
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
の
地
平

は
じ
め
に

『
虫
め
づ
る
姫
君
』
は
、
王
朝
物
語
の
中
に
あ
っ
て
小
品
な
が
ら
異
彩
を
放

っ
。
按
案
の
大
納
言
の
姫
君
の
、
王
朝
の
姫
君
ら
し
か
ら
ぬ
特
異
な
人
物
像
が
、

他
物
語
の
姫
君
た
ち
に
は
な
い
新
鮮
な
魅
力
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

さ
て
、
物
語
の
核
と
な
る
こ
の
風
変
わ
り
な
姫
君
像
を
ど
う
捉
え
る
の
か
と

い
う
問
題
は
、
こ
の
物
語
を
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
問
題
と
も
連
動
す
る
、
重

要
な
課
顆
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
提
出
さ
れ
て
き
た
こ
の
物
語
の
読
み
は
、
概
ね

以
下
に
掲
げ
た
四
つ
の
観
点
か
ら
整
理
で
き
よ
う
。
第
一
に
社
会
風
刺
の
物
語

（1）

と
見
る
捉
え
方
、
第
二
に
王
朝
物
語
を
対
象
化
し
批
評
す
る
物
語
と
見
る
捉

（
2
ニ

え
方
、
第
三
に
少
女
か
ら
大
人
へ
の
成
長
も
し
く
は
そ
の
成
長
を
拒
否
し
た
物

（3）

語
と
見
る
捉
え
方
、
第
四
に
仏
教
も
し
く
は
仏
教
者
へ
の
批
評
の
物
語
と
見
る

ー

ー

ー

捉
え
方
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
四
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
の
問
窟
で
は

な
い
。
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
論
じ

井

　

上

　

新

　

子

て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
行
説
は
豊
か
な
読
み
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
て

示
唆
に
富
む
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
少
女
か
ら
大
人
の
女
へ
の
成
長
拒
否
を

主
眼
に
置
く
論
の
場
合
、
物
語
内
に
ち
り
ば
票
れ
た
仏
教
的
思
考
を
ど
う
位
一

置
づ
け
て
い
く
の
か
、
反
対
に
仏
教
の
問
斑
を
中
心
に
据
え
た
論
の
場
合
、
物
　
1
5

語
に
描
か
れ
た
少
女
と
女
さ
ら
に
は
性
の
問
題
等
に
つ
い
て
ど
う
切
り
結
ん
で
ー

（5）

い
く
の
か
と
い
う
点
が
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ま
だ
十
全
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
風
変
わ
り
な
主
人
公
が
物
語
の
中
で
相
対
化
さ

れ
る
意
味
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
う
い
っ
た
点
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
『
虫
や
つ
る
姫
君
』
の

主
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
い
ま
だ
解
釈
が
揺
れ
少
な
か

ら
ず
主
題
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
拠
っ
て
き
た
る
北
‖

景
を
探
り
、
物
語
世
界
の
解
明
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。



一
　
象
徴
と
し
て
の
「
蝶
」
と
「
（
か
は
）
　
虫
」

物
語
は
、
「
疾
め
づ
る
姫
君
」
　
と
の
対
比
の
中
か
ら
按
察
使
の
大
納
言
の
姫

君
つ
ま
り
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
を
描
き
出
す
。
ま
た
彼
女
の
と
り
わ
け
愛
で
る

「
か
は
虫
」
　
は
、
彼
女
自
身
と
時
に
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
と
し
て
物
語
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
疾
め
づ
る
姫
君
」
も
し
く
は
「
喋
」
と
、
「
虫
め

づ
る
姫
君
」
も
し
く
は
「
（
か
は
）
虫
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
何
を
象
徴
す
る
の
か
。

ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

「
虫
め
づ
る
姫
君
」
は
眉
も
抜
か
ず
お
歯
黒
も
し
な
い
。
世
の
慣
習
へ
疑
念

を
抱
き
こ
れ
に
背
を
向
け
る
行
動
や
発
言
を
繰
り
返
す
。
そ
ん
な
彼
女
の
対
極

的
存
在
と
し
て
　
「
挟
め
づ
る
姫
君
」
　
は
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
喋
」
　
を

（5）

「
世
俗
の
虚
偽
」
　
の
象
徴
と
見
る
の
は
ま
ず
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
と
り
わ
け
、

「
人
々
の
、
花
、
喋
や
と
め
づ
る
こ
そ
、
は
か
な
く
あ
や
し
け
れ
」

（7）

（
四
四
三
貢
）

は
、
『
三
宝
絵
』
序
、

ま
た
物
語
と
云
ひ
て
女
の
御
心
を
や
る
物
、
お
ほ
あ
ら
き
の
も
り
の
葦
よ

り
も
し
げ
く
、
あ
り
そ
み
の
は
ま
の
ま
さ
ご
よ
り
も
多
か
れ
ど
、
（
略
）

い
が
の
た
を
め
・
土
佐
の
お
と
ど
・
い
ま
め
き
の
中
将
・
な
か
ゐ
の
侍
従

な
ど
云
へ
る
は
、
兜
女
l
廿
ど
忠
l
急
蒜

花
や
喋
や
と
い
へ
れ
ば
、
罪
の

（8）

根
・
事
葉
の
林
に
霞
の
御
心
も
と
ど
ま
ら
じ
。
　
　
　
　
　
　
（
五
頁
）

（
J
〉

そ
の
他
を
念
頭
に
置
い
た
物
言
い
で
あ
る
。
『
三
宝
絵
』
　
の
文
脈
で
は
、
「
花

喋
」
　
に
男
女
の
恋
物
語
の
浮
薄
さ
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
『
虫
め
づ
る
姫
君
』

の
「
蛇
め
づ
る
姫
君
」
　
に
は
、
恋
物
語
に
憧
れ
結
婚
へ
と
何
の
葛
藤
も
無
く
す

（10）

す
む
姫
の
像
が
託
さ
れ
た
と
い
え
ま
い
か
。
そ
し
て
、
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
は

そ
ん
な
世
間
一
般
の
姫
君
た
ち
の
姿
に
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
存
在
と
し
て
措
定

り

H

h

さ
れ
て
い
る
。
将
来
の
入
内
の
可
能
性
を
暗
示
す
る
「
按
察
使
の
大
納
言
の
御

む
す
め
」
と
設
定
さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
期
待
を
裏
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層

彼
女
の
反
俗
的
生
き
方
が
浮
き
彫
り
に
な
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
よ
う
。

「
虫
め
づ
る
姫
君
」
は
、
自
ら
の
世
俗
に
反
す
る
行
為
の
一
つ
の
根
拠
と
し

て
、
「
本
地
」
　
云
々
の
論
理
を
披
露
し
た
。

「
（
略
）
　
人
は
、
ま
こ
と
あ
り
、
本
地
た
づ
わ
た
る
こ
そ
、
心
は
へ
を
か

し
け
れ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
四
三
第
）

こ
の
「
本
地
た
づ
ぬ
」
　
の
観
念
を
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
大
原
則
と
見
た
の
が
、

（12）

立
石
和
弘
氏
で
あ
る
。
立
石
氏
は
「
喋
の
化
身
に
対
し
虫
は
本
身
」
と
お
さ
え
、

「
虫
」
を
「
虚
飾
を
排
し
た
木
身
と
し
て
の
女
性
の
姿
」
と
位
置
づ
け
た
。
た

だ
し
、
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
「
本
地
」
　
云
々
の
主
張
は
果
た
し
て
彼
女
の
生

き
方
を
根
っ
こ
の
部
分
で
規
定
す
る
大
前
提
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

彼
女
は
確
か
に
た
び
た
び
哲
学
的
な
言
葉
で
周
り
の
老
た
ち
を
圧
倒
す
る
。
が
、

、〓－

実
は
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
例
え
は
『
摩
詞
止
観
』
等
に
源
を
発
す
る
借
り
物
の

言
葉
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
断
片
的
な
知
識
を
振
り
か
ざ
し
、
そ
の
都
度
自
ら
の

「
虫
め
づ
る
」
行
為
を
正
当
化
す
る
。
自
ら
の
哲
学
実
践
の
た
め
に
「
虫
め
づ

る
」
行
為
や
通
過
儀
礼
拒
否
を
続
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
虫
め
づ
る
」
行

16



為
や
通
過
儀
礼
拒
否
を
断
行
す
る
た
め
に
折
に
触
れ
借
り
物
の
哲
学
を
披
涯
し

（14）

た
、
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
哲
学
的
発
言
は
周
囲
の
反
発

を
説
き
伏
せ
る
た
め
に
借
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
以
下
の
、

物
語
最
後
に
お
け
る
右
馬
佐
の
贈
歌
を
め
ぐ
っ
て
小
言
を
言
う
女
房
と
そ
れ
に

理
論
で
対
抗
す
る
姫
君
の
姿
に
、
如
実
に
現
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

「
あ
な
い
み
じ
。
右
馬
佐
の
し
わ
ざ
に
こ
そ
あ
め
れ
。
心
憂
げ
な
る
虫
を

L
も
興
じ
た
ま
へ
る
御
顔
を
、
見
た
ま
ひ
っ
ら
む
よ
」
と
て
、
さ
ま
ざ
ま

聞
ゆ
九
は
、
言
ひ
た
ま
ふ
こ
と
は
、
「
思
ひ
と
け
ば
、
も
の
な
む
恥
か
し

か
ら
ぬ
。
人
は
夢
幻
の
や
う
な
る
世
に
、
誰
か
と
ま
り
て
、
悪
し
き
こ
と

を
も
見
、
薫
き
を
も
見
思
ふ
べ
き
」
と
の
た
ま
へ
は
、
い
ふ
か
ひ
な
く
て
、

若
き
人
々
、
お
の
が
じ
し
心
菱
が
り
あ
へ
り
。
　
　
　
　
（
四
五
三
頁
）

と
こ
ろ
で
、
物
語
に
お
い
て
対
極
の
価
値
の
象
徴
で
あ
る
「
蚊
」
　
と
「
（
か

は
）
虫
」
と
が
、
同
時
に
以
下
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
た
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

よ
ろ
づ
の
虫
の
、
恐
ろ
し
げ
な
る
を
取
り
集
め
て
、
「
こ
れ
が
、
痢
引
田

割
引
を
見
む
」
と
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
る
籠
箱
ど
も
に
入
れ
さ
せ
た
ま
ふ
。

（
四
四
三
頁
）

「
（
略
）
烏
毛
虫
の
、
蝶
と
は
な
る
な
り
」
　
そ
の
さ
ま
の
な
り
出
づ
る
を
、

取
り
出
で
て
見
せ
た
ま
へ
り
。
「
き
ぬ
と
て
、
人
々
の
着
る
も
、
蚕
の
ま

「
（
か
は
）
虫
」
は
成
長
し
て
「
喋
」
　
に
な
る
。
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
は
こ
の
変

態
に
注
目
し
て
観
察
を
行
う
。
こ
の
「
（
か
は
）
虫
」
　
か
ら
「
喋
」
　
へ
と
い
う

生
物
学
上
の
関
係
を
軸
に
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
合
わ
せ
て
整
理
す
る
と
、
「
喋

め
づ
る
姫
君
」
が
社
会
的
な
慣
習
に
何
の
疑
問
も
抱
か
ず
こ
れ
を
す
ん
な
り
と

受
け
入
れ
結
姫
生
活
に
入
っ
た
世
間
一
般
の
大
人
の
女
も
し
く
は
恋
物
語
に
憧

れ
る
そ
の
予
備
軍
、
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
が
結
婚
年
齢
の
手
前
あ
る
い
は
そ
の

境
界
線
あ
た
り
に
い
て
社
会
的
慣
習
に
疑
問
を
投
げ
か
け
こ
れ
に
従
い
惨
い
結

婚
生
活
に
入
る
こ
と
を
拒
否
す
る
少
女
、
を
そ
れ
ぞ
れ
体
現
す
る
と
定
位
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
　
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
「
蝶
」
・
「
女
」
　
へ
の
認
識

「
喋
め
づ
る
姫
君
」
的
生
き
方
を
断
固
拒
否
し
日
夜
虫
を
愛
玩
す
る
「
虫
め

づ
る
姫
君
」
。
こ
う
し
た
行
動
に
走
る
彼
女
の
心
の
基
底
に
は
何
が
あ
る
の
か
。

そ
れ
を
物
語
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
表
し
て
い
る
の
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
る
。

「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
「
喋
め
づ
る
姫
君
」
批
判
の
言
で
あ
る
以
下
の
引
用

を
、
ま
ず
は
問
題
解
明
の
手
が
か
り
に
し
て
み
た
い
。

「
き
ぬ
と
て
、
人
々
の
着
る
も
、
蚕
の
ま
だ
羽
つ
か
ぬ
に
し
出
だ
し
、
痢

17

だ
羽
つ
か
ね
に
し
田
だ
し
、
喋
に
な
り
ぬ
九
は
、
い
と
も
そ
で
に
て
、
あ

だ
に
な
り
ぬ
る
を
や
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
言
ひ
返
す
べ
う
も
あ
ら
ず
、
あ

さ
ま
し
。

（
四
四
五
頁
）

に
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
と
も
そ
で
に
て
、
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
を
や
」

（
四
四
五
頁
）

（15）

「
い
と
も
そ
で
に
て
」
　
の
部
分
は
諸
説
あ
り
解
釈
が
揺
れ
て
い
る
も
の
の
、



「
喋
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
「
あ
だ
」
　
に
な
る
と
い
う
対
応
は
動
か
な
い
。
も

ち
ろ
ん
こ
の
発
言
は
生
物
学
上
の
「
喋
」
　
の
特
徴
に
着
目
し
て
姫
君
が
両
親
に

反
論
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
「
喋
」
　
に
託
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
先
に
読
み
取
っ
た
象
徴
を
念
頭
に
置
く
と
、
単
に
生
物
レ
ベ
ル
の
議
論
に
と

ど
ま
ら
ぬ
意
味
の
相
貌
を
こ
の
物
言
い
は
現
出
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

っ
ま
り
、
大
人
の
女
に
な
る
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
結
婚
し
て
し
ま
う
と
「
あ
だ
」

に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
姫
君
の
、
女
に
な
る
こ
と
結
婚
す
る
こ
と
へ
の
負

の
認
識
が
表
現
の
彼
方
に
ほ
の
見
え
る
し
か
け
に
な
っ
て
い
よ
う
。

「
虫
塑
つ
る
姫
君
」
は
大
人
の
女
に
な
る
こ
と
結
婚
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て

い
る
と
先
に
記
し
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
自
ら
が
そ
の
女
も
し
く
は
女
の
予
備

【16）

軍
で
あ
る
こ
と
を
厳
し
く
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
す
が
に
、
親
た
ち
に
も
さ
し
向
ひ
た
ま
は
ず
、
「
鬼
と
女
と
は
、
人
に

見
え
ぬ
ぞ
よ
き
」
と
案
じ
た
ま
へ
り
。
母
屋
の
鷹
を
少
し
巻
き
上
げ
て
、

几
帳
い
で
た
て
、
し
か
く
さ
か
し
く
言
ひ
出
し
た
ま
ふ
な
り
け
り
。

（
四
四
五
頁
）

成
人
女
性
に
か
か
せ
ぬ
化
粧
を
は
じ
め
と
す
る
習
慣
を
拒
否
し
、
ひ
た
す
ら
大

人
の
女
へ
の
階
段
を
上
る
こ
と
を
拒
否
す
る
彼
女
が
、
両
親
に
も
姿
を
見
せ
な

い
と
い
う
あ
る
意
味
で
非
常
に
女
性
ら
し
い
行
動
を
と
っ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、

一
般
の
人
に
は
勿
論
の
こ
と
、
両
親
に
ま
で
姿
を
見
せ
な
い
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ

【17）

と
行
き
過
ぎ
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
）
。
そ
の
根
拠
「
鬼
と
女
と
は
、
人
に

見
え
ぬ
ぞ
よ
き
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
。
姫
君
の
「
女
」
に
対
す
る
認

誠
が
垣
問
見
え
る
点
で
も
注
目
す
べ
き
言
で
あ
ろ
う
。

先
行
説
は
、
『
宇
控
保
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
を
参
考
と
し
て
引

く
。
が
、
こ
の
文
言
を
「
姫
君
の
警
句
あ
る
い
は
当
時
の
俗
諺
か
」
と
し
、
直

（18）

接
の
典
拠
を
断
言
し
な
い
。
よ
っ
て
、
「
鬼
」
と
「
女
」
　
の
並
記
に
つ
い
て
は
、

「
鬼
は
人
に
恐
れ
ら
れ
嫌
わ
れ
る
か
ら
、
人
中
に
出
る
べ
き
で
は
な
い
。
女
も

（19）

他
人
に
見
知
ら
れ
る
事
は
、
忌
み
憧
る
べ
き
事
で
あ
る
」
や
「
正
常
の
状
態
な

（卸）

ら
「
オ
ニ
は
見
え
な
い
」
の
だ
か
ら
「
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
」
な
の
で
あ
る
」
と
い

う
具
合
に
微
妙
に
異
な
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
、
池
田
和
臣

氏
に
よ
っ
て
、
「
鬼
」
を
「
女
の
心
の
内
な
る
嫉
妬
の
表
徴
」
と
し
、
こ
の
文

言
を
「
女
の
心
の
奥
に
ひ
そ
む
本
性
（
本
地
）
が
鬼
で
あ
る
こ
と
を
、
す
な
わ

（21）

ち
嫉
妬
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
と
す
る
説
が
提
出
さ
れ
た
。
「
女
の

嫉
妬
」
と
の
関
連
を
見
る
視
点
が
非
常
に
興
味
深
い
。
が
、
「
鬼
」
を
「
嫉
妬
」

と
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
と
し
て
扱
う
の
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
「
鬼
」
は

「
鬼
」
と
し
て
確
固
た
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
そ
の
「
鬼
」
と
「
女
」
が
あ
る

意
味
で
接
近
す
る
背
景
を
探
る
、
と
い
う
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、

『
宇
津
保
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
問
題
の
箇
所
は
以
下
の
部
分
で
あ
る
。

異
人
の
、
め
で
た
き
装
束
し
、
沈
・
靡
香
に
染
め
て
、
し
つ
ら
ひ
め
で
た
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く
て
あ
る
を
は
、
鬼
・
獣
の
く
ふ
山
に
交
じ
り
た
る
心
地
し
て
、
た
だ
こ

の
女
、
「
世
に
な
き
者
」
と
思
ふ
。

（2）

（
『
宇
津
保
物
語
』
嵯
峨
の
院
巻
、
一
九
一
貢
）

「
い
づ
こ
の
さ
る
女
か
あ
る
べ
き
。

お
い
ら
か
に
鬼
と
こ
そ
向
か
ひ
ゐ
た



ら
め
。
む
く
つ
け
き
こ
と
」
と
爪
は
じ
き
を
し
て
、

（23）

（
『
源
氏
物
語
』
帯
木
巻
、
①
・
八
八
頁
）

『
宇
津
保
物
語
』
は
気
に
人
ら
ぬ
女
と
い
る
こ
と
を
「
鬼
・
獣
の
く
ふ
山
に
交

じ
り
た
る
心
地
」
と
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
う
と
ま
し
い
女
と
対
座
す
る

く
ら
い
な
ら
「
鬼
」
と
差
し
向
か
い
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
ま
し
だ
と
い
う
。
ど
ち

ら
も
相
手
の
女
へ
の
嫌
悪
感
の
甚
だ
し
さ
を
表
す
た
め
に
、
「
鬼
」
と
い
う
人

間
に
と
っ
て
む
く
つ
け
き
存
在
を
引
っ
は
り
出
し
た
。
確
か
に
、
「
鬼
」
「
女
」

の
題
材
の
一
致
や
、
『
源
氏
物
語
』
雨
夜
の
品
定
め
の
博
士
の
娘
の
「
虫
や
つ

る
姫
君
」
造
型
へ
の
影
響
を
勘
案
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
言
と
『
虫
め
づ
る
姫

君
』
と
の
問
に
は
少
な
か
ら
ぬ
関
連
が
見
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
『
宇
津
保
物
語
』

や
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、
「
鬼
」
と
比
較
さ
れ
る
「
女
」
に
は
、
好
き
に
な

れ
ぬ
女
う
と
ま
し
い
女
と
い
う
限
定
が
つ
い
て
は
じ
め
て
一
連
の
表
現
が
成
り

立
つ
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
の
場
合
は

「
女
」
一
般
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
両
者
の
問
に
は
文
脈
上
微
妙

な
異
な
り
が
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
限
定
」
を
『
虫

め
づ
る
姫
君
』
が
「
一
般
化
」
し
た
と
捉
え
、
そ
こ
に
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
発

言
の
お
も
し
ろ
さ
を
探
る
と
い
う
方
向
性
も
否
定
で
き
な
く
は
な
い
が
。

こ
う
し
た
『
宇
津
保
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
と
の
微
妙
な
ず
れ
、
直
接
典

拠
未
見
の
状
況
等
を
考
慮
す
る
と
、
当
該
表
現
が
出
現
し
た
背
景
、
さ
ら
に
い

ぅ
な
ら
「
鬼
」
と
「
女
」
と
の
接
点
を
古
典
文
学
の
中
か
ら
探
り
出
す
こ
と
も
、

当
該
表
現
理
解
の
た
め
に
は
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
作
業

は
、
「
女
」
一
般
へ
の
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
、
彼
女

の
大
人
の
女
へ
の
成
長
拒
否
あ
る
い
は
結
婚
拒
否
の
深
層
を
失
り
出
す
こ
と
に

繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
『
虫
塑
つ
る
姫
君
』
の
成
立
時

期
と
目
さ
れ
る
平
安
末
期
あ
た
り
か
ら
中
世
に
お
け
る
「
鬼
」
と
「
女
」
と
を

結
び
つ
け
る
古
典
文
学
の
磁
場
を
、
以
下
探
っ
て
み
た
い
。

三
　
「
鬼
と
女
と
は
、
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
」
と
女
人

罪
障
観

「
鬼
」
と
「
女
」
と
を
結
び
つ
け
た
表
現
と
し
て
、
ま
ず
『
伊
勢
物
語
』
五

十
八
段
や
『
大
和
物
語
』
五
十
八
段
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
五
五
九
番
に
も
載
る
）

の
用
例
が
注
目
さ
れ
る
。

（24）

『
伊
勢
物
語
』
は
、
「
心
つ
き
て
色
好
み
な
る
男
」
が
、
「
長
岡
と
い
ふ
所
」

に
住
ん
で
い
た
折
に
隣
の
女
た
ち
か
ら
詠
み
か
け
ら
れ
た
歌
へ
の
返
歌
、
「
む

ぐ
ら
生
ひ
て
荒
れ
た
る
宿
の
う
れ
た
き
は
か
り
に
も
l
剰
の
す
だ
く
な
り
け
り
」

の
中
で
、
女
た
ち
を
「
鬼
」
に
喩
え
る
。
こ
の
喩
え
に
つ
い
て
現
代
の
注
釈
は

概
ね
、
「
前
の
歌
を
う
け
て
、
女
た
ち
を
廃
屋
に
集
る
鬼
だ
と
言
っ
て
か
ら
か
っ

lJ、

た
歌
」
と
説
明
す
る
。
た
だ
し
、
阿
部
俊
子
氏
は
「
わ
ざ
わ
い
を
も
た
ら
す
悪

鬼
が
男
に
近
づ
く
場
合
、
し
ば
し
ば
美
し
い
女
の
姿
を
す
る
と
い
う
話
が
、
古

来
説
話
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
美
し
い
女
と
い
う
意
味
で
、

（26）

鬼
の
か
り
の
姿
と
い
う
よ
う
に
ふ
ざ
け
て
い
っ
た
も
の
」
と
し
、
「
鬼
」
と

（”こ

「
女
」
の
接
近
に
説
話
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
の
関
与
を
見
る
。
「
心
つ
き
て
色
好
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み
な
る
」
男
か
ら
女
た
ち
へ
の
返
歌
と
い
う
点
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
「
鬼
」

に
は
か
ら
か
い
だ
け
で
な
く
多
少
な
り
と
も
お
世
辞
的
性
格
が
存
し
た
方
が
よ

い
よ
入
ノ
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
男
を
誘
惑
す
る
美
し
い
女
と
い
う

意
も
込
め
て
「
鬼
」
と
し
た
と
見
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
部
分
、
古
注
で
は
仏
教
色
の
濃
い
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。

鬼
と
い
ふ
は
女
な
り
。
女
の
心
お
そ
ろ
し
く
て
、
と
り
が
た
き
故
に
鬼
と

ホ

ト

リ

同
l
利
瑚
叫
。
（
略
）
老
子
経
云
、
老
子
行
白
波
緑
林
之
頭
、
玉
竃
看
所
見

老
女
云
々
。
是
故
に
女
を
鬼
と
い
ふ
也
。
又
、
経
云
、
女
人
面
似
菩
薩
心

（2翌

血
夜
耐
列
と
い
へ
り
。
　
　
　
（
『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
、
三
五
三
頁
）

「
女
」
の
心
の
恐
ろ
し
さ
の
故
に
「
鬼
」
と
い
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
女
人
罪

障
観
に
根
差
し
た
読
み
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
成
立
当
初
、
当
該
表
現
に
右

の
よ
う
な
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
（
恐
ら
く
そ
の
可
能

性
は
薄
い
だ
ろ
う
）
、
中
世
に
な
る
と
仏
教
的
文
脈
で
読
み
取
ろ
う
と
す
る
動

き
が
現
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
仏
教
世
界
に
お
け
る
女
へ
の
負
の
観
念
に

よ
っ
て
「
鬼
」
と
「
女
」
と
を
結
び
つ
け
る
背
景
が
中
世
に
は
存
し
て
い
た
。

『
大
和
物
現
巴
、
平
兼
盛
が
陸
奥
国
黒
塚
に
住
む
源
克
之
の
娘
た
ち
（
『
拾
退

品
）

和
歌
集
』
詞
書
で
は
「
重
之
が
い
も
う
と
」
と
あ
る
）
　
に
詠
み
か
け
た
歌
、

U
碓
円

「
み
ち
の
く
の
安
達
が
原
の
黒
壕
に
．
剰
こ
も
れ
り
と
開
く
は
ま
こ
と
か
」
に
つ

い
て
は
、
現
在
窯
塚
の
鬼
女
伝
説
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み

に
、
『
大
和
物
語
妙
』
に
は

鬼
こ
も
り
世
話
に
お
く
ゆ
か
し
き
さ
ま
を
鬼
こ
も
る
と
い
ふ
其
心
也
丸
剤

l
到
鬼
と
い
ふ
供
も
有
外
面
似
菩
薩
内
心
如
羅
刺
の
文
の
心
也

（31）

二
八
八
頁
）

と
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
古
注
同
様
、
仏
教
的
女
性
観
に
彩
ら
れ
た
中
世
的
解

釈
が
入
り
込
ん
で
き
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

平
安
末
期
か
ら
中
世
に
お
け
る
「
鬼
」
と
「
女
」
と
の
接
点
を
探
る
際
、
こ

う
し
た
古
注
の
世
界
に
見
え
る
女
人
罪
障
観
と
「
鬼
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
見

過
ご
せ
な
い
事
象
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
『
紫
式
部
集
』
（
四
四
番
）
　
に
は
、
そ

う
し
た
「
鬼
」
と
「
女
」
と
の
関
わ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
歌
が
載
る
。

ゑ
に
、
も
の
の
け
つ
き
た
る
女
の
み
に
く
き
か
た
か
き
た
る
う
し
ろ

に
、
お
に
に
な
り
た
る
も
と
の
め
を
、
こ
ぼ
ふ
し
の
し
は
り
た
る
か

た
か
き
て
、
を
と
こ
は
き
や
う
よ
み
て
、
も
の
の
け
せ
め
た
る
と
こ

ろ
を
見
て

な
き
人
に
か
ご
と
は
か
け
て
わ
づ
ら
ふ
も
お
の
が
こ
こ
ろ
の
お
に
に
や
は

あ
ら
ぬ

嫉
妬
ゆ
え
に
「
鬼
」
と
な
っ
た
亡
き
前
妻
が
今
妻
に
崇
る
図
。
こ
の
絵
を
限
前

に
式
部
は
、
前
妻
が
「
鬼
」
に
な
っ
た
と
感
じ
る
の
は
実
は
男
の
「
こ
こ
ろ
の

お
に
」
の
せ
い
で
は
な
い
か
と
す
る
。
式
部
の
見
解
は
、
逆
に
女
が
嫉
妬
ゆ
え

に
「
鬼
」
に
な
る
と
い
う
観
念
が
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

（刀）
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
前
妻
の
「
鬼
」
　
へ
の
変
身
は
何
も
仏
教
的
世
界
観

か
ら
の
み
説
明
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
怨
念
と
「
鬼
」
と
の
結
び

つ
き
と
い
う
側
面
か
ら
多
く
捉
え
て
い
く
べ
き
現
象
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
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か
し
な
が
ら
、
亡
き
前
妻
の
「
鬼
」
　
の
一
性
格
と
し
て
、
以
下
に
記
す
事
象
と

共
通
す
る
、
人
々
の
心
に
深
く
板
を
下
ろ
し
た
女
人
罪
障
観
の
反
映
を
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

女
人
罪
障
観
の
浸
透
は
、
嫉
妬
ゆ
え
の
「
女
」
　
の
「
鬼
」
　
へ
の
変
身
を
連
綿

と
古
典
文
学
の
世
界
に
紡
ぎ
出
し
て
い
っ
た
。
男
の
忘
却
を
嘆
き
つ
い
に
は
生

き
な
が
ら
「
鬼
」
　
と
な
っ
た
女
の
凄
惨
な
最
期
を
描
く
『
閑
居
友
』
下
三
。

『
教
訓
抄
』
四
「
抜
頭
」
　
の
項
は
、
嫉
妬
ゆ
え
に
「
鬼
」
と
な
っ
た
唐
后
を
記

す
。
『
平
家
物
語
』
巻
第
十
一
剣
の
巻
下
は
、
嫉
妬
の
あ
ま
り
貴
船
明
神
に
自

ら
「
鬼
」
と
な
る
こ
と
を
祈
り
本
懐
を
遂
げ
た
「
鉄
輪
の
女
」
を
語
る
。
一
方
、

謡
曲
「
鉄
輪
」
は
、
同
様
に
「
鬼
」
と
な
っ
た
女
が
男
の
許
へ
復
讐
に
赴
く
も

の
の
果
た
し
得
ず
日
に
見
え
ぬ
「
鬼
」
と
な
っ
て
去
り
ゆ
く
姿
を
描
く
。
さ
ら

に
、
室
町
時
代
の
物
語
草
子
『
い
そ
ざ
き
』
も
嫉
妬
ゆ
え
に
「
鬼
」
と
な
っ
た

女
を
描
い
た
。
物
語
は
、
「
女
、
五
L
や
う
の
く
も
、
あ
つ
く
し
て
、
は
る
ゝ

（刀）

こ
と
な
し
」
あ
る
い
は
「
せ
け
ん
の
人
は
み
な
、
に
よ
う
は
う
に
家
を
も
身
を

も
、
う
し
な
ふ
な
り
」
等
、
女
の
罪
深
さ
を
繰
り
返
し
記
す
。
ま
た
、
女
の
心

に
「
鬼
」
　
へ
の
変
身
の
根
拠
を
求
め
、
「
こ
の
こ
ゝ
ろ
、
し
り
て
や
人
の
、
い

ひ
を
き
し
、
女
を
お
に
と
、
あ
り
し
こ
と
ば
は
」
と
い
う
歌
を
女
自
身
に
詠
じ

さ
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
女
人
罪
障
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
女
」
　
の
「
鬼
」
　
へ
の
接
近
の
内

実
を
も
っ
と
も
端
的
に
物
語
る
の
が
、
以
下
に
引
用
し
た
鰭
、
廃
絶
曲
『
雪
鬼
』

の
詞
章
で
は
な
か
ろ
う
か
。

夫
れ
雪
鬼
と
い
つ
は
、
本
来
悪
心
の
鬼
に
も
あ
ら
ず
。
年
ふ
る
雪
の
高
扱

く
、
深
谷
の
岩
間
に
凝
り
固
ま
っ
て
、
自
ら
化
生
の
人
膿
と
な
る
。
そ

の
姿
は
女
な
り
。
女
は
人
に
見
ゆ
る
串
柿
に
し
て
、
一
念
深
く
怖
し
き
な

り
。
人
に
見
え
ず
恐
し
き
心
は
、
唯
是
鬼
に
似
た
れ
は
と
て
、
女
を
鬼
に

讐
へ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
一
四
頁
）

こ
の
「
人
に
見
ゆ
る
事
稀
」
　
で
あ
る
点
と
「
一
念
深
く
怖
し
き
」
　
心
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
点
と
が
、
ま
さ
し
く
「
鬼
」
と
「
女
」
と
の
互
換
性
を
支
え
る
論

理
の
伝
統
で
は
な
か
っ
た
か
。
廃
絶
曲
中
の
詞
章
で
あ
る
の
で
、
こ
の
文
言
の

影
響
力
は
容
易
に
測
定
し
が
た
い
。
が
少
な
く
と
も
、
こ
う
し
た
詞
章
を
生
み

出
す
伝
統
が
存
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
虫
め
づ
る
姫
君
』

の
「
鬼
と
女
と
は
、
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
」
　
の
理
解
を
も
促
す
。
つ
ま
り
、
女

人
罪
障
観
に
呪
縛
さ
れ
た
「
女
」
　
の
心
の
暗
部
へ
の
認
識
と
、
普
段
は
人
前
に

現
れ
な
い
と
い
う
女
の
属
性
、
こ
れ
こ
そ
が
「
鬼
」
と
並
べ
ら
れ
「
人
に
見
え

ぬ
ぞ
よ
き
」
と
断
言
さ
れ
る
根
拠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、

こ
の
「
鬼
と
女
と
は
、
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
」
と
い
う
文
言
そ
の
も
の
は
、
姫

君
独
自
の
警
句
で
あ
ろ
う
か
そ
れ
と
も
当
時
の
俗
諺
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
見
て

き
た
「
鬼
」
と
「
女
」
に
関
す
る
伝
統
の
存
在
か
ら
は
、
そ
う
し
た
伝
統
に
則
っ

て
発
せ
ら
れ
た
言
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
あ
る
い
は
こ
の
文
言
そ
の
も
の
が

そ
う
し
た
伝
統
を
体
現
す
る
俗
諺
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
姫
君
の
物
語

中
で
の
他
の
言
動
を
見
る
限
り
で
は
、
当
該
表
現
は
女
人
罪
障
観
を
背
景
に
持

つ
一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
諺
的
な
も
の
を
引
っ
張
り
出
し
て
き
て
自
分
な
り
に
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語
っ
た
文
言
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
「
鬼
と
女
と
は
、
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
」
と
い
う
発

言
は
、
仏
教
的
世
界
観
に
支
配
さ
れ
た
「
女
」
　
へ
の
負
の
認
識
、
「
女
」
　
の
心

の
暗
部
へ
の
眼
差
し
を
根
底
に
発
せ
ら
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女

は
仏
教
の
断
片
的
知
識
か
ら
あ
く
ま
で
観
念
の
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
も
の
の
「
女
」

の
罪
深
さ
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
大
人
の
「
女
」
　
に
な
る
こ

と
結
婚
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
生
き
方
を
選
び
取
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
　
「
福
地
の
園
に
」
と
「
耶
輪
陀
羅
」
歌

仏
教
的
世
界
観
に
呪
縛
さ
れ
た
「
女
」
　
の
心
の
深
い
闇
を
避
け
、
「
虫
め
づ

る
姫
君
」
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
。
彼
女
が
物
語
の
最
後
に
発
し
た
言
葉
を
、

も
う
一
度
引
用
し
よ
う
。

「
思
ひ
と
け
ば
、
も
の
な
む
恥
か
し
か
ら
ぬ
。
人
は
夢
幻
の
や
う
な
る
世

に
、
誰
か
と
ま
り
て
、
悪
し
き
こ
と
を
も
見
、
書
き
を
も
見
思
ふ
べ
き
」

（
四
五
三
頁
）

現
世
を
「
夢
幻
の
や
う
な
る
」
と
し
、
そ
の
論
理
を
超
越
す
る
言
（
実
際
は
前

述
し
た
通
り
女
房
へ
の
反
論
の
性
格
も
多
分
に
あ
り
、
強
が
り
の
部
分
も
考
慮

す
べ
き
で
あ
る
と
は
思
う
が
）
　
で
あ
る
。
そ
の
姿
勢
は
さ
き
に
問
題
に
し
た

「
女
」
　
へ
の
認
識
を
も
超
越
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
の
こ
う

し
た
現
世
か
ら
の
離
脱
は
、
別
の
箇
所
で
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

「
契
り
あ
ら
は
よ
き
極
楽
に
ゆ
き
あ
は
む
ま
つ
は
れ
に
く
し
虫
の
す

が
た
は

福
地
の
園
に
」
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
四
九
頁
）

右
馬
佐
に
あ
て
た
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
返
歌
で
あ
る
。
彼
の
「
は
ふ
は
ふ
も

君
が
あ
た
り
に
し
た
が
は
む
長
き
心
の
限
り
な
き
身
は
」
と
い
う
申
し
出
を
体

よ
く
退
け
る
た
め
に
、
「
契
り
あ
ら
は
」
　
の
条
件
付
き
で
「
よ
き
極
楽
に
ゆ
き

あ
は
む
」
　
と
し
た
。
が
、
同
時
に
こ
の
歌
か
ら
は
姫
君
の
往
生
志
向
が
読
み
取

れ
よ
う
。
す
で
に
、
右
馬
佐
が
蛇
の
作
り
物
を
贈
っ
た
場
面
を
中
心
に
竜
女
成

云
）

仏
と
の
関
わ
り
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
姫
君
の
往
生
志
向
が
直
接

表
明
さ
れ
た
右
の
返
事
を
手
が
か
り
に
、
彼
女
が
こ
の
世
の
論
理
を
退
け
ど
こ

へ
向
か
っ
た
の
か
、
又
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

蒜
）

答
歌
で
姫
君
は
、
「
よ
き
極
楽
」
　
つ
ま
り
上
品
上
生
の
極
楽
で
の
再
会
を
条

件
付
き
で
約
束
し
た
。
加
え
て
、
引
歌
表
現
「
福
地
の
園
に
」
が
続
く
。
こ
の

「
福
地
の
園
に
」
は
一
体
何
を
表
す
の
か
。
彼
女
の
返
事
全
体
の
意
味
合
い
を

知
る
た
め
に
も
、
こ
の
表
現
の
検
討
は
必
要
で
あ
る
。
当
該
表
現
と
『
源
氏
物

語
』
若
菜
上
巻
の
以
下
の
箇
所
と
の
関
連
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
略
）
す
べ
て
、
今
は
、
恨
め
し
き
ふ
L
も
な
し
。
た
だ
、
か
の
絶
え
籠

り
に
た
る
山
住
み
を
思
ひ
や
る
の
み
ぞ
あ
は
れ
に
お
ば
つ
か
な
き
。
尼
君
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も
、
た
だ
福
地
の
園
に
柾
ま
き
て
、
と
や
う
な
り
し
二
言
を
う
ち
頼
み
て
、

後
の
世
を
思
ひ
や
り
つ
つ
な
が
め
ゐ
た
ま
へ
り
。

（
④
二
三
二
～
一
三
三
頁
）



明
石
の
入
道
入
山
後
の
明
石
の
君
と
尼
君
の
思
い
を
綴
る
。
前
半
は
明
石
の
君

の
そ
れ
で
、
現
世
へ
は
も
う
「
恨
め
し
き
ふ
し
」
も
な
い
が
、
た
だ
一
つ
　
「
か

の
絶
え
籠
り
に
た
る
山
住
み
」
　
つ
ま
り
明
石
の
入
道
の
こ
と
が
気
が
か
り
だ
と

い
う
。
そ
の
直
後
、
「
尼
君
も
」
と
明
石
の
尼
君
の
思
い
が
語
ら
れ
る
。
助
詞

「
も
」
の
使
用
は
前
の
明
石
の
君
の
思
い
と
の
顆
似
性
を
示
唆
す
る
。
彼
女
は

「
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
」
の
三
百
を
頼
み
に
「
後
の
世
」
　
へ
思
い
を
馳
せ
た
。

lrl－

そ
も
そ
も
こ
の
「
福
地
（
の
園
）
」
と
は
何
か
。
い
ま
だ
解
釈
の
揺
れ
る
こ

の
語
の
基
本
的
語
義
を
、
ま
ず
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
『
源
氏
物
語
』
・
『
虫

め
づ
る
姫
君
』
の
当
該
例
を
除
い
た
用
例
を
眺
め
て
み
る
。

①
大
城
の
四
周
二
百
里
内
を
、
彼
の
土
の
人
は
謂
ひ
て
「
痢
地
」
と
為
す
。

（
中
略
）
敵
に
臨
ん
で
兵
死
す
る
と
き
は
人
〔
間
界
の
〕
中
に
生
ま
る
る

こ
と
を
得
、
多
く
無
事
〔
の
民
〕
を
殺
す
と
真
跡
隈
憩
を
l
曳
け
l
‥
翌
l
　
順

孫
・
孝
子
が
親
老
を
扶
侍
し
て
此
の
地
を
経
遊
す
れ
ば
、
痕
を
l
慧
こ
l
ど

窮
り
無
し
。
功
少
な
く
し
て
福
は
多
し
。

品
）

（
『
大
唐
西
域
記
』
巻
四
「
薩
他
泥
湿
伐
羅
国
」
、
一
九
八
頁
）

②
萬
古
仇
池
穴
。
潜
過
小
有
天
。
神
魚
今
不
見
。
矧
翌
買
伝
。
近
接
西
南

境
。
長
懐
十
九
泉
。
何
時
一
茅
屋
。
送
老
白
雲
辺
。

（匁）

（
『
杜
少
陵
詩
集
』
巻
七
、
秦
州
雑
詩
二
十
首
十
四
、
八
九
～
九
〇
頁
）

③
ソ
ノ
年
紀
モ
ク
ガ
ハ
ズ
、
又
数
十
代
不
易
ノ
郡
ト
ナ
リ
ヌ
ル
、
誠
二
王
気

相
応
ノ
福
地
タ
ル
ニ
ヤ
。
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
「
桓
武
」
、
一
〇
九
も

へ
l
l
－

①
豊
か
で
肥
え
た
土
地
　
（
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
「
フ
ク
ヂ
（
福
地
）
」
の
項
）

①
は
「
福
徳
を
生
ず
る
地
」
の
意
味
合
い
を
持
つ
地
名
、
①
は
仙
人
の
住
む
地

で
中
国
漢
詩
の
中
に
多
い
。
③
の
そ
こ
に
住
み
そ
こ
で
事
を
お
こ
す
の
に
よ
い

地
、
①
の
肥
沃
な
土
地
は
、
「
福
徳
の
生
ず
る
地
」
と
い
う
語
義
が
基
本
と
な

り
出
て
き
た
用
法
で
あ
ろ
う
。
中
古
中
世
の
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
③
や
④
の

用
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
に
関
し
て
は
、
古
来
引
歌
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
奥
入
（
第
一
次
）
』
を
見
る
。

耶
輸
陀
足
か
ふ
く
ち
の
そ
の
に
た
ね
ま
き
て
あ
ほ
ん
か
な
ら
す
有
為
の
み

や
こ
に

鮭
右
此
説
此
歌
之
証
拠
不
知
誰
説
頗
凡
俗
事
欺
　
　
三
五
八
も

『
奥
入
』
成
立
当
時
「
耶
輸
陀
羅
」
歌
の
出
典
は
す
で
に
未
詳
で
あ
り
、
定
家

は
「
凡
俗
事
」
と
評
し
第
二
次
『
奥
入
』
に
は
引
か
な
い
。
そ
の
後
成
立
の
古

注
で
は
、
『
異
本
紫
明
抄
』
『
河
海
抄
』
等
は
当
該
歌
を
引
く
も
の
の
、
一
方
で

（43）

こ
の
定
家
の
処
理
を
妥
当
と
す
る
注
釈
書
も
少
な
か
ら
ず
存
す
る
。
現
代
の

『
源
氏
物
語
』
注
釈
に
お
い
て
も
、
典
拠
と
認
め
る
立
場
と
積
極
的
に
は
引
か

（44）

な
い
立
場
と
が
混
在
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
耶
輸
陀
羅
」
歌
が
ま
が
り
な
り
に
も
『
奥
入
』
に
記
さ
れ

そ
れ
に
関
し
て
定
家
が
自
ら
の
考
え
を
書
き
付
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
に
は

注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
歌

が
定
家
以
前
に
あ
る
程
度
流
布
し
当
該
箇
所
の
解
釈
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

ぅ
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
平
安
末
期
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
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が
、
「
耶
輸
陀
羅
」
歌
を
念
頭
に
問
題
の
本
文
を
創
作
し
た
可
能
性
は
大
き
い
。

『
虫
め
づ
る
姫
君
』
と
『
源
氏
物
語
』
本
文
、
「
耶
輸
陀
荘
」
歌
を
相
互
に
関

連
さ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
理
解
の
た
め
に
必
要
で
あ

ろ
う
。

五
　
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
と
「
耶
輸
陀
羅
」
物
語

「
郡
的
陀
羅
」
歌
の
検
討
に
入
る
。
第
三
句
「
た
ね
ま
き
て
」
　
に
は
、
以
下

の
二
つ
の
読
み
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
「
た
ね
ま
き
て
」
　
に
「
胤
ま
き
て
」
　
の
掛
詞
を
読
み
取
る
方

向
が
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
「
た
ね
ま
く
」
　
の
用
法
か
ら
導
か
れ
る
。

雲
井
ま
で
生
ひ
の
ぼ
ら
な
ん
笥
u
大
も
尋
ね
ぬ
峰
の
若
松

（舶）

（
『
狭
衣
物
語
』
巻
二
、
一
五
九
頁
）

歌
中
の
「
種
ま
き
し
人
」
は
狭
衣
、
「
峰
の
若
松
」
は
狭
衣
の
子
で
、
「
種
」
　
に

「
胤
」
　
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
の
先
学
の
読
み
と
し
て
、

『
休
閑
抄
』
　
に
「
私
」
説
と
し
て
載
る
解
釈
が
あ
げ
ら
れ
る
。

私
云
や
し
ゆ
た
ら
は
仏
の
妻
ら
こ
ら
の
母
也
た
ね
ま
く
と
は
羅
こ
ら
を
持

た
る
事
也
然
た
の
も
し
き
種
な
れ
は
福
地
の
園
と
い
へ
り
走
法
は
ら
事
な

れ
は
う
ゐ
の
邦
に
必
我
生
せ
ん
串
を
よ
め
る
欺
尼
の
福
地
と
い
へ
る
も
明

石
上
を
福
地
の
種
に
た
と
へ
行
末
た
の
も
し
き
に
い
へ
る
か
入
道
来
世
を

契

心

を

も

蔀

也

　

　

　

　

　

　

　

（

四

四

四

～

四

四

五

も

「
た
ね
ま
く
」
と
は
釈
迦
の
妻
耶
輸
陀
証
が
そ
の
子
羅
喉
罪
を
産
ん
だ
こ
と
だ

と
し
、
耶
輸
陀
囲
経
と
明
石
の
尼
君
、
E
維
喉
羅
と
明
石
の
君
の
対
応
を
読
み
取
る
。

（47）

こ
れ
は
、
「
あ
ま
君
の
わ
か
む
す
め
あ
か
し
の
う
へ
の
事
を
い
ふ
也
」
　
と
い
う

『
花
鳥
飴
情
』
的
な
読
み
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
「
耶
輸
陀
羅
」
歌
を
合

理
的
に
解
釈
し
ょ
う
と
し
た
結
果
で
は
な
い
か
。

第
二
に
、
「
た
ね
ま
き
て
」
　
に
善
根
を
施
す
と
い
う
仏
教
的
意
味
合
い
を
読

み
取
る
方
向
が
あ
る
。
次
の
例
等
が
参
考
に
な
ろ
う
。

二
品
1
－
－
経
を
㌫
写
山
に
お
く
る
と
て
、
そ
へ
て
侍
り
け
る
歌
の
中
に

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

た
ね
ま
き
し
心
の
水
に
月
す
み
て
ひ
ら
け
や
す
ら
ん
む
ね
の
蓬
も

（
『
続
千
我
和
歌
集
』
巻
第
十
釈
教
歌
、
九
七
四
番
）

（鯛）

先
学
で
は
玉
上
琢
珊
氏
が
「
よ
き
因
縁
の
種
を
ま
い
て
」
と
い
う
訳
を
付
す
。

「
た
ね
ま
く
」
　
に
つ
い
て
以
上
二
つ
の
読
み
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
が
下
の
句
「
あ
ほ
ん
か
な
ら
す
有
為
の
み
や
こ
に
」
と
ど
う
関
係
付
け
ら
れ

る
の
か
が
、
次
の
間
題
と
し
て
浮
上
す
る
。
「
有
為
の
み
や
こ
」
　
の
語
は
、
管

（
4
J
）

見
に
入
る
限
り
他
の
用
例
が
見
出
せ
な
い
。
が
、
仏
教
語
と
し
て
の
「
有
為
」

を
念
頭
に
置
く
と
、
「
因
縁
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
世
」
を
表
す
と
考
え
ら
れ

る
。
第
一
の
読
み
の
場
合
、
耶
輸
陀
羅
が
羅
喉
正
を
、
尼
君
が
明
石
の
君
を
産

ん
だ
こ
と
と
、
そ
の
結
果
現
象
す
る
「
再
会
」
　
へ
の
願
い
が
ど
う
関
わ
る
の
か

わ
か
り
づ
ら
い
。
第
二
の
読
み
は
ど
う
か
。
善
根
を
施
す
意
の
「
た
ね
ま
く
」

と
結
果
生
じ
る
「
再
会
」
　
の
構
図
は
、
「
耶
輸
陀
羅
」
を
め
ぐ
る
以
下
の
物
語

【泌）

を
下
敷
き
に
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
読
み
解
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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善
慧
仙
人
（
釈
迦
の
過
去
世
）
　
が
娘
（
耶
輸
陀
証
の
過
去
世
）
　
か
ら
五
茎
の

蓮
花
を
求
め
て
燃
燈
仏
に
献
じ
た
。
そ
の
際
、
娘
は
善
慧
仙
人
に
来
世
で
彼
の

妻
と
な
る
こ
と
を
願
い
、
彼
女
も
ま
た
仏
に
二
茎
の
蓮
花
を
献
じ
る
。
こ
の
誓

願
が
も
と
と
な
り
、
後
の
世
で
二
人
は
夫
婦
と
な
っ
た
。
こ
の
話
は
、
例
え
ば

『
今
昔
物
語
集
』
　
で
は
、

『
我
レ
、
昔
、
燃
燈
俳
ノ
世
二
菩
薩
ノ
遺
ヲ
行
ゼ
シ
時
、
五
百
ノ
金
ノ
銭

ヲ
以
テ
五
茎
ノ
蓮
花
ヲ
買
テ
悌
二
奉
リ
キ
。
汝
又
二
茎
ノ
花
ヲ
以
テ
副
テ

奉
レ
リ
ト
、
』
」
「
『
其
ノ
時
こ
、
相
互
二
票
テ
云
ク
『
世
々
二
常
二
汝
ト

我
レ
、
夫
妻
ト
成
テ
汝
ガ
心
二
達
フ
事
非
ジ
』
卜
云
ヒ
キ
。
其
ノ
誓
ヒ
ニ

依
テ
契
り
探
ク
シ
テ
今
日
夫
妻
ト
成
レ
リ
キ
。

【51）

（
巻
第
一
ノ
第
十
七
、
一
－
八
七
頁
）

と
語
ら
れ
、
他
に
『
過
去
現
在
因
果
経
』
、
『
釈
迦
譜
』
、
『
経
律
異
相
』
、
そ

し
て
『
法
華
首
座
閻
書
抄
』
、
『
宝
物
集
』
等
に
見
え
る
。
と
り
わ
け
『
過
去

現
在
因
果
経
』
は
奈
良
時
代
か
ら
『
絵
因
果
経
』
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て

お
り
、
こ
の
話
が
「
耶
輸
陀
羅
」
歌
の
源
泉
に
な
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る

だ
ろ
う
。
「
ふ
く
ち
の
そ
の
に
た
ね
ま
き
て
」
は
善
慧
仙
人
と
娘
に
よ
る
（
初

句
は
「
耶
輸
陀
羅
か
」
で
あ
る
の
で
、
耶
輸
陀
羅
の
行
為
に
重
点
を
お
く
）
燃

燈
仏
へ
の
供
養
を
表
す
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
供
養
が
招
来
す
る
再
会
へ
の
期

待
が
、
「
あ
ほ
ん
か
な
ら
す
有
為
の
み
や
こ
に
」
　
に
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
「
耶
輸
陀
羅
」
歌
に
は
、
燃
燈
仏
へ
の
供
養
と
そ
の
行
為
が
因
と
な
り
生

じ
る
後
の
世
で
の
再
会
へ
の
願
い
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
話
と
「
耶
輸
陀
羅
」
歌
を
『
源
氏
物
語
』
に
重
ね
る
と
、
何
が
見
え
て

く
る
の
か
。
尼
君
の
「
後
の
世
を
思
ひ
や
り
つ
つ
」
は
、
直
前
の
明
石
の
君
の

思
い
と
の
繋
が
り
や
入
道
の
手
紙
の
中
の
「
明
ら
か
な
る
所
に
て
、
ま
た
対
面

は
あ
り
な
む
」
を
考
慮
す
る
と
、
極
楽
で
の
入
道
と
の
再
会
へ
の
期
待
が
記
さ

れ
た
と
読
め
る
。
そ
の
再
会
を
尼
君
は
「
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
」
　
つ
ま
り

「
福
徳
の
生
じ
る
園
に
種
を
ま
い
て
」
と
い
う
〓
一
口
を
頼
み
に
夢
想
す
る
。

「
耶
輸
陀
羅
」
歌
を
引
く
と
す
る
と
、
尼
君
は
自
身
と
入
道
の
再
会
を
、
郡
輸

陀
羅
と
釈
迦
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
た
の
で
は
な
い
か
。
入
道
の
「
明
ら
か
な
る

所
に
て
、
ま
た
対
面
は
あ
り
な
む
」
が
「
誓
願
」
　
の
こ
と
ば
に
当
た
る
の
だ
ろ

ぅ
。
し
か
も
『
過
去
現
在
因
果
経
』
で
は
、
「
誓
願
」
の
場
面
の
前
に
善
慧
仙
一

人
の
見
た
夢
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
入
道
の
手
　
2
5

紙
の
中
に
彼
が
以
前
見
た
夢
の
話
が
記
さ
れ
て
お
。
、
『
花
鳥
飴
楕
』
が
『
過
－

（52）

去
現
在
因
果
経
』
の
夢
と
の
類
似
を
指
摘
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
巻
の

明
石
の
入
道
入
山
と
明
石
の
尼
君
の
感
慨
を
語
る
際
に
、
耶
輸
陀
証
と
釈
迦
の

話
が
断
片
的
に
で
は
あ
る
も
の
の
活
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
一
連
の
「
耶
輸
陀
羅
」
物
語
と
そ
の
影
響
を
軸
に
『
虫
め
づ
る
姫
君
』

石
）

を
読
ん
で
見
よ
う
。
耶
輸
陀
羅
と
釈
迦
、
明
石
の
尼
君
と
入
道
の
対
が
、
「
虫

め
づ
る
姫
君
」
と
右
罵
佐
に
相
当
し
て
く
る
。
「
福
地
の
園
に
」
　
は
、
薫
き
因

縁
の
種
を
ま
い
て
（
恐
ら
く
は
仏
道
修
行
に
励
ん
で
）
来
世
で
再
会
し
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
「
よ
き
極
楽
に
ゆ
き
あ
は
む
」
は
耶
輸
陀
拝
と
釈

迦
の
再
会
に
な
ぞ
ら
え
た
と
も
読
め
る
。
物
語
は
、
耶
輸
陀
拝
と
釈
迦
の
誓
願



と
再
会
の
物
語
、
あ
る
い
は
明
石
の
尼
君
と
入
道
の
誓
願
と
再
会
へ
の
期
待
の

物
語
を
た
ぐ
り
寄
せ
、
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
と
右
馬
佐
の
再
会
を
は
る
か
彼
方

に
幻
祝
さ
せ
る
。
が
、
「
契
り
あ
ら
は
」
　
の
仮
定
条
件
が
、
そ
の
再
会
の
不
可

能
性
を
宣
言
し
て
も
い
る
。
こ
う
し
て
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
は
た
だ
一
人
孤
独

に
極
楽
を
目
指
し
た
。

六
　
相
対
化
さ
れ
る
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
と
『
竹
取
物

語
』
　
の
地
平

「
女
」
　
の
心
の
深
い
問
に
背
を
向
け
大
人
の
女
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
、
一

人
極
楽
を
目
指
す
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
。
彼
女
の
「
女
」
　
の
一
生
拒
否
を
念
頭

に
置
く
と
、
右
馬
佐
の
垣
間
見
場
面
で
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
北
山
の
垣
間

（54）

見
が
意
識
さ
れ
姫
君
に
若
紫
の
面
影
が
重
ね
ら
れ
た
意
味
も
読
み
解
け
よ
う
。

類
似
を
示
す
一
方
で
、
物
語
は
姫
君
と
若
紫
と
の
埋
め
よ
う
の
な
い
懸
隔
を
語

る
の
で
あ
る
。
重
ね
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
相
反
す
る
存
在
と
し
て
強
調
さ
れ
る
し

か
け
が
存
す
る
。
同
じ
「
少
女
」
と
し
て
登
場
し
な
が
ら
、
若
紫
は
以
後
光
源

氏
と
の
結
婚
、
そ
れ
に
伴
う
嫉
妬
と
苦
悩
の
一
生
を
送
り
、
出
家
の
思
い
を
抱

き
つ
つ
最
期
を
迎
え
た
。
対
す
る
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
は
、
そ
う
し
た
「
女
」

の
負
の
部
分
に
背
を
向
け
一
足
飛
び
に
極
楽
往
生
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

そ
の
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
が
物
語
の
中
で
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
次
に
こ
の

点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
。
作
り
物
の
蛇
を
贈
ら
れ
た
際
に
は
「
う
ち
わ

な
な
か
し
、
顔
、
ほ
か
や
う
に
」
「
さ
す
が
に
、
恐
ろ
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け

れ
ば
、
立
ち
ど
こ
ろ
店
ど
こ
ろ
、
喋
の
ご
と
く
、
こ
ゑ
せ
み
声
に
、
の
た
ま
ふ
」

と
恐
怖
の
あ
ま
り
慌
て
る
様
が
滑
稽
に
語
ら
れ
て
い
る
し
、
垣
間
見
さ
れ
て
い

る
の
を
知
っ
た
後
に
は
「
走
り
入
り
た
ま
ひ
ね
」
と
彼
女
の
羞
恥
心
が
う
か
が

え
る
表
現
が
と
ら
れ
て
お
り
、
時
折
姫
君
の
中
の
揺
れ
が
露
呈
さ
れ
る
こ
と
は

注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
「
喋
の
ご
と
く
」
と
語
ら
れ
た
点
も
見
逃
せ
な

い
。
物
語
末
尾
、
右
罵
佐
の
贈
歌
を
全
く
無
視
す
る
姫
君
と
対
照
的
に
、
儀
礼

通
り
返
歌
を
し
よ
う
と
す
る
女
房
が
「
あ
る
人
人
は
心
づ
き
た
る
も
あ
る
べ
し
」

と
語
ら
れ
る
。
物
語
は
、
「
疾
め
づ
る
」
生
き
方
を
相
対
化
す
る
存
在
で
あ
っ

た
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
を
も
相
対
化
す
る
視
線
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
語
り
手
の
あ
り
方
は
、
恐
ら
く
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
作
者
の
立
つ

地
平
と
無
関
係
で
は
な
い
。
作
者
は
、
こ
の
世
の
論
理
を
現
爽
と
論
破
す
る

「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
反
俗
的
姿
を
造
型
す
る
一
方
で
、
そ
の
姿
に
ひ
と
す
じ

の
懐
疑
の
視
線
を
も
投
げ
掛
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
女
」
　
の
負
性
を
自
覚
し

結
婚
拒
否
と
い
う
こ
の
世
か
ら
の
完
全
離
脱
を
希
求
す
る
生
き
方
に
共
感
あ
る

い
は
憧
憬
の
念
を
抱
き
つ
つ
も
、
一
方
で
姫
君
が
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
こ
の
世

に
ま
み
れ
こ
の
世
で
格
闘
す
る
生
き
方
に
も
捨
て
切
れ
ぬ
い
と
お
し
み
を
抱
い

て
い
る
現
れ
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
作
者
の
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
生
へ
の

複
雑
な
思
い
は
、
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
物
語
へ
と
連
な
る
物
語
の
結
婚
拒
否
の

姫
君
た
ち
へ
も
、
等
し
く
向
け
ら
れ
て
い
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
虫
め
づ
る
姫

君
」
は
極
端
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
存
在
で
は
あ
る
。
が
、
彼
女
が
結
妨
拒
否

の
系
譜
の
極
北
に
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
物
語
か
ら
は
結
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婚
拒
否
の
系
譜
を
も
相
対
化
す
る
作
者
の
眼
差
し
が
読
み
取
れ
よ
う
。
『
虫
め

つ
る
姫
君
』
物
語
は
、
俗
世
離
脱
願
望
と
こ
の
世
へ
の
拘
泥
の
相
剋
を
刻
む
。

も
と
よ
り
そ
れ
は
、
今
ま
さ
に
「
女
」
　
へ
の
分
岐
点
に
あ
る
思
春
期
の
少
女
を

め
ぐ
る
物
語
で
あ
っ
た
。
が
し
か
し
、
い
や
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
世

の
超
越
、
永
遠
な
る
も
の
へ
の
思
慕
と
、
人
と
し
て
の
歩
み
、
こ
の
世
で
生
き

る
こ
と
へ
の
い
と
お
し
み
の
念
と
い
う
相
反
す
る
志
向
を
鮮
や
か
に
封
じ
込
め
、

「
女
」
　
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ぬ
普
遍
へ
の
扉
を
開
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
結
婚
を
拒
否
し
極
楽
往
生
を
目
指
す
「
虫
や
つ
る
姫
君
」
が
、

同
じ
く
地
上
の
踵
に
汚
れ
ず
月
の
郡
へ
と
帰
還
し
た
か
ぐ
や
姫
の
系
譜
に
連
な

（55）

る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
が
、
以
上
指
摘
し
た

物
語
の
特
質
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
両
者
の
煩
似
は
こ
の
点
の
み
に
と
ど
ま
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
『
竹
取
物
語
』
で
は
、
求
婚
者
を
厳
し
く
退
け
る
か
ぐ
や

姫
の
姿
を
描
き
つ
つ
も
、
一
方
で
地
上
の
世
界
を
完
全
に
否
定
し
さ
っ
て
は
い

な
い
。
月
の
都
へ
の
帰
還
直
前
の
か
ぐ
や
姫
が
翁
へ
向
け
た
発
言
、

「
（
略
）
か
の
郡
の
人
は
、
い
と
け
う
ら
に
、
老
い
を
せ
ず
な
む
。
思
ふ

こ
と
も
な
く
は
べ
る
な
り
。
さ
る
所
へ
ま
か
ら
む
ず
る
も
、
い
み
じ
く
は

べ
ら
ず
。
老
い
お
と
ろ
へ
た
ま
へ
る
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ

恋

し

か

ら

め

」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

七

〇

も

で
は
、
月
の
郡
は
「
い
と
け
う
ら
に
、
老
い
を
せ
ず
」
「
思
ふ
こ
と
も
な
い
」

世
界
と
規
定
さ
れ
、
老
い
や
死
の
避
け
ら
れ
ぬ
地
上
世
界
と
の
相
違
が
構
造
化

さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
月
の
世
界
に
帰
る
こ
と
を
「
い
み
じ
く
は
ベ

ら
ず
」
と
か
ぐ
や
姫
は
述
べ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
位
相
に
あ
る
か
ぐ
や
姫
の
発

言
が
、
天
人
の
言
葉
を
制
止
し
た
「
物
知
ら
ぬ
こ
と
、
な
の
た
ま
ひ
そ
」
　
で
あ

ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
天
人
の
論
理
、
自
ら
の
帰
還
す
る
月
の
郡
の
論
理
を
地

上
の
論
理
か
ら
眺
め
相
対
化
し
た
言
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
物
語
は
、
物
思
い

の
な
い
天
上
界
へ
の
憧
憬
を
描
き
つ
つ
も
、
し
か
し
一
方
で
地
上
世
界
、
人
間

の
運
命
を
見
据
え
る
こ
と
に
こ
そ
重
き
を
お
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

『
竹
取
物
語
』
の
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
先
に
見
た
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
物
語

の
あ
り
方
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

人
間
界
を
離
れ
る
直
前
に
自
ら
地
上
世
界
へ
の
哀
惜
を
ロ
に
し
た
か
ぐ
や
姫

と
、
語
り
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
と
の
異
な
り
は
考
え

ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
「
女
」
　
の
運
命
を
退
け
天
上
界
あ
る
い
は
極
楽
浄

土
を
目
指
す
生
き
方
が
追
求
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
こ
の
世
の
論
理
に
よ
っ
て

相
対
化
さ
れ
る
と
い
う
、
永
遠
な
る
も
の
へ
の
希
求
と
こ
の
世
へ
の
哀
惜
と
が

形
象
化
さ
れ
た
点
に
、
二
つ
の
物
語
の
辿
り
着
い
た
地
点
の
あ
る
意
味
で
の
同

質
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

お
あ
り
に

『
竹
取
物
語
』
に
描
か
れ
た
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
拒
否
、
天
上
界
へ
の
憧
憬
と

人
間
界
へ
の
哀
惜
。
そ
の
後
、
物
語
は
落
窪
の
君
に
代
表
さ
れ
る
幸
福
な
結
婚

を
描
く
一
方
で
、
「
女
」
　
の
運
命
を
見
据
え
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
拒
否
を
受
け
継

ぐ
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
大
君
等
の
姫
君
た
ち
を
紡
ぎ
出
し
て
い
っ
た
。
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「
世
の
中
」
　
へ
の
絶
望
と
往
生
志
向
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
紫
の
上
や
浮

舟
が
最
後
に
到
達
し
た
心
境
も
こ
う
し
た
流
れ
と
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ

れ
ら
女
君
た
ち
の
生
き
ざ
ま
の
果
て
に
、
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
が
登
場
し
た
。

彼
女
の
標
梯
す
る
「
女
」
　
に
な
る
こ
と
へ
の
拒
否
は
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
の
女

君
た
ち
の
苦
し
み
の
果
て
に
接
待
さ
れ
た
も
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う

な
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
現
世
離
脱
を
、
も
う
一
度
こ
の
世
の
側
か
ら
捉
え
返

そ
う
と
す
る
眼
差
し
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
竹
取
物
語
』
と
同

質
の
こ
の
世
へ
の
眼
差
し
で
は
な
い
か
と
先
に
述
べ
た
が
、
し
か
し
物
語
の
女

君
た
ち
の
こ
の
世
で
生
き
る
こ
と
へ
の
絶
望
の
果
て
に
、
も
う
一
度
こ
の
世
で

生
き
る
こ
と
へ
と
回
帰
し
て
い
く
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
物
語
の
眼
差
し
の
意
義

は
重
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔注〕
（
1
）
　
「
軽
薄
な
世
俗
の
虚
偽
を
撃
つ
、
理
論
的
拠
点
」
　
（
関
根
賢
司
氏
「
花
や
蚊
や
と

－
虫
め
づ
る
姫
君
の
一
考
察
－
」
「
昭
和
学
院
国
語
国
文
」
四
号
、
七
二
年
l
二
月
）
、

「
良
俗
と
い
う
虚
像
に
対
す
る
批
判
」
　
（
三
谷
栄
一
氏
　
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
『
堤

中
納
言
物
語
』
、
角
川
書
店
、
七
六
年
）
、
他
。
ま
た
批
判
で
は
な
い
が
、
「
世
紀
末

的
な
琵
悪
思
想
と
猟
奇
趣
味
」
　
を
見
る
論
（
塚
原
鉄
雄
氏
　
新
潮
日
本
古
典
集
成

『
堤
中
納
言
物
語
』
、
新
潮
社
、
八
三
年
）
　
も
あ
る
。

（
2
）
　
「
「
世
づ
か
ぬ
」
志
向
を
付
与
さ
れ
た
源
氏
物
語
の
人
物
達
や
狭
衣
大
将
等
を
換

る
論
理
へ
の
問
い
と
重
な
っ
て
来
よ
う
」
（
小
嶋
菜
温
子
氏
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
「
国

文
学
解
釈
と
鑑
朴
と
第
四
五
巻
第
一
号
、
八
〇
年
一
月
）
、
「
「
疾
め
づ
る
姫
君
」
は
、

物
語
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ソ
ル
そ
の
も
の
を
象
徴
し
、
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
は
そ
の
ジ
ャ

ソ
ル
を
振
き
、
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
」
　
（
三
谷
邦
明
氏
「
最
く
堤
中
納
言
物
語
－
平
安

後
期
短
應
物
語
の
言
説
の
方
法
あ
る
い
は
虫
め
づ
る
姫
君
－
」
、
石
川
徹
氏
編
『
平

安
時
代
の
作
家
と
作
品
』
所
収
、
武
蔵
野
書
院
、
九
二
年
）
、
他
。

（
3
）
　
「
一
人
の
女
性
の
思
春
期
に
お
け
る
成
長
」
（
三
谷
栄
一
氏
前
掲
書
）
、
「
鉱
物
化

し
た
永
遠
の
処
女
」
　
（
神
田
随
身
氏
「
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
幻
欝
－
虫
化
し
た
花
嫁
－
」

「
物
語
研
究
」
一
号
、
七
九
年
四
月
）
、
「
成
女
へ
の
怖
れ
と
願
望
」
　
（
中
島
尚
氏

「
虫
め
づ
る
姫
君
論
」
「
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
（
第
一
部
）
」
第
三
八
巻
、

九
〇
年
二
月
）
、
「
（
結
婚
）
を
猶
予
さ
れ
る
（
少
女
）
の
時
間
に
凍
結
さ
れ
た
い

－
そ
の
願
望
」
（
辛
島
正
雄
氏
「
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
管
見
－
「
か
は
虫
」
　
と
（
少
女
）

－
」
「
文
学
論
餌
」
第
三
九
号
、
九
四
年
一
月
）
、
「
あ
ら
か
じ
め
「
女
に
な
る
こ
と
」

を
拒
否
し
た
姫
君
」
　
（
池
田
和
臣
氏
「
文
学
的
想
像
力
の
内
な
る
『
虫
愛
づ
る
姫
君
』

－
も
う
ひ
と
り
の
か
ぐ
や
姫
－
」
「
紀
要
」
　
第
一
五
二
号
文
学
科
第
七
三
号
、
九
四

年
三
月
）
、
他
。
な
お
、
姫
君
の
言
動
を
「
男
性
が
近
づ
か
ぬ
よ
う
に
す
る
た
め
の

演
技
」
　
と
す
る
論
（
稲
賀
敬
二
氏
「
堤
中
納
言
物
語
の
（
虫
め
づ
る
姫
君
）
異
様
な

言
動
を
試
技
と
読
め
ば
」
「
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
二
七
巻
第
一
三
号

臨
時
号
、
八
二
年
九
月
）
　
も
あ
る
。

（
4
）
　
「
竜
女
教
化
の
パ
ロ
デ
ィ
」
（
田
中
安
子
氏
「
古
典
文
学
に
み
る
屯
女
成
仏
」
「
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
　
九
一
年
五
月
）
、
「
変
成
男
子
＝
龍
女
成
仏
の
実
行
不
可
能
性

を
暴
き
だ
す
」
（
立
石
和
弘
氏
「
虫
め
づ
る
姫
君
論
序
説
－
性
と
身
体
を
め
ぐ
る
表

現
か
ら
－
」
「
王
朝
文
学
史
稿
」
第
二
一
号
、
九
六
年
三
月
）
、
「
仏
教
的
言
説
を
模

倣
し
笑
わ
れ
批
評
さ
れ
る
こ
と
で
〝
世
界
〟
を
打
ち
壊
し
に
し
て
し
ま
う
」
　
（
竹
村
信

治
氏
「
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
考
」
「
国
文
学
致
」
第
一
五
三
号
、
九
七
年
三
月
）
、
他
。

（
5
）
　
注
4
の
立
石
氏
論
文
が
こ
の
問
題
に
示
唆
す
る
所
が
多
い
。
た
だ
し
、
氏
が
自

然
の
眉
を
さ
ら
す
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
を
極
め
て
露
骨
に
女
性
の
「
性
」
　
を
さ
ら

す
女
性
と
し
て
定
位
し
た
点
等
、
本
論
は
立
場
を
異
に
す
る
。
な
お
、
多
様
な
引

用
の
軸
を
探
求
し
た
論
に
、
阿
部
好
臣
氏
「
引
用
構
造
の
自
己
同
一
性
（
上
）
　
（
下
）
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－
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
論
ふ
た
た
び
ー
」
「
語
文
（
日
本
大
学
国
文
学
会
）
」
（
第
六

〇
・
六
一
軒
、
八
四
年
六
月
・
八
五
年
二
月
）
　
が
あ
る
。

（
6
）
　
注
1
の
開
眼
氏
論
文
。

（
7
）
相
賀
敬
二
氏
校
注
・
訳
　
日
本
古
典
文
学
全
集
『
堤
中
納
言
物
語
』
（
小
学
館
、

七
二
年
）
。

（
8
）
出
雲
路
修
氏
校
注
　
東
洋
文
庫
『
三
宝
絵
』
（
平
凡
社
、
九
〇
年
）
。

（
9
）
　
注
1
の
関
税
氏
論
文
、
他
。

（
川
ご
な
お
、
注
2
の
三
谷
氏
論
文
は
「
疾
め
づ
る
姫
君
」
を
「
こ
の
テ
ク
ス
ト
以
前
に

存
在
し
た
物
語
の
女
主
人
公
の
す
べ
て
を
象
徴
」
す
る
と
す
る
。

（
1
1
）
久
下
晴
康
氏
著
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
　
狭
衣
・
浜
松
』
（
新
興
社
、
八
四
年
）

に
指
摘
が
あ
る
。

（
1
2
）
注
4
の
立
石
氏
論
文
。

（
曇
三
角
洋
一
氏
は
「
堤
中
納
言
物
語
－
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

（
「
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
三
一
巻
第
一
三
号
、
八
六
年
一
一
月
）
　
の

中
で
、
姫
君
の
思
想
の
源
を
探
求
し
て
い
る
。

（
1
4
）
注
3
の
辛
島
氏
論
文
も
「
「
か
は
虫
」
愛
好
を
現
実
の
も
の
に
す
る
た
め
に
、
そ

の
よ
う
な
理
論
武
装
が
必
要
だ
っ
た
に
す
ぎ
ま
い
」
と
述
べ
る
。

（
空
　
「
は
（
果
）
て
」
の
誤
写
説
、
「
袖
に
す
る
」
と
同
意
と
す
る
説
、
「
喪
袖
に
て
」

と
と
る
説
、
他
。

（
空
注
4
の
立
石
氏
論
文
で
も
、
当
該
箇
所
を
引
き
「
女
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し

て
い
る
」
と
す
る
。
ま
た
、
「
姫
君
は
む
く
つ
け
き
「
虫
」
　
や
「
鬼
」
　
に
置
き
換
え

ら
れ
る
べ
き
姿
を
、
女
本
来
の
姿
と
し
て
認
識
し
て
い
る
」
と
も
述
べ
る
。

（
1
7
）
　
注
7
の
全
集
本
頭
注
。

（
柑
）
な
お
、
こ
の
「
鬼
と
女
と
は
」
の
言
を
『
大
和
物
語
』
の
「
み
ち
の
く
の
安
達
が

原
の
黒
坂
に
鬼
こ
も
れ
り
と
聞
く
は
ま
こ
と
か
」
　
歌
の
源
と
な
っ
た
諺
と
見
る
説

（
三
角
洋
一
氏
「
僧
侶
と
説
話
と
物
語
お
ぼ
え
が
き
」
『
論
集
源
氏
物
語
と
そ
の
前

後
4
』
所
収
、
新
典
社
、
九
三
年
）
　
も
あ
る
。

（
1
9
）
山
岸
徳
平
氏
著
『
堤
中
納
言
物
語
全
註
解
』
（
有
精
堂
、
六
二
年
）
。

（
2
0
）
松
尾
聡
氏
著
『
堤
中
納
言
物
語
全
釈
』
（
笠
間
霞
院
、
七
一
年
）
。

（
2
1
）
注
3
の
池
田
氏
論
文
。
ま
た
、
「
外
形
か
ら
の
価
値
判
断
を
忌
避
す
」
　
る
言
と
す

る
、
大
倉
比
呂
志
氏
「
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
　
の
「
鬼
と
女
と
は
、
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ

き
」
訳
解
」
　
（
「
解
釈
」
第
四
〇
巻
第
五
号
、
四
七
〇
集
、
九
四
年
五
月
）
、
「
鬼
」

は
「
蓑
虫
」
　
を
意
味
す
る
と
す
る
、
保
科
恵
氏
「
表
現
規
定
と
構
成
論
理
」
（
『
堤

中
納
言
物
語
の
形
成
』
所
収
、
新
興
杜
、
九
六
年
）
　
も
あ
る
。

（
2
2
）
室
城
秀
之
氏
校
注
『
入
ノ
つ
ほ
物
語
　
全
』
（
お
う
ふ
う
、
九
五
年
）
。

（
2
3
）
阿
部
秋
生
氏
秋
山
虔
氏
今
井
源
街
氏
鈴
木
日
出
男
氏
校
注
・
訳
　
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
（
小
学
館
、
九
六
年
）
。

（
2
4
）
福
井
貞
助
氏
校
注
・
訳
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
敗
『
伊
勢
物
語
』
（
小
学
館
、

九
四
年
）
。

（
2
5
）
注
2
4
の
前
掲
書
頭
注
。

（
2
6
）
阿
部
俊
子
氏
全
訳
注
　
講
談
社
学
術
文
庫
『
伊
勢
物
語
（
上
）
』
（
講
談
社
、
七
九

年）。

（
2
7
）
ち
な
み
に
、
鬼
が
美
女
に
姿
を
変
え
人
を
襲
う
話
と
し
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻

第
五
第
一
（
同
誌
は
、
『
大
唐
西
域
記
』
他
）
　
が
あ
る
。

（
2
8
）
片
桐
洋
一
氏
著
『
伊
勢
物
語
の
研
究
』
〔
資
料
鰐
〕
（
明
治
欝
院
、
六
九
年
）
。

（
2
9
）
　
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
）
。
以
下
、
和
歌
集
か
ら
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。

（
3
0
）
高
橋
正
治
氏
校
注
・
訳
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
和
物
語
』
（
小
学
館
、

九
四
年
）
。

（
3
1
）
　
雨
海
博
洋
氏
編
著
『
大
和
物
語
語
注
集
成
』
（
桜
楓
社
、
八
三
年
）
。

（
3
2
）
馬
場
あ
き
子
氏
は
当
該
贈
答
に
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
世
界
を
盃
ね
合

わ
せ
、
当
時
に
お
い
て
は
む
し
ろ
そ
れ
が
「
女
の
運
命
の
ひ
と
つ
の
常
識
で
あ
っ
た
」

と
捉
え
る
（
『
鬼
の
研
究
』
三
一
容
房
、
七
一
年
）
。
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（
3
3
）
　
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
二
（
角
川
詔
店
、
七
四
年
）
。

（
封
）
芳
賀
矢
l
氏
佐
佐
木
信
綱
氏
校
注
『
校
註
謡
曲
叢
書
』
巻
三
（
博
文
館
、
一
四
年
）
。

（
3
5
）
注
4
の
田
中
氏
論
文
、
立
石
氏
論
文
。

（
竺
　
「
立
派
な
桓
楽
」
と
い
う
解
釈
も
あ
る
（
大
槻
修
氏
校
注
　
新
日
本
古
典
文
学
大

系
『
堤
中
納
言
物
語
』
、
岩
波
香
店
、
九
二
年
）
。

（
3
7
）
注
2
3
の
新
掃
全
集
本
で
は
、
「
「
福
地
」
　
に
つ
い
て
は
、
古
来
定
説
を
得
ず
、
あ
る

い
は
寺
院
の
名
と
し
、
あ
る
い
は
仙
人
の
住
む
所
と
し
、
ま
た
、
「
福
徳
を
生
ず
る

固
」
と
し
、
寺
の
こ
と
を
い
う
と
も
す
る
」
（
五
六
九
頁
）
　
と
整
理
す
る
。

（
霊
）
　
『
国
謂
一
切
経
』
十
六
上
。

（
3
9
）
　
『
続
国
訳
漢
文
大
成
』
文
学
部
第
五
巻
杜
少
陵
詩
集
中
巻
（
国
民
文
庫
刊
行
会
、

二
九
年
）
。

（
竺
岩
佐
正
氏
校
注
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
押
皇
正
統
記
』
（
岩
波
容
店
、
六
五
年
）
。

（
4
1
）
　
土
井
忠
生
氏
森
田
武
氏
長
南
実
氏
霜
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
（
岩
波
質
店
、
八
〇

年）。

（
椚
ご
大
島
本
。
『
源
氏
物
語
大
成
　
資
料
用
』
。
明
融
本
に
も
あ
る
。

（
望
　
「
耶
拍
陀
絃
」
歌
の
存
在
は
記
す
も
の
の
「
凡
俗
」
と
し
て
退
け
た
『
奥
入
』
の

姿
勢
を
俊
成
の
『
伊
勢
物
語
』
「
塩
尻
」
注
と
同
様
の
行
為
と
し
て
説
明
・
賞
賛
し
、

当
該
表
現
を
「
た
1
福
分
の
た
ね
あ
り
」
と
解
す
る
の
が
、
『
一
葉
抄
』
『
弄
花
抄
』

『
細
流
抄
』
　
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
こ
れ
以
後
の
注
釈
書
の
一
般
的
な
憤
向
と

な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
4
4
）
典
拠
と
認
め
た
の
が
、
玉
上
琢
郊
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
（
角
川
質
店
、
六
六
年
）
、

他
。
認
定
し
な
い
の
が
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
敗
本
、
他
。

（
竺
三
谷
栄
一
氏
関
根
慶
子
氏
校
注
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狭
衣
物
語
』
（
岩
波
書

店
、
六
五
年
）
。

（
坐
井
爪
康
之
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
2
2
、
休
閑
抄
（
お
う
ふ
う
、
九
五
年
）
。

『
永
禄
奥
容
源
氏
物
語
詔
巴
抄
』
も
同
様
の
読
み
を
示
す
。

（
竺
中
野
幸
一
氏
編
　
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
第
二
巻
『
花
鳥
鉄
橋
　
源
氏
和
秘
抄

源
氏
物
語
之
内
不
審
粂
々
　
源
語
紘
訣
　
口
伝
抄
』
（
武
蔵
野
容
院
、
七
八
年
）
。

（
4
8
）
注
4
4
の
玉
上
氏
前
掲
雷
。

（
周
ご
岩
本
裕
氏
著
『
日
本
併
教
語
辞
典
』
（
平
凡
社
、
八
八
年
）
　
で
は
、
「
有
為
」
　
に
つ

い
て
「
種
々
さ
ま
ざ
ま
の
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た
現
象
ま
た
は
存
在
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
世
に
お
け
る
一
切
の
現
象
ま
た
は
存
在
で
、
絶
え
ず
生
滅
し
て
無
常
な
も
の
の

総
合
的
名
称
」
　
と
い
う
説
明
を
付
す
。

（
5
0
）
も
っ
と
も
、
耶
輸
陀
拝
と
仏
道
修
行
の
結
び
つ
き
は
、
『
法
華
経
』
第
十
三
「
勧

持
品
」
　
に
見
え
る
彼
女
の
出
家
と
仏
道
修
行
の
物
語
を
も
想
起
さ
せ
る
。
が
、
「
あ

は
ん
か
な
ら
す
有
為
の
み
や
こ
に
」
　
か
ら
は
、
釈
迦
と
耶
輪
陀
羅
の
再
会
の
物
語
を

こ
そ
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
5
1
）
山
田
孝
雄
氏
山
田
忠
雄
氏
山
田
秀
姓
氏
山
田
俊
雄
氏
校
注
　
日
本
古
典
文
学
大
系

『
今
昔
物
語
集
』
一
（
岩
波
書
店
、
五
九
年
）
。
た
だ
し
、
底
本
は
宣
命
が
き
。

（
5
2
）
　
『
花
鳥
傲
情
』
は
「
わ
か
お
も
と
む
ま
れ
給
ほ
ん
と
せ
し
そ
の
と
し
の
二
月
の
そ

の
よ
の
夢
に
～
」
　
の
箇
所
に
「
過
現
因
果
経
云
」
と
し
て
引
く
。

（
㍊
）
な
お
、
「
耶
輸
陀
羅
」
物
語
と
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
と
の
接
点
（
『
源
氏
物
語
』
当

該
例
へ
は
言
及
せ
ず
）
　
に
つ
い
て
は
、
注
1
の
塚
原
氏
頭
注
、
及
び
山
岡
敬
和
氏

「
（
性
愛
）
の
言
説
－
「
虫
愛
づ
る
姫
君
」
を
読
む
ー
」
（
『
源
氏
物
語
と
古
代
世
界
』

所
収
、
新
興
杜
、
九
七
年
）
　
が
す
で
に
指
摘
す
る
。
が
、
前
者
の
「
釈
迦
の
前
身
に

供
発
」
　
の
部
分
に
は
従
え
な
い
。
ま
た
、
後
者
が
姫
君
の
志
向
し
た
も
の
を
「
釈
迦

と
耶
椅
陀
拝
の
本
地
へ
と
到
る
、
「
福
地
の
園
に
種
蒔
き
て
」
結
ば
れ
る
男
／
女
の

関
係
」
と
し
た
点
等
、
細
部
に
お
い
て
本
論
は
立
場
を
異
に
す
る
。

（
5
4
）
下
鳥
捌
代
氏
「
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
と
『
源
氏
物
語
』
北
山
の
垣
間
見
」
「
国
語
国

文
研
究
」
第
九
四
号
（
九
三
年
七
月
）
、
田
島
智
子
氏
「
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
と
『
源

氏
物
語
』
－
若
紫
垣
間
見
の
影
－
」
「
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
文
学
部
紀
要
」
第

二
七
号
（
九
五
年
三
月
）
が
、
北
山
の
垣
間
見
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
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（
5
）
注
3
に
掲
げ
た
早
島
氏
論
文
、
池
田
氏
論
文
。

（
竺
片
桐
洋
一
氏
校
注
・
訳
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
竹
取
物
語
』
（
小
学
館
、

九
四
年
）
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

－
　
い
の
う
え
・
し
ん
こ
、
梅
花
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
　
－




