
l
の
た
り
ゆ
き
に
は
、

る
と
思
う
。

℃
つ
に
お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ

（
二
九
・
．
七
・
二
〇
）

1
広
島
大
学
助
教
授
　
－

「
帝
木
の
並
び
」
．
の
主
題
性
を
湖
ぐ
っ
て

ー
　
源
氏
物
語
の
主
題
性
進
展
に
つ
い
て
の
研
究
序
説
－
I

15－－

森

．

源
氏
物
語
は
単
一
の
構
想
、
主
踵
に
よ
っ
て
f
f
か
れ
て
い
る
長
持
物

語
で
は
な
く
、
そ
の
長
篇
と
し
て
の
構
成
に
は
或
る
主
題
的
な
ま
と
ま

り
を
も
っ
た
小
物
語
を
研
み
正
ね
て
い
く
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

－
　
け
だ
し
、
そ
れ
は
長
篇
構
成
と
し
て
ほ
模
索
的
過
渡
的
段
階
、
短
篇

か
ら
長
篇
へ
物
語
が
成
長
発
達
し
て
い
く
形
成
過
程
を
示
す
も
の
だ
。

因
み
に
、
物
語
文
学
が
長
持
と
し
て
の
一
定
の
構
成
的
意
図
を
も
っ
て

執
筆
さ
れ
、
聖
の
構
想
、
主
票
露
預
か
れ
芸
篇
物
語
に
ま

で
成
長
す
る
の
は
狭
衣
物
語
に
於
て
で
あ
る
。
源
氏
物
語
は
宇
治
十
帖

に
至
っ
て
相
当
に
長
篇
と
し
て
の
成
熟
に
達
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
接

、

穏
式
と
呼
ば
れ
る
構
成
が
示
す
よ
う
に
、
テ
ー
マ
の
熟
す
る
に
つ
れ

て
書
き
つ
が
れ
る
作
風
を
最
後
ま
で
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
－
　
そ

の
小
物
語
の
そ
れ
声
＼
は
、
一
巻
だ
け
の
も
の
竜
あ
り
、
二
巻
、
三

一
響
あ
る
い
は
「
五
里
の
並
び
」
の
よ
う
に
十
巻
が
一
つ
の
ま
と
ま
り

tosho-seibi-repo
長方形



を
も
つ
申
笛
的
な
も
の
も
あ
る
。
作
者
は
こ
の
あ
る
主
題
的
な
ま
と
ま

り
を
も
っ
た
小
物
語
を
書
い
て
は
発
表
し
、
発
表
し
て
は
書
く
と
い
う

風
に
し
て
書
き
つ
い
で
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
源
氏
物
語

を
読
む
場
合
、
こ
の
小
物
詔
に
分
け
て
い
わ
ば
一
つ
の
単
元
と
し
て
考

察
し
、
そ
の
展
開
を
た
ど
っ
て
作
者
の
創
作
意
識
の
進
展
を
考
究
す
る

と
と
は
十
分
理
由
が
あ
る
わ
け
で
、
近
来
、
源
氏
物
語
と
い
う
長
篇
物

語
を
第
一
部
（
桐
壷
T
I
志
墜
蓑
聾
）
、
窮
二
部
（
若
菜
・
l
I
幻
）
、
第

三
部
（
匂
富
－
1
1
夢
浮
栢
）
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
十
分
な
理
由
を

も
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
小
物
語
に
分
け
て
考
え
る
こ

と
も
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
小
物
語
を
分
け
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
ま
す
問
題
に
な
る
し
、
次
に
は
そ
の
展
開
は
ど
の
よ
う
に

さ
れ
た
か
と
い
う
こ
．
と
が
問
題
に
な
る
が
、
分
け
方
と
し
で
は
、
見
方

に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
が
出
て
く
る
が
、
二
つ
の
主
題
的
な
ま
と
ま

り
」
、
と
い
う
内
容
上
か
ら
の
と
ら
え
方
を
認
め
て
よ
い
と
思
う
。
武
田

宗
俊
氏
は
巻
々
の
頭
尾
に
就
い
て
、
巻
頭
な
修
飾
型
と
即
事
型
と
に
分

け
、
巻
尾
を
間
接
話
法
的
終
結
と
甫
接
話
法
的
終
結
と
に
分
け
、
間
接

話
法
的
終
結
の
巻
尾
は
小
物
詔
（
武
田
氏
は
「
群
」
と
呼
ん
で
お
ら
れ

る
）
の
終
結
と
な
る
受
こ
ろ
で
あ
り
、
小
物
語
の
起
筆
に
は
即
事
塑
修

飾
型
の
両
方
あ
る
が
、
修
飾
型
の
巻
頭
は
必
ず
小
物
語
の
起
筆
で
あ

（
註
。
こ

る
、
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
氏
の
成
立
過
程
説
に
も
と
づ
い
て
源
氏
物
語

の
発
表
事
情
を
推
定
し
ょ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
屋
閑
の
過

程
に
つ
い
て
は
こ
の
物
語
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
よ
っ
て

見
方
に
相
違
が
出
て
く
る
。
又
、
時
間
的
な
執
筆
順
序
よ
り
も
、
作
者

の
意
識
祖
に
ア
イ
ヂ
ィ
了
が
は
ら
ま
れ
た
時
点
を
問
踵
と
し
、
を
の
讃

個
の
展
開
と
い
う
創
作
心
理
を
追
究
し
、
主
題
の
発
展
を
論
じ
ょ
う
と

さ
れ
た
高
橋
和
夫
氏
の
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
創
作
意
識
の
進
展
に
つ

い
て
」
　
（
「
同
語
と
国
文
学
」
昭
和
二
十
八
年
九
月
号
）
と
い
う
論
文
の
よ

う
な
態
度
に
立
っ
て
「
説
話
」
に
分
け
て
考
察
す
る
も
の
も
あ
る
。

源
氏
物
語
の
主
因
性
の
進
展
を
考
察
す
る
際
に
、
こ
の
よ
う
な
小
物

語
の
そ
れ
ぉ
1
の
主
題
性
を
考
察
し
っ
1
漁
氏
物
語
と
い
う
長
錆
の
主

題
性
の
進
展
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
は
流
民
物
語
の
構
成
に
即
し
た
主

題
性
の
追
究
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
今
後
は
か
1
る
視
点
が
と
ら
れ
る

べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
発
述
し
た
両
氏
の
論
文
に
は
そ
の
態
度

を
う
か
ざ
り
こ
と
が
で
き
た
。
私
の
態
度
も
こ
1
に
あ
り
、
本
稿
の
根

拠
も
そ
こ
．
に
あ
る
。

二

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

さ
て
、
源
氏
物
語
第
†
部
に
お
い
て
特
に
こ
の
小
物
語
の
独
立
性
が

強
く
、
時
間
的
並
列
の
感
が
強
い
の
は
、
作
者
が
長
篇
と
し
て
仕
立
て

る
意
図
を
恐
ら
く
爵
一
部
の
終
り
頃
に
な
っ
て
持
つ
に
至
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
即
ち
論
一
部
は
長
篇
と
し
て
の
構
成
に
つ
い
て
作
者
は
十
分

配
慮
し
得
な
か
っ
た
事
情
を
も
つ
の
で
あ
る
。
「
最
初
は
短
篇
と
し
て

発
表
さ
れ
、
そ
れ
が
読
者
の
要
望
に
よ
っ
て
続
笛
が
書
き
つ
が
れ
、
更

に
そ
の
続
篤
が
書
か
れ
、
あ
る
い
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
前
篇
が
書
か
れ
、

次
第
に
作
者
も
金
体
を
長
篇
と
し
て
仕
立
て
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
の

－16－



（
註
3
）

だ
」
と
三
上
啄
朝
先
生
が
説
か
れ
た
事
情
を
第
一
部
の
構
造
は
増
徴
的

に
有
し
て
、
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
物
語
の
独
立
性
が
強
い
と
い
う
点
で
長
も
際
立
っ
て
い
る
の

が
舟
木
の
並
び
、
次
い
で
は
玉
竃
の
並
び
で
あ
ろ
う
か
。
玉
霊
の
並
び

（
琵
4
）

に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
お
く
こ
と
に
し
て
　
こ
1
で
吼
希
木
の
並
び
が

或
る
主
題
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
「
つ
の
小
物
語
と
し
て
最
も
際
立

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
も
考
え
た
い
。

小
物
語
と
し
て
の
独
立
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
こ
の
グ
ル
ー

プ
の
は
じ
め
の
巻
で
あ
る
「
盾
木
」
冒
頭
の
文
が
乙
の
グ
ー
ル
プ
の
終

り
の
巻
で
あ
る
「
夕
顔
」
の
結
文
で
は
っ
き
り
受
け
ら
れ
て
い
．
る
こ
と

に
よ
る
。

光
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ん
‥
1
し
う
、
言
ひ
猟
た
れ
た
ま
ふ
と
が
多
か

な
る
に
、
い
と
ど
、
か
か
る
す
き
ご
と
ど
も
を
末
の
世
に
も
開
き
伝

へ
て
か
ろ
ぴ
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
た
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ

事
を
さ
ぺ
、
語
り
伝
へ
け
む
、
人
の
も
の
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
。
さ
る

は
、
い
と
い
た
く
世
を
は
ゞ
か
り
、
ま
め
だ
ち
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど

に
、
な
よ
ぴ
か
に
を
か
し
き
事
は
な
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
突
は

れ
た
ま
ひ
け
む
か
し
。
（
「
挿
木
」
円
域
の
文
）

か
や
う
の
く
だ
！
1
し
き
事
は
、
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
び
た
ま
ひ

し
も
、
い
と
ほ
し
く
て
、
皆
漏
ら
し
と
ゞ
め
た
る
を
、
な
ど
、
御
門

の
御
子
な
ら
む
か
ら
に
、
見
む
人
さ
へ
、
か
た
は
な
ら
す
、
も
の
ほ

め
が
ち
な
る
、
と
、
作
り
事
め
き
て
と
り
な
す
八
、
も
の
し
た
ま
ひ

．
け
れ
ば
な
む
。
あ
ま
り
物
言
ひ
さ
が
な
き
罪
、
さ
り
ぜ
こ
ろ
無
く
。

（
「
夕
顔
」
の
結
文
）

右
の
∃
仰
木
冒
頭
の
文
と
夕
顔
の
結
文
を
読
み
合
わ
せ
て
み
て

か
か
る
す
き
ど
と
ど
も
（
壷
木
．
）
＝
＝
H
か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
事

（
夕
顔
）

忍
び
た
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ
事
　
（
静
木
）
＝
H
H
H
H
H
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍

び
た
ま
ひ
し
も
（
夕
顔
）

と
い
う
風
に
、
同
一
事
を
内
容
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
語
句
が
照
応

し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
帝
木
冒
頭
の
文
が
夕
顔
結
文
で

う
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
鳩
的
な
明
証
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
香
木
、

空
蝉
、
夕
顔
の
三
巻
が
一
頭
の
構
想
を
持
っ
て
ひ
と
ま
と
ま
り
を
な
し

で
い
る
こ
と
は
、
既
に
広
道
の
評
釈
な
ど
が
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
在
来
並
び
の
巻
と
恕
せ
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
あ
わ
し
、
も
は
や
ほ

と
ん
ど
異
論
の
な
い
と
ヱ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
際
立
っ
た
ま
と
ま
り
方
は
、
こ
の
≡
巻
の
内
容
と
関
聯
し
て
色

々
の
事
を
考
え
さ
せ
る
が
、
ま
す
第
一
に
、
希
木
冒
頭
起
筆
の
表
現
内

容
及
び
夕
顔
結
文
の
表
甥
内
容
か
ら
、
作
者
が
自
己
を
乗
り
出
し
て
自

作
に
つ
い
て
大
仰
な
ほ
ど
の
言
辞
を
弄
し
て
い
て
実
に
力
を
こ
め
た
態

度
が
．
う
か
ゞ
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
、
こ
れ
は
「
源
氏
物
語
が
最
初
短
篇

と
し
て
発
表
さ
れ
た
」
そ
の
最
初
の
短
肴
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想

像
せ
し
め
ら
れ
る
。
「
光
る
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ど
と
し
う
＝
∵
・
交
野

の
少
将
に
は
兵
は
れ
た
ま
ひ
け
む
か
し
。
」
上
主
人
公
灯
重
厚
な
照
明

を
当
て
る
起
筆
、
主
人
公
紹
介
の
起
筆
が
そ
の
感
を
深
く
さ
せ
る
。



、
源
氏
物
語
の
主
掲
性
進
展
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
小
物
語
に
分
け

て
考
察
を
進
め
る
べ
く
こ
1
に
ま
ず
「
骨
木
の
並
び
」
の
主
題
性
を
諭
l

じ
よ
う
と
す
る
根
拠
は
上
采
の
叙
述
に
臥
ゞ
明
ら
か
な
こ
と
と
思
う
。

≡

帝
木
の
並
び
の
主
国
性
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
「
命
木
の

並
び
」
の
物
語
の
事
件
、
人
物
が
、
中
の
晶
の
階
級
の
女
性
を
招
い
た

も
の
甘
あ
る
こ
と
に
癖
に
注
意
し
た
い
。
中
の
晶
の
女
性
が
物
語
の
女

主
人
公
と
し
て
物
語
を
統
一
づ
け
て
い
る
こ
と
は
汲
氏
物
語
全
篇
に
於

で
特
殊
と
い
っ
て
．
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
命
木
目
頭
の
語
り
出
し
の
文

は
作
者
の
こ
の
命
木
の
並
び
執
筆
の
創
作
意
識
堅
不
す
も
の
と
し
て
注

目
さ
れ
る
が
、
「
い
と
ゞ
か
か
る
す
き
ご
と
ど
も
を
末
の
世
に
も
開
き

伝
へ
て
か
ち
び
た
る
名
を
や
、
流
さ
む
、
と
、
忍
び
た
ま
ひ
け
る
隠

ろ
へ
事
を
さ
へ
、
語
り
伝
へ
け
む
、
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
」
は

い
か
に
も
こ
と
ん
「
＼
し
い
大
仰
な
物
の
言
い
方
で
あ
る
。
何
故
こ
の
よ

う
に
こ
と
声
＼
し
く
大
仰
な
物
の
言
い
方
こ
と
わ
り
方
を
し
て
い
る
の

0
0
0
0
0

で
あ
ろ
う
か
。
「
か
ち
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
」
と
忍
び
隠
す
の
は
広

道
の
評
釈
が
考
え
て
い
る
通
り
、
帝
の
御
子
と
し
て
受
筒
程
度
の
賎
し

い
身
分
の
女
を
相
手
と
し
た
か
ら
に
外
な
ら
ず
、
「
か
ろ
ぴ
た
る
」
と

か
「
忍
ぶ
」
、
「
隠
す
」
と
い
う
言
葉
は
身
分
差
の
甚
だ
し
い
恋
愛
事

件
で
、
人
に
知
ら
れ
て
は
ま
ず
い
隠
し
事
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
・
の
よ
う
な
事
柄
を
語
る
こ
と
に
つ
い
て
の

は
ゞ
か
り
が
、
物
語
の
語
り
出
し
に
於
て
こ
と
声
1
し
い
物
言
い
、
こ
と

わ
り
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
・
か
。
し
か
も
作
者

は
「
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
」
　
（
お
し
ゃ
べ
り
の
罪
の
深
さ
）
と

は
ゞ
か
り
こ
と
わ
る
だ
け
で
は
気
が
す
ま
ず
、
「
さ
る
は
、
い
と
い
た
く

世
を
は
ゞ
か
り
、
ま
め
だ
ち
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
な
よ
ぴ
か
に
を
か
し

き
事
は
な
く
て
、
」
と
、
ま
る
で
自
ら
述
べ
た
こ
と
を
す
ぐ
に
う
ち
消
し

否
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
口
ぶ
り
で
遠
慮
し
は
ゞ
か
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
遠
慮
し
は
ヾ
か
る
物
語
、
光
源
氏
と
い
う
最
上
層
裏
鉄

が
中
、
下
層
の
女
性
と
交
渉
す
る
物
語
聖
二
巻
に
わ
た
っ
て
書
き
つ
ゞ

け
た
作
者
の
執
筆
意
識
に
は
表
向
き
遠
慮
し
は
ゞ
か
り
つ
ゝ
そ
の
実
は

ひ
を
か
な
る
自
作
へ
の
自
負
は
先
行
物
語
へ
の
批
判
を
秘
め
た
表
現
に

う
か
ゞ
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
「
交
野
の
少
将
に
は
実
は
れ
た
ま
ひ
け
む

か
し
L
I
交
野
の
少
将
物
語
ほ
ど
風
流
一
途
の
物
語
で
は
な
く
て
、

社
会
に
気
が
ね
し
て
い
で
あ
ま
り
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
ー
　
と
、
謙
遜

し
卑
下
し
っ
1
モ
れ
は
同
時
に
「
交
野
少
将
物
詔
と
は
違
っ
た
物
語
な

の
だ
」
と
い
う
自
負
、
即
ち
と
の
．
物
語
の
主
人
公
光
源
氏
の
人
物
像
を

交
野
少
将
と
は
運
つ
密
も
の
で
あ
る
、
交
野
少
将
の
よ
う
に
物
語
の
た

め
に
抽
象
化
さ
れ
た
人
で
は
な
く
社
会
人
と
し
て
の
深
み
を
も
っ
た
人

で
あ
る
と
ヾ
　
「
い
と
い
た
く
世
を
は
ゞ
か
り
、
ま
め
だ
ち
た
ま
ひ
け
る
・

ほ
ど
に
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き
こ
と
は
な
く
て
」
と
い
う
表
現
に
そ

の
自
負
を
ひ
め
た
の
甘
あ
る
。
す
ぐ
後
に
見
ら
れ
る
「
し
の
ぶ
の
み
だ

れ
や
」
　
「
あ
だ
め
き
目
馴
れ
た
る
う
ち
つ
け
の
す
き
す
き
し
さ
な
ど
」

が
伊
勢
物
語
初
段
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
「
好
ま

．
L
か
ら
ぬ
御
本
性
」
だ
と
し
て
い
る
の
も
伊
勢
物
語
初
段
を
念
頭
に
し

＿＿1鰐．・．車
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た
批
難
と
自
作
へ
の
自
負
を
示
す
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

0

〇

．

〇

〇

〇

〇

さ
て
そ
こ
で
、
「
か
や
う
の
く
だ
！
＼
し
き
事
」
　
（
夕
顔
結
文
）
と
弁
解

せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
」
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
下
層
社
会
を

舞
台
に
し
た
下
級
貴
族
の
女
性
（
夕
所
は
実
際
は
三
位
の
中
将
の
姫
膏

で
あ
る
が
、
あ
や
し
き
垣
根
の
下
層
社
会
に
住
ん
で
い
た
か
ら
下
の
下

の
女
と
し
て
対
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
実
質
的
に
は
中
の
晶
で
あ
る
）

と
の
恋
愛
事
件
、
そ
し
て
そ
れ
は
女
（
．
夕
蹟
）
を
死
な
せ
て
し
ま
う
悲

惨
な
終
末
を
た
ど
る
の
で
あ
り
、
又
国
司
の
後
妻
で
あ
る
中
流
貴
族
の

女
（
空
輯
）
と
は
恋
が
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
、
ま
こ
と
に
　
「
な
よ
ぴ
か

に
を
か
し
き
事
は
な
き
」
恋
愛
事
件
の
物
語
、
「
く
だ
1
′
1
し
き
軍
」

と
卑
下
す
る
中
、
下
層
の
女
の
物
語
を
三
巻
に
わ
た
っ
て
書
き
適
し
た

意
読
こ
そ
間
置
で
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
そ
れ
は
必
然
こ
の
帝
木
の
並
び

の
主
題
性
の
間
超
に
外
な
ら
な
い
。

四

中
の
品
の
女
を
物
語
の
世
界
に
導
き
、
光
源
氏
と
l
交
渉
せ
し
め
る
た

軌
に
作
者
は
は
じ
め
か
セ
賞
し
て
構
想
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
同
夜

の
品
定
め
を
も
っ
て
物
語
は
は
じ
ま
る
が
、
両
夜
の
品
定
め
の
設
定
は

光
源
氏
を
し
て
中
の
晶
の
女
性
と
交
渉
せ
し
め
る
た
め
の
用
意
で
あ

り
、
構
想
的
意
訳
を
そ
こ
に
見
出
し
縛
る
こ
と
は
既
に
異
論
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
同
夜
の
品
定
め
に
於
け
る
左
罵
頭
の
中
流
環
視
論
（
頭

中
将
も
左
篤
頭
か
ら
の
う
け
う
り
ら
し
い
が
中
流
悶
視
を
説
く
）
、
源

氏
や
中
将
を
前
に
中
の
晶
の
女
の
好
さ
を
語
る
論
は
、
後
の
、
源
氏
の

空
蝉
や
夕
顔
と
の
交
渉
を
導
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
し
も
気

づ
く
こ
と
で
あ
る
。

同
夜
の
品
定
め
は
梅
雨
の
こ
ろ
の
あ
る
夕
方
に
場
面
を
と
り
、
源
氏

の
膏
の
側
に
頭
中
将
が
ひ
か
え
た
陸
じ
い
二
八
の
生
活
の
貼
貴
か
ら
「

や
が
て
頂
中
将
の
「
女
性
に
澤
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
す
ぐ
れ
た
も
の

は
な
か
な
か
い
な
い
」
と
い
う
嘆
き
に
は
尤
ま
り
、
最
後
に
中
の
晶
に

好
ま
し
き
女
の
い
る
可
能
性
を
言
っ
て
い
る
。
．

中
の
晶
に
な
む
、
人
の
心
々
お
の
が
じ
1
の
た
て
た
る
お
も
む
き
も

見
え
て
、
わ
か
る
べ
き
事
か
た
が
た
多
か
る
べ
き
。

中
の
晶
の
女
性
に
は
個
性
が
あ
っ
て
好
ま
し
い
と
す
る
「
中
の
晶
重
視

論
」
政
友
馬
頭
か
ら
閃
い
た
う
け
う
り
ら
し
い
こ
と
が
後
の
段
で
わ
か

る
が
、
作
者
は
雨
夜
の
品
定
め
の
発
端
に
は
や
く
も
中
の
晶
の
女
性
重

視
の
諭
を
登
場
人
物
（
頭
中
将
）
を
し
て
詔
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
中
の
晶
の
女
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
作
者
の

意
向
は
は
や
く
も
ほ
の
め
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
段
、
登

場
し
た
左
露
頭
の
諭
は
そ
の
度
合
を
大
き
く
深
め
て
中
流
重
視
を
説
い

て
い
る
。

受
領
．
と
い
ひ
て
人
の
国
の
事
に
か
1
づ
ら
ひ
営
み
で
」
晶
定
ま
り
狩

る
中
に
も
ヾ
ま
た
き
ざ
み
き
ぎ
み
あ
り
て
、
中
の
晶
の
け
し
う
は
あ

ら
ぬ
、
え
り
小
で
つ
べ
き
こ
ろ
は
ひ
な
り
。

と
言
う
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
ら
に
中
の
慌
重
視
を
強
痢
す
る
の
は
中
の
晶
の
女
を
物
語
の

世
界
に
難
く
構
想
的
布
石
で
あ
る
乙
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
乙
の
昏

－19－



木
の
並
び
が
か
く
の
ど
と
き
構
憩
的
布
石
を
要
し
っ
1
中
の
品
の
女
性

を
女
主
人
公
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
こ
の
左
馬
頭
の
中
流

重
視
論
を
手
が
1
り
に
考
え
た
い
と
思
う
。

こ
の
左
馬
頭
の
受
領
重
視
論
は
当
時
の
社
会
的
風
洞
を
背
景
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
清
少
納
言
の
枕
冊
子
の
「
し
た
り
所
な
る
も
の
」
に

「
除
目
に
そ
．
の
年
の
一
の
国
え
た
渇
人
、
よ
ろ
こ
び
な
ど
い
ひ
て
、
い

と
か
し
こ
う
な
り
た
ま
へ
り
な
ど
人
の
い
ふ
い
ら
へ
に
、
何
か
い
と
こ

と
や
う
に
ほ
ろ
び
て
は
べ
る
な
れ
ば
な
ど
い
ふ
も
し
．
た
り
顔
な
り
」

又
、
「
あ
り
あ
り
で
受
領
に
な
り
た
る
人
の
気
色
こ
そ
う
れ
し
げ
な

れ
。
わ
づ
か
に
あ
る
ず
ん
ざ
の
な
め
げ
に
あ
な
づ
る
む
、
ね
た
し
と
息

ひ
き
こ
え
な
が
ら
、
い
か
ゞ
せ
ん
と
て
ね
ん
じ
過
し
っ
る
に
・
我
に
も
ま

さ
る
も
の
ど
も
の
、
か
し
こ
ま
り
、
た
ゞ
仰
せ
う
け
た
ま
は
ら
ん
と
つ

あ
せ
う
す
る
さ
ま
は
あ
り
し
人
と
や
は
見
え
た
る
。
女
房
う
ち
つ
か

ひ
、
見
え
ぎ
り
し
て
う
ど
さ
う
ぞ
く
の
わ
き
い
づ
る
。
」
　
「
受
領
の
北

の
方
に
で
く
だ
る
こ
そ
よ
ろ
し
き
人
の
さ
い
は
ひ
に
は
思
ひ
て
あ
ん
め

れ
」
な
ど
の
記
事
が
見
え
、
受
領
国
司
に
な
る
こ
と
が
富
裕
な
生
活
を

約
束
し
、
当
時
の
人
庚
が
こ
れ
を
羨
望
し
て
い
る
有
様
を
伝
え
て
い

る
。
反
対
に
、
国
司
（
受
餌
）
を
希
望
し
な
が
ら
、
な
れ
な
か
っ
た
人

は
ま
こ
と
に
気
の
毒
な
も
の
で
あ
る
様
子
を
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の

中
「
除
目
に
つ
か
さ
得
ぬ
人
の
家
」
、
に
あ
れ
／
＼
と
の
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
国
司
（
受
領
）
が
羨
望
さ
れ
た
の
は
全
く
国
司
（
受
餌
）
の

所
得
が
豊
か
な
た
め
で
、
京
都
に
い
て
は
貧
乏
に
苦
し
ん
だ
人
も
ひ
と

た
び
地
方
官
と
し
て
赴
任
す
れ
ば
豊
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
古
今
著

聞
集
巻
一
神
祇
上
総
守
時
頚
千
部
経
説
諭
功
徳
事
に
は
、
一
条
天
皇
の

御
代
」
上
確
守
時
重
と
い
う
人
が
、
在
京
中
は
貿
乏
で
、
千
部
法
華
経

託
諭
の
所
願
を
懐
き
な
が
ら
、
一
人
の
憎
を
も
萄
む
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
が
、
日
吉
社
に
析
裾
を
こ
め
た
感
応
で
、
上
総
守
に
任
ぜ
ら
れ
た

の
で
、
「
任
国
の
肢
前
の
碍
分
」
だ
け
で
、
千
部
経
軍
訓
を
始
め
る
こ

と
が
出
来
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
地
方
官
の
収
入
の
藍
か
た
事
例
で

あ
る
。
国
守
は
、
中
央
官
よ
り
格
段
に
財
を
た
く
わ
え
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
中
央
官
吏
（
京
甘
内
甘
）
に
見
ら
れ
な
い
地
方
．

官
（
外
官
）
の
一
大
特
典
と
し
て
公
願
稲
の
給
与
が
あ
り
、
守
が
六

ジ

ヤ

ウ

　

　

　

サ

ク

ワ

ン

分
、
介
は
四
分
、
拓
は
三
分
、
目
は
二
分
、
放
生
は
「
分
で
あ
っ
た

が
、
指
の
こ
と
を
三
分
、
日
の
こ
と
を
二
分
、
兜
生
の
こ
と
を
一
分
と

呼
ぶ
異
称
が
行
わ
れ
た
程
で
国
司
は
じ
め
地
方
官
を
収
益
利
得
の
対
象

人
臣
6
）
　
l

と
し
て
考
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
財
力
が
も
の
を

言
う
時
代
で
あ
っ
た
の
だ
。

国
司
（
受
領
）
を
志
望
し
、
そ
の
富
裕
を
念
振
す
る
時
勢
相
は
、
源

氏
物
語
の
中
に
も
抽
か
れ
て
い
る
。
近
柿
中
将
の
官
を
す
て
て
播
磨
守

に
任
ぜ
ら
れ
た
明
石
入
道
が
、
「
こ
の
世
の
設
け
に
、
秋
の
田
の
実
を

刈
り
納
め
、
残
り
の
よ
は
ひ
頓
む
べ
き
稲
の
倉
町
ど
も
な
ど
、
所
々
、

所
に
つ
け
た
る
見
所
あ
り
て
、
し
典
め
た
り
。
」
　
（
閉
石
巻
）
　
と
あ
る

ご
と
ぐ
国
司
と
し
て
の
職
権
を
利
用
し
て
富
裕
に
暮
ら
す
こ
と
を
志

し
て
い
る
様
を
え
が
い
て
い
る
。
．

藤
原
氏
の
主
流
に
よ
っ
て
中
央
政
権
を
独
占
せ
ら
れ
、
中
央
で
の
栄

達
を
は
ゞ
ま
れ
た
貴
族
達
が
地
方
に
出
て
国
司
と
し
て
富
裕
に
暮
ら
す

－20－



こ
と
を
志
し
た
時
勢
相
、
上
層
貴
族
と
中
・
下
圏
貴
族
の
分
化
の
は
げ

し
い
時
勢
の
動
き
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
時
勢
の
矛
盾
の
は
げ
し
さ
き

び
し
さ
を
最
も
痛
切
に
し
わ
よ
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
中
の
晶
の
貴
族
達

に
と
っ
て
そ
れ
は
竹
か
ば
か
り
切
実
な
生
き
る
葛
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
当
代
読
者
は
そ
れ
を
痛
切
に
生
き
て
い
た
。
・
そ
し
て
中
の
品

な
る
源
語
作
者
自
身
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
。
作
者
の
父
為
時
が
越
前
の

国
司
を
の
ぞ
ん
で
申
文
を
奉
つ
セ
話
は
余
り
に
も
有
名
で
切
実
な
猟
官

遊
動
の
姿
と
し
て
陶
を
う
つ
も
の
が
あ
る
。
記
者
と
作
者
と
が
共
感
す

る
現
実
的
共
通
基
盤
に
支
え
ら
れ
て
源
氏
物
語
は
酌
目
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
男
と
女
の
世
界
を
描
く
物
語
の
世
界
が
か
1
る
現
実
的
基
盤
を

そ
の
背
面
に
持
つ
た
こ
と
は
、
源
氏
物
語
の
世
界
が
現
実
へ
の
関
心
艦

根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
読

者
に
対
し
て
缶
と
ぎ
ば
な
し
的
興
味
か
ら
は
る
か
に
す
1
ん
だ
、
自
分

達
の
生
活
に
と
っ
て
直
接
的
な
関
心
と
興
味
を
持
た
し
め
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
物
語
の
読
者
と
し
て
、
上
層
裏
族
の
姫

．
（
註
7
）

君
を
車
の
読
者
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
宮
仕
え
女
房
達
、
即
ち

中
層
蛮
族
の
イ
ど
テ
リ
女
性
達
を
彊
賞
力
の
高
い
読
者
と
し
て
想
定
す

べ
き
と
考
え
る
。
中
で
も
す
ぐ
れ
た
女
房
、
例
え
ば
紫
式
部
、
清
少
納

言
、
赤
染
捕
門
等
々
は
批
評
的
見
識
す
ら
も
つ
た
批
評
家
と
も
称
す
べ

き
高
い
統
者
で
は
な
か
っ
た
か
。
更
に
紫
式
部
日
記
の
例
の
「
若
紫
や

さ
ぶ
ろ
ふ
」
の
記
事
に
よ
っ
で
知
ら
れ
る
通
り
漁
民
物
語
は
公
任
な
ど

上
層
貴
族
の
男
子
を
も
記
者
と
す
る
ま
で
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と

を
想
起
さ
れ
た
い
。
党
に
「
記
者
と
作
者
と
が
共
感
す
る
現
実
的
共
通

基
準
…
」
と
言
っ
た
「
共
感
す
る
現
実
的
共
通
基
馨
し
と
い
う
乙
と

は
特
に
は
作
者
と
同
じ
階
級
に
ぞ
く
し
た
女
房
達
の
読
者
層
に
つ
い
て

言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
香
木
の
並

び
が
党
に
考
え
た
よ
う
に
「
源
氏
物
語
が
最
初
短
篇
と
し
て
発
窮
さ
れ

（
注
8
）

た
」
そ
の
最
初
の
短
篇
で
あ
り
、
そ
れ
は
宮
仕
l
ぇ
前
に
書
か
れ
た
と
仮

定
す
る
な
ら
ば
、
宮
仕
え
以
前
の
作
者
の
周
囲
の
．
人
々
！
そ
れ
は
当

然
中
の
嵐
で
あ
る
ー
を
読
者
と
し
て
予
想
し
書
か
れ
た
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
帯
木
の
並
び
が
あ
ま
り
に
い
ち
じ

る
し
く
中
の
晶
の
世
界
を
筆
に
の
せ
て
い
る
之
と
は
宮
仕
え
前
で
あ
説

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
が
乙
ゐ
帯
木
の
並
び
の
物
語

の
世
界
を
体
質
づ
け
て
い
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
読
者
と

し
て
の
道
長
や
彰
子
そ
の
他
最
上
層
貴
族
の
宮
廷
社
会
に
住
む
人
々
を

直
接
予
想
せ
ず
に
お
れ
た
苫
仕
え
以
前
、
．
と
い
つ
子
D
、
や
が
て
は
自

作
の
反
響
を
道
長
ら
権
門
の
裏
鉄
か
ら
期
待
し
た
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど

も
、
当
面
の
置
接
的
な
読
者
と
し
て
自
己
の
周
囲
の
人
々
を
意
識
し
っ

つ
．
雷
い
た
で
あ
ろ
う
こ
の
苗
木
の
並
び
の
物
語
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
雨
夜

の
品
定
め
に
於
け
る
中
流
の
要
え
ら
び
の
諭
、
「
び
さ
う
な
き
豪
と
う

じ
」
　
「
お
の
が
じ
ゝ
は
良
も
つ
か
じ
と
身
を
も
て
な
す
」
娘
の
心
づ
か

い
な
ど
中
の
晶
の
世
界
を
あ
れ
ほ
ど
の
分
量
に
わ
た
っ
て
書
き
続
け
得

て
い
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
更
に
は
空
蝉
物
語
、
夕
顔
物
語
の
世
鬼

に
し
て
も
そ
う
だ
。
あ
の
よ
う
な
愛
情
の
心
理
描
写
の
世
界
は
、
上
の

上
の
晶
の
姫
君
よ
れ
も
中
の
晶
の
女
達
匿
と
つ
て
生
活
感
情
に
直
接
的

傲
興
味
と
な
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
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え
て
く
る
と
、
こ
の
香
木
の
並
び
の
物
語
は
「
中
の
品
の
女
に
よ
る
中

の
品
の
女
の
た
め
の
中
の
晶
の
女
の
物
語
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
は
す
ま
い
か
。
そ
れ
が
宮
仕
え
以
後
書
き
つ
が
れ
て
上
の
晶
の
女
の

た
め
の
物
語
の
性
格
を
符
び
て
い
つ
た
と
臆
測
さ
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
希
木
の
並
び
は
そ
の
意
味
に
於
で
源
氏
物
語
金
持
の
中
で
特
殊

な
本
質
、
主
題
性
を
も
っ
た
巻
々
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
成
立
の
問
題
を
念
頭
に
お
き
つ
1
、
し
か
し
一
方
、
そ
れ

が
措
測
で
あ
れ
推
定
で
あ
り
確
証
の
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
．

必
ず
し
も
そ
れ
に
か
1
わ
ら
ず
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る

が
、
い
づ
れ
に
せ
よ
、
こ
1
で
は
、
∴
こ
の
帝
木
の
並
び
の
世
廉
が
中
の

晶
の
女
を
え
が
い
て
い
る
こ
と
の
特
質
性
に
琵
目
し
て
お
き
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
。
～
成
立
の
問
題
に
少
し
立
ち
入
っ
た
の
も
こ
の
こ
と

を
強
く
認
め
た
か
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
！

中
の
晶
は
、
当
時
篠
原
北
家
主
流
の
極
ま
り
な
い
繁
栄
と
反
比
例
し

て
、
そ
れ
以
外
の
貴
族
達
が
次
第
に
鈴
ち
ぶ
れ
て
い
っ
た
時
勢
相
の
う

ち
に
層
を
成
し
き
た
っ
た
も
の
の
よ
う
で
、
両
夜
の
品
定
め
で
左
馬
頭

の
判
定
に
よ
る
と
、
も
と
は
身
分
が
高
か
っ
た
が
落
ち
ぶ
れ
た
も
の
、

或
は
も
と
は
普
通
の
身
分
で
あ
っ
た
が
成
り
上
つ
た
と
い
う
貴
族
達
で

あ
っ
挺
。
即
ち
源
氏
が
頭
中
将
に
質
問
す
る
言
葉
に
・
よ
そ
の
品
々
や
い

か
隻
雲
れ
賢
石
の
晶
賢
き
て
か
分
く
べ
き
甜
盟
剛
引
到

ま
れ
な
が
ら
、
身
は
沈
み
、
位
み
じ
か
く
て
人
げ
な
き
、
又
な
ほ
人
の

上
達
部
な
ど
ま
で
な
り
の
ぼ
り
た
る
、
わ
れ
は
顔
に
て
家
の
う
ち
を
飾

わ
、
人
に
劣
ら
じ
と
恩
へ
る
、
そ
の
け
じ
め
を
ば
い
か
に
分
く
べ
き
」

と
あ
る
が
、
登
場
し
た
左
店
頭
が
そ
の
答
に
、
前
記
傍
線
部
の
の
何
の

両
者
を
そ
れ
声
＼
中
の
晶
だ
と
判
定
し
て
、
「
な
り
の
ぼ
れ
ど
も
、
も

と
よ
り
さ
る
べ
き
筋
な
ら
亀
は
、
他
の
人
の
恩
へ
る
こ
と
も
、
さ
は
い

へ
ど
な
ほ
只
な
り
。
又
も
と
は
や
む
ど
と
な
き
筋
な
れ
ど
、
世
に
ふ
る

た
づ
き
少
な
く
、
時
世
う
つ
ろ
ひ
て
、
お
ぼ
え
嚢
へ
ぬ
れ
ば
、
心
は
心

と
し
て
事
足
ら
ず
、
わ
ろ
ぴ
た
る
事
ど
も
い
で
く
る
わ
ざ
な
ソ
め
れ

ば
、
と
り
ぐ
に
こ
と
わ
り
て
、
中
の
晶
に
ぞ
お
く
べ
き
」
と
い
っ
て

い
る
言
葉
に
そ
れ
を
う
か
ゞ
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
貴
族
社

会
の
矛
盾
を
に
な
わ
．
せ
ら
れ
た
中
流
階
層
の
女
性
と
し
て
そ
こ
に
懐

胎
さ
れ
る
悩
み
を
追
求
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
、
そ
う
し
た
中
の
晶
の
女

の
運
命
と
生
活
に
つ
い
て
追
求
し
た
心
の
記
録
と
し
て
向
い
烹
誠
を
も

つ
蛸
蛤
日
記
の
棉
神
を
う
げ
っ
ぎ
ー
ー
そ
．
の
お
も
む
き
は
只
に
す
る
が

ー
・
－
よ
り
多
角
的
な
世
雅
の
形
象
化
と
し
て
物
語
と
い
う
構
造
の
中
に

そ
の
追
求
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
空
相
や
夕
顔
の
造
型
の
意
義
は
そ
こ

に
あ
り
、
女
が
最
も
女
た
り
得
て
、
そ
の
生
活
と
遥
命
を
あ
ら
わ
に
す

る
の
は
舅
と
の
交
渉
に
於
で
で
あ
る
が
故
に
、
空
蝉
や
夕
顔
等
の
女
性

像
を
、
光
源
氏
と
交
渉
せ
し
め
、
そ
の
姿
を
浮
彫
し
て
い
く
方
法
が
必

然
的
に
と
ら
れ
た
の
だ
と
一
軍
え
よ
う
。

l
五

さ
て
、
こ
の
空
岬
や
夕
顔
の
中
の
晶
の
女
の
生
活
と
遊
命
を
．
ど
の
よ

う
に
追
求
し
て
い
る
か
に
主
題
性
が
は
ら
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
空

相
物
語
や
夕
顔
物
語
の
序
と
し
て
の
両
夜
の
品
定
め
に
彼
女
等
（
空
蝉

や
夕
顔
）
の
属
す
る
階
層
で
あ
る
中
の
晶
に
つ
い
て
登
場
人
物
を
通
じ
．
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て
語
っ
て
い
る
こ
と
は
と
て
も
効
果
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
や
が
て
語

ら
れ
る
源
氏
と
女
達
と
の
交
渉
に
於
け
る
女
の
心
情
を
背
面
か
ら
浮
彫

す
る
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
宙
の
晶
を
作
者
は
ど

の
よ
う
に
語
つ
た
か
。
例
の
中
流
重
視
論
を
検
討
し
て
み
る
と
、
中
の

晶
は
上
の
晶
の
世
界
か
ら
は
る
か
に
低
い
身
分
の
も
の
と
し
て
さ
げ
す

ま
れ
い
や
し
め
ら
れ
卑
下
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
作
者
は
語
っ
て
い

0
0
0
0

る
。
・
「
受
筒
と
い
ひ
て
」
と
い
う
夙
に
、
上
の
上
な
る
光
源
氏
や
頭
中

将
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
田
外
の
人
間
を
説
明
す
る
言
葉
つ
き
で
あ
れ
、

「
人
の
国
」
と
い
っ
て
郡
人
意
識
に
立
っ
て
地
方
を
見
下
し
聖
呂
い
方

ひ

　

と

（
自
分
達
の
国
に
対
す
る
他
人
の
国
と
い
う
意
輿
近
代
で
言
え
ば
本

（
註
9
）

国
に
対
す
る
植
民
地
）
そ
し
て
更
に
「
か
1
づ
ら
ひ
瞥
み
て
」
と
言
っ

て
広
道
の
評
釈
が
言
う
よ
う
′
に
「
受
覇
を
い
や
し
め
た
る
む
き
ざ

ま
し
な
の
で
あ
る
。
又
、
先
に
頭
中
将
は
中
の
晶
の
女
を
個
性
が
あ
っ

て
好
ま
し
い
と
言
つ
鞍
が
、
そ
れ
は
上
流
の
女
の
よ
う
に
世
話
す
る
多

く
の
八
に
か
く
さ
れ
て
本
人
の
個
性
の
優
劣
が
分
ら
な
い
の
に
比
べ

て
、
個
性
が
分
つ
て
面
白
い
と
い
ケ
わ
け
な
の
で
あ
っ
た
。
中
の
品
の

女
を
個
性
が
分
っ
て
面
白
．
い
と
い
う
の
は
正
し
い
指
摘
で
あ
り
作
者
の

主
張
を
感
す
る
が
、
し
か
し
頭
中
将
の
言
説
の
趣
旨
は
好
ま
し
さ
女
性

を
求
め
る
恋
愛
遍
歴
の
相
手
と
し
て
面
白
い
と
い
う
に
あ
る
こ
と
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
左
馬
頭
の
譜
は
そ
の
お
も
む
き
が
露
骨
で
あ
っ

て
、
「
世
に
あ
り
と
人
に
知
ら
れ
ず
、
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む
経
の

門
に
、
恩
ひ
の
ほ
か
に
、
ら
う
た
け
た
ら
む
人
の
と
ぢ
ら
れ
た
ら
む
こ

0
0
0
0
0

そ
、
限
り
な
く
め
づ
ら
し
く
採
光
え
め
。
い
か
で
は
か
1
り
け
む
と
、

00000000

忠
ふ
よ
り
た
が
へ
る
事
な
む
、
あ
や
し
く
心
と
祭
る
わ
ざ
な
ソ
べ
き
」

と
中
流
あ
る
い
は
下
流
に
思
い
の
ほ
か
に
可
愛
い
1
女
を
見
出
す
、
そ

の
め
づ
ら
し
さ
意
外
さ
を
よ
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
め
づ
ら
し

さ
、
意
外
さ
を
興
あ
り
と
す
る
気
拝
は
、
当
代
貴
族
の
猟
色
を
あ
ら
わ

に
．
し
て
い
て
、
現
代
の
女
性
観
か
ら
は
大
い
に
開
国
に
な
る
と
こ
ろ
で

あ
る
わ
け
だ
が
、
当
時
と
し
て
も
、
対
等
の
身
分
と
し
て
女
に
対
す
る

態
度
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
て
、
身
分
的
に
ひ
ど
く
缶
と
し
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
整
示
す
も
の
と
し
て
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ

ろ
だ
と
思
う
。
上
の
上
な
る
女
性
こ
そ
光
源
氏
の
真
の
相
手
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
の
で
あ
る
こ
と
、
！
－
そ
れ
は
「
こ
の
御
た
め
に
は
、
上
が
上

を
え
り
い
で
て
む
、
な
ほ
あ
く
ま
じ
く
見
え
た
ま
ふ
」
と
い
う
古
き
方

な
ど
に
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
1
－
中
の
品
な
る
女
性
は
、
め
ず
ら
し
さ

意
外
さ
、
或
は
個
性
が
あ
ら
わ
で
あ
る
こ
と
の
ゆ
え
を
も
っ
て
光
源

氏
の
恋
愛
遍
歴
の
対
象
た
り
得
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
価
値
基
準

か
ら
言
え
ば
、
上
、
中
、
下
の
呼
称
が
元
す
通
り
、
上
の
晶
か
ら
見
れ

ば
低
い
も
の
と
し
て
作
者
は
語
っ
て
い
る
こ
と
駁
確
認
．
し
て
お
き
た

い
。
こ
う
し
た
叙
述
は
、
主
人
公
光
源
氏
が
中
の
晶
な
ど
は
相
手
に
し

な
い
高
貴
な
身
分
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
同
夜
の
品
定
め
が
終
っ
て
、
空
埋
物
語
へ
進
展
す
る
ま
で

に
、
主
人
公
光
源
氏
の
高
貿
な
身
分
を
示
す
一
端
堅
示
し
、
叉
、
女
主

人
公
（
空
蝉
）
の
地
位
を
紀
伊
守
と
の
対
話
の
中
に
示
し
て
、
両
主
人

公
の
身
分
的
な
へ
だ
た
り
を
は
つ
き
甘
浮
彫
し
て
い
る
叙
漂
特
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
空
蝉
物
語
の
た
め
の
ま
こ
と
に
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一

す
ぐ
れ
た
準
備
で
あ
る
。
中
川
の
宿
の
源
氏
と
女
（
空
相
）
と
の
逢

瀬
に
お
け
る
、
二
人
の
、
殊
に
女
の
心
の
動
播
、
心
理
の
動
き
を
、
背

面
か
ら
浮
彫
し
、
読
者
に
そ
の
女
の
心
情
の
真
実
を
切
々
と
伝
え
る
は

た
ら
き
を
な
し
て
い
竜
の
で
あ
る
ク
こ
の
よ
う
な
準
備
、
五
行
描
写
に

ょ
っ
て
、
主
人
公
光
源
氏
と
女
主
人
公
空
蝉
と
の
き
わ
だ
っ
た
身
分
的

な
へ
だ
た
り
を
知
っ
た
読
者
は
、
二
人
の
逢
減
の
す
ぐ
れ
た
ク
ラ
イ
マ

ッ
ク
ス
の
意
味
を
あ
や
ま
わ
な
く
う
け
と
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

逢
瀬
の
場
面
、
心
の
動
揺
の
さ
な
か
で
、
「
う
つ
1
と
も
覚
え
ず
こ

そ
。
か
す
な
ら
ぬ
身
な
が
ら
も
、
お
ぼ
し
く
挺
し
け
る
御
心
ば
へ
の
ほ

0
0
0
0
0
0
　
0

ど
も
、
い
か
ゞ
浅
く
は
思
う
た
ま
へ
ざ
ら
む
。
い
と
か
や
う
な
る
き
は

0
　
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

は
、
き
は
と
こ
そ
は
べ
る
な
れ
」
と
身
分
の
相
違
を
女
紛
う
つ
た
え
て

い
る
。
一
叉
、
「
い
と
か
く
憂
き
身
の
ほ
ど
の
定
ま
ら
ぬ
、
あ
り
し
な
が

ら
の
身
に
て
か
1
る
御
心
ば
へ
を
見
ま
し
か
ぼ
、
あ
る
ま
じ
き
わ
れ

顧
み
に
て
見
直
し
た
ま
ふ
の
ち
も
や
と
恩
ひ
た
ま
へ
慰
め
ま
L
を
、

い
と
か
う
仮
り
な
る
浮
寝
の
ほ
ど
を
思
ひ
は
べ
る
に
、
潅
ぐ
ひ
な
く
思

う
た
ま
へ
ま
ど
は
る
る
な
り
。
よ
し
今
は
見
き
と
な
か
げ
そ
」
と
、
受

領
の
要
と
い
う
低
い
身
分
に
き
ま
っ
て
し
ま
う
ま
で
の
昔
の
ま
1
の
か

ら
だ
で
、
こ
の
よ
う
な
御
心
ざ
L
を
受
け
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
…
＝
・

し
か
し
こ
の
よ
う
な
か
り
そ
め
の
浮
寝
の
身
の
上
を
思
い
悲
し
く
心
が

乱
れ
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
身
分
の
相
違
を
う
つ
た
え
、
は
か
な
い

か
り
そ
め
の
逢
瀬
な
る
が
ゆ
え
の
思
い
乱
れ
る
悲
し
み
を
う
つ
た
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
人
事
な
る
が
ゆ
え
に
こ
ぼ
む
心
持
と
い
う
よ
り
は
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

女
は
低
い
身
分
な
る
が
ゆ
え
に
か
り
そ
め
の
逢
瀬
に
終
り
真
実
に
は
愛

し
て
も
ら
え
な
い
己
が
身
の
境
涯
の
憂
さ
を
思
っ
て
こ
ば
む
の
で
あ

る
。
中
の
晶
な
る
こ
の
女
の
悲
し
み
は
、
上
の
上
な
る
源
氏
の
心
ざ
L

を
あ
こ
が
れ
つ
1
こ
奴
む
矛
盾
背
反
の
心
の
か
つ
と
う
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
女
は
上
の
晶
の
世
雅
に
あ
こ
が
れ
つ
1
み
じ
め
に
自
ら
を
傷
め

て
い
る
。
そ
の
み
じ
め
さ
を
自
覚
し
躇
み
耐
え
て
不
浄
な
や
つ
と
思

わ
れ
て
も
つ
れ
な
い
態
度
で
押
し
通
そ
う
と
固
く
心
に
決
め
た
心
盾
に

こ
の
女
の
す
ぐ
れ
た
見
識
が
あ
り
、
そ
の
踏
み
耐
え
る
中
の
晶
の
女
性

像
こ
そ
、
源
語
作
者
が
現
実
の
歴
史
的
社
会
的
矛
盾
に
処
し
た
姿
で
あ
、

っ
た
の
だ
。

源
氏
も
悲
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、

源
氏
が
破
れ
た
恋
だ
と
い
う
よ
り
は
、
希
木
巻
の
終
り
に
あ
る
源
氏
と

女
の
噌
答
歌

源
氏

は
1
き
木
の
心
を
知
ら
で
そ
の
は
ら
の
道
に
あ
や
な
く
ま
ど
ひ
ぬ

・－24　－－

る
か
な

女
（
空
相
）

か
す
な
ら
ぬ
ふ
せ
や
に
お
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
き

ゆ
る
は
1
き
木

に
象
徴
的
な
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
実
り
得
な
い
悲
恋
ク

を
現
実
の
社
会
的
矛
眉
と
し
て
の
中
の
晶
の
女
の
命
運
、
哀
傷
と
し
て

描
い
た
と
こ
ろ
に
主
屈
性
が
あ
る
と
思
う
。
古
今
六
帖
に
「
因
原
や
伏

屋
に
生
ふ
る
は
1
㌢
木
の
あ
り
と
て
行
け
ど
あ
ほ
ぬ
膏
が
な
」
と
あ
る

長
野
県
伊
那
那
園
原
の
伝
説
を
そ
の
源
に
お
い
た
こ
の
贈
答
歌
の
悲
し

い
発
想
は
、
中
川
の
宿
の
逢
瀬
の
悲
劇
性
0
杢
調
音
を
奏
で
る
も
の

だ
。



と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
川
の
宿
の
逢
瀬
の
物
語
は
、
「
な
ほ
消
え
ず
た

ち
の
ぼ
」
る
女
の
面
影
に
ひ
か
れ
る
源
氏
の
思
い
を
筆
に
と
ゞ
め
つ
し

0
0

「
…
…
…
お
ぽ
さ
る
と
ぞ
」
と
ひ
と
ま
す
し
め
く
1
ら
れ
る
。
臥
じ
女

（
空
将
）
の
物
語
を
何
故
こ
1
で
切
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
、
こ
の
命
木

巻
の
結
び
は
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
命
木
の
歌
の

心
を
象
徴
的
な
高
ま
り
と
す
る
一
小
話
と
し
て
完
結
さ
せ
、
新
た
に
熟

し
た
構
想
を
巻
を
改
め
て
次
の
．
空
相
巻
の
物
語
と
し
て
語
り
起
し
た
の

だ
と
考
ネ
た
い
。

な
お
、
こ
の
「
…
・
・
と
ぞ
」
は
膏
衷
紙
本
に
あ
っ
て
河
内
本
に
は
な

い
。
武
田
宗
俊
氏
な
ど
は
、
希
木
、
空
岬
、
夕
旗
が
一
つ
の
群
と
見
ら

れ
る
点
か
ら
、
群
の
中
途
に
間
接
話
法
が
な
い
の
が
正
し
い
と
し
て
河

内
棒
の
方
を
採
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
背
表
紙
本
に
従
っ
て

も
、
三
巻
ひ
之
ま
と
め
と
見
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
な
い
で
説
明
を
加
え
．

る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
背
表
紙
本
に
従
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
同

じ
女
（
空
相
）
の
物
語
を
中
途
で
切
る
た
め
に
、
切
れ
許
を
は
っ
き
り

と
さ
せ
る
心
持
が
強
く
は
た
ら
い
て
．
「
…
・
・
と
ぞ
」
と
結
実
で
終
結

の
意
図
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
空
相
巻
の
終

結
で
は
背
表
紙
木
は
歌
で
終
っ
て
い
て
終
結
の
感
が
う
す
い
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
次
の
凍
（
夕
所
）
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て
そ
の
区
別
に
ま

ざ
ら
わ
し
い
と
こ
ろ
が
な
い
た
め
に
し
め
く
1
る
気
特
を
強
く
は
た
ら

か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
河
内
本
は
空
蝉
巻
の
終
結
を
、

歌
に
つ
ゞ
け
て
「
と
く
や
み
に
け
り
」
と
し
て
い
る
が
、
背
表
紙
本
の

本
文
が
歌
で
終
っ
て
い
る
の
が
巻
の
終
結
と
し
て
余
り
に
あ
っ
け
な
い

感
じ
が
す
る
の
で
補
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
盾
木
巻
の
終
り
も

「
と
ぞ
」
と
徹
る
の
は
話
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
不

自
然
で
、
と
つ
七
つ
け
た
感
じ
が
す
る
の
で
あ
っ
て
、
河
円
本
は
、
話

の
内
容
を
合
理
的
に
考
え
で
、
け
す
っ
た
の
だ
と
思
う
。
一
体
河
内
本

は
合
理
的
で
あ
る
が
、
育
表
紙
本
の
方
が
秩
妙
な
作
者
の
意
識
を
伝
え

て
い
て
原
本
の
文
調
に
近
い
も
の
を
伝
え
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
河
内
本
な
る
．
も
の
は
、
鎌
倉
時
代

の
注
釈
的
説
明
的
な
に
お
い
の
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
鎌
倉
的
合
理
化

と
い
う
べ
く
、
原
文
の
も
っ
て
い
た
文
体
が
変
改
さ
れ
て
い
る
感
じ
が

す
る
の
で
あ
る
。

以
上
主
．
と
し
て
希
木
巻
の
考
察
で
指
定
の
紙
幅
に
達
し
て
し
ま
っ

た
。
．
更
に
空
蝉
替
夕
所
巻
に
つ
い
て
論
述
を
つ
づ
け
た
い
の
で
あ
る

が
、
将
来
の
機
会
を
期
し
た
い
。

註
1
、
狭
衣
物
語
が
王
朝
物
語
文
学
の
様
式
的
完
成
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
広
島
文
壇
大
国
詔
国
文
学
会
（
昭
和
〓
十

七
年
十
一
月
入
日
）
や
．
平
安
文
学
研
究
発
表
会
（
昭
和
二
十
八
年

六
月
十
三
日
相
愛
女
子
大
に
お
い
て
）
で
諭
じ
、
た
こ
と
で
あ
る
が
、

「
短
篇
か
ら
長
饉
…
へ
」
の
王
朝
物
語
文
学
の
成
長
発
達
の
頭
か
ら
も

璃
く
説
き
、
近
く
諭
を
ま
と
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

琵
2
、
「
源
氏
物
語
の
研
究
し
　
第
一
籍
「
源
氏
物
語
の
成
立
過
程
に
就
い

て
」
第
四
宣
「
巻
々
の
靖
国
に
就
い
て
」
参
照

註
β
、
「
源
許
成
立
致
し
　
「
昔
物
語
の
構
成
し
　
（
い
づ
れ
も
「
源
氏
物
語
構

想
的
」
所
収
）
参
再

訪
4
、
「
義
蔓
の
遺
刑
」
1
－
三
豊
の
並
び
の
主
題
と
そ
の
享
受
I
で
諭

25



l
：
た
こ
と
が
あ
る
。
（
広
島
大
学
国
籍
国
文
学
会
研
究
発
表
会
昭
和

二
十
八
年
十
一
月
十
五
日
）

誼
5
、
こ
の
幕
木
冒
頭
の
文
に
交
野
少
将
物
語
が
．
出
る
意
味
に
つ
い
て
は
三

上
斑
瑚
先
生
が
「
昔
物
吾
の
構
成
」
に
述
べ
で
い
ら
れ
る
。
伊
勢
物

語
初
段
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
三
上
先
生
の
御
教
示
に
よ
っ
て
山
本

利
達
氏
が
「
昔
物
語
と
源
吾
」
　
（
国
語
国
文
昭
和
二
十
八
年
一
月

号
）
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

註
6
．
中
村
馨
也
柏
士
砦
新
田
史
観
鶴
六
荘
机
成
納
史
的
坑
大
窪
国
司
と
荘

園
、
同
封
一
七
九
玉
参
考

誼
7
、
琵
止
先
生
「
物
語
音
読
的
序
説
」
　
（
国
語
国
文
十
九
墾
コ
号
）
参
照

琵
8
、
「
源
薔
成
立
致
」
参
旧

誼
9
、
「
人
の
悶
」
と
い
う
表
瑚
が
、
日
分
速
の
田
に
対
す
る
他
人
の
国
、

近
代
で
言
え
ば
木
田
に
対
す
る
椚
民
地
で
あ
る
と
い
う
こ
上
は
、
玉

上
先
生
の
御
教
示
に
よ
る
。
1
大
阪
春
日
丘
高
校
教
諭
1

亨

保
元
・
平
治
物
語
に
現
れ
た
時
間
意
識

l
I
「
さ
る
程
に
」
を
中
心
と
し
て
　
ー
・

．
一

保
元
・
平
治
物
語
に
対
す
る
従
来
の
評
価
を
顧
る
と
、
そ
の
文
学
性

に
つ
い
て
は
、
骨
肉
相
殺
す
る
事
件
を
素
材
と
し
て
、
人
物
に
脚
色
を

施
し
た
叙
事
的
運
命
悲
劇
で
あ
り
、
戦
記
文
学
と
し
て
は
平
家
物
語
の

持
つ
美
し
さ
、
あ
わ
れ
さ
、
あ
る
い
は
結
構
、
表
現
の
点
に
一
段
劣
る

も
の
と
し
て
、
ま
た
文
学
史
的
に
も
　
「
平
家
」
　
の
前
駆
的
作
品
と
し

て
、
そ
の
存
在
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
る
程
度
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
従
来
の
こ
の
積
の
評
価
の
多
く
は
、
飽
迄
「
平
家
」
　
を
基
準
と
し

て
　
そ
れ
を
こ
の
文
学
中
の
絶
対
に
近
い
も
の
と
見
た
既
成
概
念
か

ら
、
な
か
ば
公
式
的
に
こ
れ
を
「
平
家
」
　
と
示
う
典
型
に
は
め
こ
ん

で
、
そ
こ
に
生
す
る
剰
減
を
指
摘
す
る
方
法
か
ら
導
出
さ
れ
が
ち
で
あ

り
、
そ
の
芸
術
性
に
つ
い
て
も
、
所
謂
伝
統
的
な
嶺
和
の
抽
出
の
度
合

に
の
み
評
価
の
尺
度
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
日

我
々
が
戦
記
文
学
と
称
す
る
ジ
ャ
ン
ル
の
内
に
も
、
牧
細
に
視
れ
ば

「
こ
れ
ら
の
作
品
を
一
秋
に
律
す
る
様
式
的
性
格
と
い
っ
た
よ
う
な
も

の
を
超
え
て
、
逆
に
各
作
品
の
個
別
的
な
性
格
と
い
っ
た
よ
う
な
．
も
の

tosho-seibi-repo
長方形




