
伝
統
芸
能
の
再
評
価
と
花
柳
界
に
お
け
る
芸
能
の
現
状

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
花
柳
艇
で
三
味
線
を
柱
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
芸
能
が
、
近
年

い
わ
ゆ
る
「
伝
統
芸
能
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
現
在
に

注
目
す
る
。

伝統芸能の再評価と花柳界における芸能の現状

歴
史
学
者
の
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
は
、
「
創
ら
れ
た
伝
統
』

の
な
か

で
、
伝
統
と
は
「
重
要
な
社
会
的
、
政
治
的
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
機
能

が
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
伝
統
は
存
在
す
る
こ
と
も
確
立
す
る
こ
と
も
な
い
だ

ろ
、
つ
」
［
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム

一
九
九
一
一
一
四
六
O
］
と
述
べ
て
い
る
。
社
会
的
、

政
治
的
な
操
作
性
が
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な

い
も
の
の
、
伝
統
は
機
能
的
に
創
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
の
創
ら
れ
る
伝
統
の
理
論
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
文
化

人
類
学
的
観
点
か
ら
、
江
戸
期
の
遊
廓
・
花
柳
界
の
状
況
と
、
筆
者
が
フ
ィ

l

ル
ド
ワ
l
ク
を
行
っ
た
A
花
柳
界
の
今
日
の
現
状
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
お
も

に
芸
者
の
三
味
線
音
曲
を
柱
と
し
た
芸
能
と
、
今
日
の
花
柳
界
で
は
語
り
が
隠

中

士九山

保

岡

ぺ
い
さ
れ
る
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
花
柳
界
に
つ
い
て
み
て
い
く
に
あ
た
り
、

江
戸
期
に
遊
廓
と
と
も
に
悪
所
と
い
わ
れ
た
芝
居
小
屋
・
歌
舞
伎
を
比
較
対
象

と
し
て
提
示
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節
で
は
、
江
戸
の
悪
所
と
し
て
の
芝
居
小
屋
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
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論
を
整
理
し
、
概
観
す
る
。
第
二
節
で
は
、
江
戸
期
の
歌
舞
伎
が
明
治
期
以
降

ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
か
に
つ
い
て
触
れ
る
。
第
二
節
ま
で
の
歌
舞
伎
の
変
遷

を
踏
ま
え
、
第
三
節
で
は
遊
廓
の
あ
ゆ
み
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
第
四
節
で
は
、

A
花
柳
界
の
歴
史
と
現
状
を
概
観
し
、
歌
舞
伎
と
の
比
較
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

知
見
に
よ
り
、
考
察
、
分
析
を
試
み
た
い
。

一
．
江
戸
期
に
悪
所
と
言
わ
れ
た
遊
廓
と
芝
居
小
屋

幕
府
が
遊
女
を
廓
に
、
か
ぶ
き
を
芝
居
小
屋
に
と
囲
い
込
ん
で
い
っ
た
理
由

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
後
に
詳

述
す
る
よ
う
に
、
今
日
の
花
柳
界
が
最
も
性
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
排
除
し
、
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も
し
く
は
語
り
に
お
い
て
隠
ぺ
い
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿

で
は
、
悪
所
の
形
成
に
お
い
て
、
性
に
ま
つ
わ
る
要
因
が
関
与
し
た
と
思
わ
れ

る
部
分
に
注
目
し
て
み
た
い
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
今
日
の
歌
舞
伎
の
原
型
が
完
成
し
た
時
期
と
さ
れ
る
元

禄
期
（
一
六
八
八

1
一
七

O
四
年
）

の
、
い
わ
ゆ
る
踊
か
ら
芝
居
へ
と
発
展
を

遂
げ
た
段
階
で
の
歌
舞
伎
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
お
国
が
か
ぶ
き
お
ど
り

を
は
じ
め
た
と
さ
れ
る
、
慶
長
八
年
（
一
六

O
三
年
）
か
ら
一
冗
禄
期
頃
ま
で
の

か
ぶ
き
に
焦
点
を
あ
て
る
。

お
国
の
か
ぶ
き
お
ど
り
が
台
頭
す
る
ま
で

網
野
に
よ
る
と
、
遊
女
・
健
偏
・
白
拍
子
な
ど
の
集
団
の
社
会
的
地
位
は
、

そ
れ
ま
で
決
し
て
低
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
が
、

一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
を

境
と
し
て
劇
的
に
低
下
し
、
社
会
的
な
賎
視
下
に
お
い
や
ら
れ
て
い
く
。
そ
し

て
そ
う
し
た
女
性
の
地
位
の
低
下
は
、
賎
視
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
も
の

の
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
に
、
対
極
に
あ
た
る
存
在
と
し
て
の
宮
廷
の
女
房
に

も
生
じ
て
お
り
、
そ
う
し
た
変
化
は
一
五
世
紀
以
降
、
女
房
に
よ
る
文
学
作
品

が
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
の
要
因
で
あ
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
変
化
の
背
景
と
し
て
、
社
会
全
体
に
お
け
る
女
性
の
地
位
に
大
き

な
変
動
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
そ
れ
は
、
支
配
者
層
か
ら
生
じ
た
家
の
形
成

や
家
父
長
権
の
強
化
が
進
行
し
た
こ
と
と
と
も
に
、
女
性
の
「
性
」
そ
の
も
の

を
「
不
浄
」
も
し
く
は
「
穣
れ
」
と
す
る
社
会
的
な
見
方
が
作
用
し
て
き
た
た

め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
遊
廓
が
江
戸
の
「
悪
所
」
と
さ
れ
た
の
に
も
、
そ

う
し
た
理
由
が
ひ
と
つ
に
あ
る
と
い
う
［
二

O
O
五
一
二
三
七
｜
二
三
九
］

0

し
か
し
、
こ
う
し
た
社
会
的
な
見
方
が
定
着
し
て
き
た
と
は
い
え
、
か
ぶ
き
と

い
う
、
今
日
に
至
る
芸
能
の
創
始
者
と
さ
れ
る
お
国
は
女
性
で
あ
っ
た
。

舞
と
踊
と
い
う
こ
と
ば
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
形
態
を
指
す
こ
と
は
す
で
に
知

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
国
の
か
ぶ
き
が
舞
か
ら
踊
へ
の
エ
ポ
ツ

ク
と
一
般
に
捉
え
ら
れ
で
も
い
る
が
、
そ
れ
は
や
や
こ
踊
の
時
点
で
、
す
で
に

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
と
小
笠
原
は
述
べ
る
。
踊
と
は
共
同
体
の
、
常
民

の
集
団
的
動
作
で
あ
っ
た
。

一
方
の
舞
は
、
芸
能
専
業
者
と
し
て
の
祈
祷
人
の

芸
で
あ
っ
た
。
し
か
し
や
や
こ
踊
り
が
生
ま
れ
、
上
層
階
級
の
鑑
賞
用
と
し
て
、

踊
が
屋
外
か
ら
宴
席
に
入
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
で
、
舞
を
侵
す
よ
う
に
な
っ
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た
と
い
う
［
一
九
八
四
一
一
五
一
己
。
ま
た
、
「
仮
面
と
の
決
別
」
も
お
国
の
か

ぶ
き
の
特
質
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
お
国
以
前
の
女
猿
楽
に
お
い
て
な
さ

れ
て
い
た
と
も
い
う
［
一
九
八
四
一
一
六

O
］
。
こ
う
し
た
張
見
世
と
し
て
の

土
台
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
お
国
の
か
ぶ
き
お
ど
り
を
取
り
入

れ
た
遊
女
の
座
が
、
全
国
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

か
ぶ
き
お
ど
り
と
売
色

先
述
し
た
よ
う
に
、
歌
舞
伎
を
芸
能
史
と
し
て
見
た
場
合
、
お
国
が
か
ぶ
き

者
の
衣
装
や
茶
屋
通
い
の
風
俗
を
ま
ね
た
、

か
ぶ
き
お
ど
り
を
踊
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
ろ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
舞
伎
は
「
か
ぶ
く
・
傾
く
」
と
い



う
語
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
「
広
辞
苑

第
六
版
」

に
よ
る
と
「
傾
く
」
と
は
、

θ
か
た
む
く
。
頭
を
傾
け
る
。
。
自
由
奔
放
に
ふ

る
ま
う
。
勝
手
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
。
⑤
異
様
な
身
な
り
を
す
る
。
人
の
目
に

つ
く
衣
裳
を
身
に
つ
け
る
。
⑮
歌
舞
伎
を
す
る
。
［
新
村
編

二
O
O
八
］
と

あ
る
よ
う
に
、
歌
舞
伎
は
生
ま
れ
た
段
階
で
、
そ
う
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
そ

れ
を
一
不
す
の
が
、
初
期
に
お
い
て
か
ぶ
き
者
は
、
反
幕
的
空
気
の
強
い
京
都
に

巣
窟
し
て
い
た
［
北
島

一
九
七
二
二
一
一
一
｜
一
一
一
一
一
］
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

か
ぶ
き
者
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
や
や
こ
踊
を
芸
と
し
て

い
た
お
国
が
、
か
ぶ
き
者
の
衣
装
や
茶
屋
通
い
の
風
俗
を
ま
ね
た
か
ぶ
き
お
ど

り
を
踊
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
お
国
の
踊
り
を
朱
子
学
者
の
林
羅
山
が
「
男

は
男
装
し
、
女
は
女
装
し
て
髪
を
切
り
男
の
暑
を
結
い
・
・
・
男
女
入
り
交
っ

伝統芸能の再評価と花柳界における芸能の現状

て
卑
濃
な
歌
舞
を
演
ず
る
」
［
北
島

一
九
七
二
一
一
八
〕
と
評
し
た
よ
う
に
、

お
国
が
か
ぶ
さ
お
ど
り
で
表
現
し
た
内
容
は
、
異
類
異
形
な
男
が
遊
女
と
戯
れ

る
場
面
で
あ
っ
た
。

一
－ 一
野
郎
歌
舞
伎
と
男
色

「
遊
女
歌
舞
伎
」
は
、
体
制
秩
序
の
整
備
を
最
た
る
課
題
と
し
て
い
た
幕
府

に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
台
頭
し
て
き

た
の
が
「
若
衆
歌
舞
伎
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
若
衆
も
ま

た
、
売
色
と
切
り
離
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
幕
府
は
、
承
応
元
年
（
一
六
五
二
年
）
に
「
若
衆
歌
舞

伎
」
を
禁
止
し
、
若
衆
の
魅
力
で
あ
っ
た
前
髪
を
剃
り
お
と
す
、
野
郎
頭
に
さ

せ
た
。
野
郎
頭
に
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
歌
舞
伎
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
前
髪
を
剃
っ
た
野
郎
頭
の
踊
り
子
が
演
じ
る
歌
舞
伎
は
「
野

郎
歌
舞
伎
」
と
も
い
わ
れ
る
。

喜
多
に
よ
る
と
、
前
髪
は
美
を
紡
ぎ
出
す
た
め
に
は
必
須
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
を
失
っ
た
「
野
郎
歌
舞
伎
」
に
お
い
て
は
、
前
髪
室
が
用
い
ら
れ
た
り
、
野

郎
帽
子
な
る
女
ら
し
い
頭
巾
に
類
し
た
も
の
を
被
っ
た
り
と
扮
装
に
工
夫
が
凝

ら
さ
れ
た
た
め
、
売
色
行
為
が
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
［
一
九
八
九
一

一二

O
｜
三
二
〕
。
そ
し
て
、
江
戸
の
「
野
郎
歌
舞
伎
」
の
踊
り
子
は
、
振
袖
を

身
に
つ
け
て
お
り
、
そ
う
し
た
衣
裳
の
色
彩
、
形
容
は
女
装
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
裾
さ
ば
き
や
後
れ
毛
な
ど
す
べ
て
が
婦
女
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と

35 

も
い
い
、
そ
れ
が
彼
ら
に
性
的
魅
力
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
野
郎
頭
の
踊
り
子
の
女
装
に
対
し
て
、
女
で
あ
る
京
の
舞
子
は
男

装
を
し
て
お
り
、
扮
装
で
男
ら
し
く
み
せ
て
い
た
が
、

い
ず
れ
も
不
自
然
で
あ

る
と
喜
多
は
述
べ
る
。
そ
し
て
不
自
然
さ
に
よ
っ
て
異
性
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と

す
る
こ
と
こ
そ
、
転
倒
性
変
態
性
欲
現
象
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
「
野
郎
歌
舞
伎
」
に
お
け
る
一
四
、
五
の
子
ど
も
が
売
色
の
対
象
と

な
っ
て
い
き
、
真
実
の
歌
舞
伎
役
者
は
芸
道
に
専
念
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
今

日
に
つ
な
が
る
歌
舞
伎
の
歩
み
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
［
一
九
八
九
二
一
一
一
一

－
一
二
四
〕
。

筆
者
は
こ
こ
で
、
喜
多
の
述
べ
る
転
倒
性
変
態
性
欲
現
象
な
る
も
の
に
注
目
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し
た
い
。
江
戸
期
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
認
識
は
当
然
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
明
治
期
以
降
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
観
念
か
ら
生
じ

た
意
味
づ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

し
か
し
、
こ
の
頃
流
行
し
た
か
ぶ
き
者
の
、
強
固
な
連
帯
意
識
を
支
え
た
条

件
の
一
つ
と
し
て
、
男
色
も
し
く
は
衆
道
と
も
い
わ
れ
る
習
俗
は
、
確
実
に
武

士
社
会
を
中
心
に
流
行
し
て
い
た
。
そ
し
て
盟
約
を
重
ん
じ
、
徒
党
を
組
む
た

め
の
一
手
段
と
し
て
の
男
色
を
厳
し
く
取
り
締
ま
る
こ
と
は
、
江
戸
の
牢
人
対

策
で
も
あ
っ
た

［
小
笠
原

一
九
八
四
一
一
八
七
］

0

時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、
男
色
が
単
な
る
志
向
へ
と
変
化
す
る
に
至
つ

た
と
し
て
も
、
当
初
の
か
ぶ
き
が
下
魁
上
の
気
風
を
有
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
下
拙
上
を
起
こ
す
た
め
の
強
固
な
連
帯
意
識
へ
と
結
び
つ
け
る
手
段
と
し
て

男
色
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ぶ
き
は
芝
居
小
屋
へ
と
囲
い
込
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
遊
女
も
ま
た
、
諸
国
を
自
由
に
動
く
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
女
芸
人
の
行
動
が
ま
ず
禁
止
さ
れ
た
の
ち
に
、
枕
席
へ

侍
り
禁
中
深
く
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
し
て
、
幕
府
に
と
っ
て
は
危

険
と
み
な
さ
れ
［
小
笠
原

一
九
八
四

一
八
六
｜
一
八
七
］
、
廓
へ
と
追
い

や
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
守
屋
に
よ
る
と
、
悪
所
と
い
う
意
識
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
為
政

者
側
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
あ
く
ま
で
も
市
井
の
人
々
の
持
っ
て
い
た
観
念

に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
元
禄
期
に
至
っ
て
、
仏
教
語

の
悪
と
色
と
「
浮
世
」
を
表
象
す
る
世
界
と
し
て
遊
里
が
形
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
芸
能
と
も
重
な
る
部
分
で
あ
っ
た

［
一
九
八
六

一
三
一
八
］
。
遊
里
は
享
楽
性
・
虚
偽
性
・
者
修
性
を
字
ん
だ
遊
び
の
場
で

あ
る
の
が
実
態
で
あ
り
、
そ
う
し
た
場
所
が
悪
所
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
町
人

層
を
中
心
に
、
あ
る
段
階
に
お
い
て
｜
元
禄
の
頃
に
至
っ
て
｜
固
定
化
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た

［
一
九
八
六
一
一
八

l
三
O
］
。
こ
う
し
た
誘
惑
さ
れ
る
危

険
性
が
、
遊
芸
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
芝
居
小
屋
も
含
め
、
遊
廓

は
悪
所
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
．
明
治
以
降
の
歌
舞
伎
の
変
貌

遊
芸
の
禁
止
と
伝
統
の
創
造

維
新
後
の
「
文
明
開
化
」
は
、
「
欧
米
文
化
の
移
入
を
奨
励
し
、

日
本
に
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お
け
る
伝
統
的
な
習
慣
や
文
化
を
積
極
的
に
否
定
」
［
森
谷

一
九
八
八

三
五
四
］
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
諸
遊
芸
は
禁
止
さ
れ
、
多
く
の
家

一
冗
は
経
済
的
打
撃
を
受
け
、
困
窮
の
極
み
に
立
た
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

東
京
府
は
明
治
四
年
に
、
府
に
属
す
る
士
族
と
し
て
の
能
役
者
・
本
阿
弥
な

ど
や
、
長
袖
の
者
と
い
わ
れ
る
画
師
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
士
族
同
様
に
禄
を

扱
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
政
府
の
職
で
は
な
く
、
徳
川
氏
の
私
的
な
達
職
に

過
ぎ
な
い
し
、
ま
た
遊
興
の
徒
に
し
て
無
用
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

俸
禄
、
身
分
に
つ
い
て
如
何
に
扱
う
か
を
太
政
官
に
伺
っ
て
い
る
。
そ
し
て
翌

年
、
民
籍
に
編
入
せ
よ
と
い
う
達
が
出
さ
れ
た
［
熊
倉

一
九
九

O
一
五
五
｜

五
六
］

0



熊
倉
は
、
こ
う
し
た
な
か
で
初
期
に
女
礼
式
と
し
て
位
置
づ
け
、
勢
力
を
挽

回
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
茶
道
、
花
道
、
音
楽
な
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
江
戸

期
に
お
い
て
も
女
礼
に
一
部
組
み
込
ま
れ
て
い
た
遊
芸
は
、
明
治
以
降
さ
ら
に

強
固
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
、
再
生
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
コ
一
九
年
に

刊
行
さ
れ
た
「
女
子
文
庫

女
子
礼
儀
作
法
』
に
お
い
て
新
た
に
「
伝
統
」
が

措
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
遊
芸
と
し
て
取
り
込
む
に
は
、
そ
れ
が
遊
芸
で
あ
る

限
り
札
と
し
て
み
と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
早
期
の

も
の
と
し
て
は
明
治
八
年
に
、
女
子
教
育
へ
と
取
り
込
ま
れ
、
芸
能
を
定
着
さ

せ
て
い
っ
た
。
こ
、
つ
し
て
、

一
介
の
町
の
師
匠
か
ら
、
国
家
ま
た
は
地
方
行
政

の
長
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
さ
れ
る
こ
と
で
芸
能
は
、
国
民
文
化
と
い
う
基
盤
を

獲
得
し
た
と
い
う
［
一
九
九
O
一
五
九
｜
六
二
。

伝統芸能の再評価と花柳界における芸能の現状

さ
ら
に
花
道
の
復
活
を
池
坊
の
事
例
か
ら
み
て
み
る
と
、
明
治
一
二
年
に
は

池
坊
専
正
が
京
都
府
女
学
校
の
花
道
教
授
に
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
、

明
治
期
の
文
人
に
花
道
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
土
台
と
、
近
代
化
を

め
ざ
し
て
い
た
当
時
の
京
都
で
開
催
さ
れ
た
「
京
都
博
覧
会
」
で
の
名
声
を
博

し
て
い
た
と
い
う
基
盤
が
整
っ
て
い
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ

う
し
た
名
声
に
よ
り
、
中
央
の
組
織
を
固
め
、
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
地
方
に
結

社
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
で
、
近
代
的
な
組
織
へ
と
再
編
し
て
い
く
こ
と
を
可

能
と
し
た
。
こ
う
し
た
過
程
で
新
時
代
の
花
道
思
想
が
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
新
た
な
組
織
の
再
編
と
理
論
構
築
が
伝
統
芸
能
復
権
へ

と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
も
熊
倉
は
述
べ
る

［
一
九
八
八
一
一
一
一
六

ー
三
六
四
］

0

こ
う
し
た
芸
能
を
支
持
す
る
基
盤
を
つ
く
る
こ
と
は
ま
た
、
伝
統
文
化
と
し

て
大
衆
か
ら
の
支
持
を
得
る
こ
と
で
も
あ
り
、
芸
能
の
存
続
に
と
っ
て
は
大
き

な
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一． 
一
明
治
期
の
歌
舞
伎
へ
の
権
威
付
け

維
新
後
の
変
化
に
お
い
て
歌
舞
伎
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
歌
舞
伎
も
ま
た

新
た
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
九
代
目
市
川
団
十
郎
は
、
「
演
劇
改
良
の
要
は
、
第
一
俳
優
の

風
俗
を
正
し
、
品
位
を
高
む
る
に
在
り
」
と
述
べ
、
明
治
以
降
の
歌
舞
伎
が
「
あ

の
江
戸
歌
舞
伎
の
も
っ
て
い
た
淫
廃
な
、
良
家
の
子
女
の
眼
を
覆
わ
し
め
る
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よ
う
な
面
を
洗
い
流
し
、
上
品
か
つ
格
調
高
い
も
の
」
［
藤
田

一
九
九

O

一
四
O］

へ
と
変
容
さ
せ
る
た
め
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
歌
舞
伎

が
誕
生
し
て
以
来
、
切
り
離
し
て
語
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
性
を
売
り
も

の
と
す
る
芸
能
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
も
あ
っ
た

と
筆
者
は
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
団
十
郎
が
行
っ
た
改
良
に
よ
り
、
明
治
前
半

期
の
歌
舞
伎
は
確
実
に
、
天
皇
を
含
め
、
政
官
界
か
ら
の
支
持
を
得
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
。

明
治
期
の
歌
舞
伎
で
は
、
初
代
市
川
左
団
次
ら
の
用
い
た
電
気
照
明
や
舞
台

装
置
な
ど
、
観
客
の
視
覚
に
新
し
い
シ
ス
テ
ム
も
導
入
さ
れ
、
新
歌
舞
伎
と
し

て
話
題
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
歌
舞
伎
は
、
江
戸
期
の
芝
居
と
は
全
く
異
な
る
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様
相
で
、
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

近
代
に
お
け
る
歌
舞
伎
が
和
様
折
衷
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
当

時
の
歌
舞
伎
座
が
、
洋
風
建
築
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
外
観
も
江
戸
期
の
芝
居
小
屋
と
は
全
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
維

新
以
降
の
歌
舞
伎
の
新
し
さ
と
は
、
西
欧
演
劇
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
こ

ろ
に
あ
り
、

そ
れ
は
多
く
の
視
覚
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
現
代
に
お
け

る
歌
舞
伎
の
舞
台
や
劇
場
は
、
「
近
代
化
」
の
産
物
な
の
で
あ
っ
た

神
山

二
O
O九
一
四
一
九
］

0

当
時
、
多
く
の
民
衆
が
見
て
い
た
歌
舞
伎
が
小
さ
な
小
屋
で
上
演
さ
れ
る
、

地
方
の
無
名
の
小
芝
居
で
あ
っ
た
一
方
で
、
大
歌
舞
伎
は
そ
の
歴
史
に
お
い
て
、

今
日
に
つ
な
が
る
歌
舞
伎
の
イ
メ
ー
ジ
の
礎
を
こ
の
時
期
に
築
い
て
い
く
こ
と

と
な
っ
た
。

維
新
後
の
江
戸
に
お
い
て
、
大
歌
舞
伎
や
小
芝
居
は
、
存
続
の
危
険
な
状
況

で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
町
屋
と
共
同
体
の
な
か
に
浸
透
し
て
い
た
た
め
に
、
絶

え
る
こ
と
な
く
生
き
続
け
て
い
た
〔
森
谷

一
九
八
八
二
二
六
六
］
。
そ
う
し

た
な
か
で
政
府
の
認
め
る
新
た
な
権
力
に
よ
り
、
権
威
付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と

こ
そ
、
諸
芸
能
に
お
け
る
復
活
の
方
策
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
十
年
を
前
後

す
る
時
代
の
権
威
付
け
は
、
天
皇
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
し
て
明
治
二

O
年

（
一
八
八
七
年
）
四
月
に
歌
舞
伎
の
天
覧
は
よ
う
や
く
実
現
す
る
。
こ
う
し
て
「
明

治
前
半
の
芸
能
は
、
能
か
ら
始
ま
り
歌
舞
伎
に
い
た
る
ま
で
、
『
天
覧
』

の
権

威
に
よ
っ
て
近
代
社
会
で
の
位
置
づ
け
が
再
構
成
さ
れ
て
」
い
く
こ
と
と
な
っ

た
［
飛
鳥
井

一
九
九

O
二
二
八
］

0

さ
ら
に
明
治
十
年
代
は
、
東
京
大
学
教
授
で
あ
っ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
影
響
を

受
け
た
人
々
が
、
伝
統
文
化
の
価
値
系
列
を
も
っ
芸
能
や
芸
術
の
再
評
価
を
行

な
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
時
期
で
あ
り
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
潮
が
芽

生
え
て
き
て
い
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い

［
森
谷

一
九
八
八

ニムハムハ］。

． 
一一
今
日
的
な
伝
統
芸
能
と
し
て
の
大
歌
舞
伎

明
治
期
の
後
半
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
歌
舞
伎
役
者
に
よ
る
大
劇
場
で
の

新
演
劇
活
動
が
活
発
に
な
る
。
歌
舞
伎
か
ら
「
新
歌
舞
伎
劇
」
な
る
も
の
が
編

み
出
さ
れ
た
ほ
か
、
「
新
派
」
や
「
新
劇
」
な
ど
新
し
い
演
劇
の
劇
団
も
し
く
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は
座
の
結
成
が
、
明
治
期
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
西
欧
を
め
ぐ
り
演
劇
に
接
し
て
帰
国
し
た
二
代
目
市
川

左
団
次
は
、
あ
ら
た
め
て
歌
舞
伎
の
美
し
き
ゃ
世
界
に
誇
る
芸
術
で
あ
る
こ
と

を
実
感
す
る
。
そ
し
て
脚
本
本
位
の
、
西
欧
演
劇
の
影
響
を
受
け
た
「
新
歌
舞
伎
」

の
興
行
を
行
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
新
し
さ
は
、
当
時
の
一
般
知
識
人
で
あ
る

学
生
層
か
ら
の
人
気
を
博
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
団
十
郎
の
行
っ
た
、
明
治

前
半
期
の
演
劇
改
良
と
は
異
な
る
、
大
衆
の
晴
好
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
る
、

新
た
な
演
劇
の
形
態
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

［
藤
田

一
九
九

O
一
二
二
七

ー
一
五
O

］

0



大
歌
舞
伎
は
戦
後
、
昭
和
二

O
年
（
一
九
四
五
年
）
九
月
に
、
猿
之
助
一
座

の
興
行
再
開
を
皮
切
り
に
、
東
京
、
上
方
と
も
に
上
演
が
再
開
さ
れ
て
い
る
。

猿
之
助
は
ま
た
、
昭
和
三
O
年
（
一
九
五
五
年
）
に
は
戦
後
初
と
な
る
海
外
公

演
を
中
国
で
実
現
し
た
。
そ
れ
以
降
も
海
外
公
演
は
毎
年
の
よ
う
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
聞
に
起
こ
っ
た
出
来
事
と
し
て
特
記
し
て
お
く
と
、
昭

和
二
八
年
（
一
九
四
八
年
）
に
は
歌
舞
伎
座
で
の
天
覧
を
実
現
し
て
い
る
。

こ
こ
で
歌
舞
伎
の
あ
ゆ
み
に
お
い
て
、
戦
前
と
戦
後
と
の
違
い
が
明
確
に

現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
戦
後
に
な
る
と
、
有
名
な
大
舞
台
で
演

じ
ら
れ
る
、
大
歌
舞
伎
だ
け
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し

て
「
観
客
が
歌
舞
伎
に
求
め
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
締
麗
で
、
派
手
で
、
立
派
な

『
古
典
的
伝
統
演
劇
』
と
い
う
一
面
に
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
」
［
神
山

伝統芸能の再評価と花柳界における芸能の現状

二
O
O九
一
四
二
八
］

い
っ
た
。

一
方
、
地
方
の
小
芝
居
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
た
歌
舞
伎
は
、
消
え
て
い
く
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
大
歌
舞
伎
は
伝
統
に
傾
倒
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
昭

和
四
O
年
（
一
九
六
五
年
）
三
月
に
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て
総
合
指
定
さ
れ

た
。
ま
た
、
「
伝
統
的
な
演
技
演
出
様
式
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
が
」
演
劇
と
し
て
、

平
成
一
七
年
一
一
月
に
は
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

こ
う
し
た
伝
統
芸
能
と
し
て
の
現
在
の
大
歌
舞
伎
は
、
明
治
期
に
岩
倉
具
視

が
欧
米
旅
行
か
ら
帰
朝
し
た
際
に
痛
感
し
た
と
い
う
、
儀
礼
的
な
芸
能
の
復
興

［
飛
鳥
井

一
九
九
O
二
一
五
］
に
端
を
発
し
、
国
家
に
よ
る
国
家
を
象
徴
す

る
芸
能
へ
と
歌
舞
伎
が
認
め
ら
れ
る
土
台
｜
権
威
付
け
や
、
芸
能
を
支
え
る
大

衆
か
ら
の
支
持
基
盤
ー
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
果
た
し
得
た
状
況
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
の
い
う
、
伝
統
が
「
重
要
な
社
会
的
、

政
治
的
機
能
を
持
っ
て
」
創
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る

遊
廓
の
変
遷
と
明
治
期
に
お
け
る
花
柳
界
の
分
離
政
策

遊
廓
は
江
戸
期
に
お
い
て
、
町
人
層
を
中
心
と
し
て
悪
所
と
認
識
さ
れ
て
い

く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
悪
所
で
あ
っ
た
遊
廓
は
、
芝
居
小

屋
と
比
較
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
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一． 

江
戸
期
の
遊
廓

江
戸
市
中
で
は
陰
売
女
に
つ
い
て
は
提
を
出
し
て
し
ば
し
ば
取
り
締
ま
り
を

行
っ
た
。
寛
文
一

O
年
（
一
六
七
O
年
）
に
は
、
吉
原
以
外
で
売
春
を
行
っ
た

者
を
吉
原
送
り
と
し
、
そ
の
後
、
享
保
五
年
（
一
七
二

O
年
）
に
は
そ
の
年
季

を
三
年
と
定
め
た
。
「
吉
原
は
単
な
る
遊
所
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
人
足
寄
場
の
強

制
労
働
と
同
様
に
、
罰
則
と
し
て
強
制
的
に
売
春
行
為
を
行
わ
せ
る
仕
置
き
の

場
所
と
し
て
の
役
割
も
受
け
持
つ
よ
う
に
」
［
小
林

一
九
八
一
一
一
二
三
ハ
］

な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
取
り
締
ま
り
に
よ
っ
て
、
江
戸
の
「
集
娼
政
策
」
が

確
立
し
て
い
く
。

遊
廓
で
は
本
来
、
教
養
を
備
え
た
太
夫
が
芸
能
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
。
し
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か
し
、
吉
原
が
幕
府
の
お
膝
元
で
あ
る
以
上
、
廓
内
部
か
ら
芸
能
を
排
除
し
、

江
戸
市
中
の
性
を
固
い
込
み
、
か
つ
売
色
に
特
化
し
た
遊
女
町
を
つ
く
る
こ
と

が
厳
格
に
実
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
遊
女
の
格
式
の
低
下
を
免
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
最
も
高
い
格
と
さ
れ
る
太
夫
も
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
｜
一
七
六
四

年
）
に
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
客
は
江
戸
市
中
の
茶
屋
へ
と
流
れ
て
い
き

つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
危
機
感
を
抱
い
た
揚
屋
は
、
吉
原
遊
廓
内
に
芸
者
を

置
く
こ
と
を
試
み
た
。
吉
原
遊
廓
内
で
は
、
遊
女
と
芸
者
を
鑑
札
に
よ
っ
て
区

別
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
売
春
を
行
う
芸
者
や
、
遊
女
に
手
を
出
す
男
の
芸

者
が
出
て
き
た
た
め
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
年
）
に
見
番
を
設
置
し
た
［
小

沖ミニ

キ木

一
九
八
一
一
六

0
1六
二
。

一
－ 一
明
治
期
の
遊
廓

明
治
維
新
を
迎
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
「
集
娼
政
策
」
は
変
化
す
る
。
明
治

の
「
マ
リ
ア
・
ル
イ
ス
号
事
件
」
を
契
機
と
し
て
、
日

五
年
（
一
八
七
二
年
）

本
政
府
は
「
娼
妓
解
放
令
」
を
出
し
、
人
身
売
買
は
表
面
的
に
は
行
っ
て
い
な

い
こ
と
を
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
し
か
し
内
実
は
、
当
人
の
自
由
と
し
て

売
春
は
存
続
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
、
「
当
時
の
為
政
者
ら
が
、
文
明
固
と
し

て
の
対
面
を
最
優
先
し
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
」
［
永
井

二
O
O

一
一
一
一
一
］
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
「
国
家
が
売
春
を
認
め
る
の
は
貧

困
層
を
憐
れ
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
と
の
偽
善
で
粉
飾
さ
れ
た
」
［
藤
目

二
O
O
五
一
九
一
｜
九
一
己
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
期
に
新
た
に
再
編
成
さ
れ

た
公
娼
制
度
は
、
性
病
の
蔓
延
を
防
ぐ
西
欧
の
公
娼
制
度
を
導
入
し
た
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
［
藤
日

二
O
O
五

九
O
］。

明
治
三
三
年
（
一
九

O
O年
）
に
「
娼
妓
取
締
規
則
」
、
「
貸
座
敷
引
手
茶
屋

娼
妓
取
締
規
則
」
が
発
布
さ
れ
、
東
京
府
下
の
売
春
公
許
の
指
定
地
と
し
て
、

既
得
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
地
域
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
規
則
は
、
売

春
本
位
の
娼
妓
と
、
芸
能
本
位
の
芸
者
を
規
制
、
空
間
に
よ
っ
て
明
確
に
分
離

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
、
芸
を
も
っ
て
客
の
接
待
を
生
業
と
す

る
芸
者
街
、
「
狭
義
の
花
街
」
［
加
藤

二
O
O五
一
一
九
］
が
誕
生
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
し
か
し
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
建
前
で
は
売
春
を
行
わ
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
花
柳
界
で
の
売
春
は
事
実
上
行
わ
れ
て
い
た
。
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一． 
一一一
花
柳
界
の
性
的
な
イ
メ
ー
ジ

芸
者
が
売
春
を
生
業
と
す
る
娼
妓
と
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
こ
と

は
、
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
明
治
期
に
、
西
欧
も
し
く
は

キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
愛
」
の
概
念
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
と
肉

体
が
分
離
し
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
勝
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
意
識
が
中
産
階

級
を
中
心
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
［
佐
伯

一
九
九
六

一
七

O
］

0

一
八
八

0
年
代
は
最
も
不
況
が
深
刻
化
し
た
時
期
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
世

相
に
よ
り
、
遊
廓
や
花
柳
界
に
供
給
さ
れ
る
女
性
は
貧
農
や
都
市
下
層
民
の
娘



で
あ
っ
た
。
肉
体
を
ひ
き
ぐ
売
春
は
「
賎
業
」
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
、
ミ
ド

ル
ク
ラ
ス
の
向
性
と
し
て
の
女
性
を
担
い
手
と
し
た
、
第
一
次
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

運
動
に
よ
っ
て
、

よ
り
強
固
な
も
の
と
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
女
性
た
ち
は

い
わ
ゆ
る
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
倫
理
」
の
持
ち
主
で
あ
り
、
母
と
し
て
子
ど

も
を
産
む
資
格
の
あ
る
女
性
と
、
そ
の
資
格
の
な
い
娼
婦
た
ち
と
を
分
断
す
る

二
元
論
的
女
性
観
を
内
面
化
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
思
想
は
、
優
生
思
想

l
優

良
な
子
孫
を
残
す
使
命
を
果
た
す
ー
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
の
義
務
を
も
っ
て

強
く
主
張
さ
れ
た

［
藤
目

二
O
O
五
一
一
一
一
］

0

こ
う
し
た
思
想
に
よ
っ
て
向
け
ら
れ
る
下
層
階
級
の
女
性
た
ち
へ
の
視
線

は
、
昭
和
の
戦
中
・
戦
後
に
お
い
て
は
植
民
地
と
さ
れ
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
女
性

た
ち
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
公
娼
制
度
と
、
そ
れ
に
伴
う
廃
娼
制

伝統芸能の再評価と花柳界における芸能の現状

度
は
、
性
・
階
級
・
民
族
支
配
の
組
織
化
な
の
で
あ
り
［
藤
日

二
O
O
五

コ
一
六
］
、
貧
し
い
階
級
の
女
性
の
生
業
は
、
売
春
を
伴
う
可
能
性
の
あ
る
労
働

し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
筆
者
は
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
も
し
く
は
下
層
階
級
な
ど
の
明
確
な
区
分

は
、
昭
和
三

O
年
以
降
の
高
度
成
長
期
に
薄
れ
て
き
た
と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ

は、

A
花
柳
界
の
四
O
歳
代
ま
で
の
芸
者
が
「
仕
事
」
と
呼
ぶ
日
々
の
座
敷
を
、

売
春
防
止
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
三
三
年
以
前
に
芸
者
に
な
っ
た
七
O
歳
代
の

姐
さ
ん
は
「
商
売
」
と
呼
ぶ
認
識
の
相
違
に
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
別
稿
で
詳
述
し
て
い
る
が
［
中
岡

二
O
一
二
、
産
業
の
発
展
と

と
も
に
女
性
の
職
場
も
増
加
し
、
花
柳
界
は
下
層
階
級
の
女
性
を
受
け
入
れ
る

社
会
で
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
き
た
。
と
同
時
に
、
性
を
売
る
苦
界
で
も
な
く

な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
花
柳
界
に
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
付

与
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
明
治
期
以
降
、
精
神
と
肉

体
と
を
分
け
て
捉
え
る
意
識
が
定
着
し
た
こ
と
に
よ
る
、
あ
ら
た
な
身
体
の
発

見
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
浮
上
し
た
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
関
与
が
指
摘
で
き
る
。

四．

A
花
柳
界
の
変
遷
と
現
在

四

A
花
柳
界
の
こ
れ
ま
で
の
あ
ゆ
み

A
花
柳
界
は
、
江
戸
期
に
街
道
の
要
衝
と
し
て
栄
え
、
飯
盛
旅
龍
の
営
業
を

許
可
さ
れ
た
旅
龍
屋
が
前
身
で
あ
る
と
地
元
で
は
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明

治
に
貸
座
敷
と
名
前
を
変
え
て
街
道
沿
い
に
並
ん
で
い
た
遊
廓
が
、
明
治
三

O

41 

年
（
一
八
九
七
年
）

の
大
火
の
後
に
少
し
離
れ
た
川
沿
い
の
田
ん
ぼ
を
切
り
開

い
た
場
所
に
移
さ
れ
た
こ
と
で
、
芸
者
街
と
し
て
の

A
花
柳
界
が
誕
生
す
る
こ

と
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

戦
前
の

A
花
柳
界
で
は
、
待
合
に
客
と
芸
者
が
泊
ま
る
こ
と
も
普
通
で
あ
っ

た
。
待
合
の
女
将
さ
ん
は
、
「
こ
こ
は
お
客
さ
ん
と
芸
者
の
気
持
ち
が
合
え
ば
、

枕
を
と
も
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
を
備
え
て
い
た
。
そ
れ
が
待
合
の
仕
事

だ
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
説
明
す
る
。
花
柳
界
の
待
合
で
は
、
法
的
に
は
売
春

を
し
な
い
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
が
、
売
春
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
臭

わ
す
語
り
は
客
か
ら
も
聞
か
れ
た
。

A
花
柳
界
の
全
盛
期
は
昭
和
三

0
年
代
で
、
芸
者
は
「
昭
和
三
五
年
前
後
に
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は
一
五

O
人
以
上
い
お
」
。
そ
の
頃
は
見
番
の
敷
地
内
に
花
柳
病
の
検
査
を
行

う
病
院
と
医
師
、
看
護
師
も
常
駐
し
て
い
た
と
、
待
合
の
女
将
は
語
る
。
当
時

の
見
番
に
は
、
お
さ
ら
い
会
や
芸
の
稽
古
を
行
う
大
き
な
舞
台
が
あ
っ
た
と
い

う
が
、
現
在
は
そ
の
頃
の
建
物
に
、
倉
庫
の
よ
う
に
付
属
し
て
い
た
一
区
画
が

見
番
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
以
前
の
建
物
が
あ
っ
た
大
部
分
の
土
地
を
ア
ス

フ
ア
ル
ト
で
固
め
、
月
極
め
駐
車
場
と
し
て
一
般
に
貸
し
出
し
て
い
る
。

昭
和
一

O
年
以
前
に
生
ま
れ
た
芸
者
が
現
役
で
あ
っ
た
頃
は
、
芸
事
も
盛
ん

で
、
都
内
か
ら
見
番
に
師
匠
を
招
き
、
稽
古
を
付
け
て
も
ら
っ
て
お
り
、
見
番

で
お
さ
ら
い
会
を
開
催
す
る
ほ
か
、
都
内
の
国
立
劇
場
な
ど
で
行
わ
れ
る
流
派

の
会
に
も
出
演
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、

五
O
歳
代
以
上
の
姐
さ
ん
は
今

は
芸
を
ほ
と
ん
ど
披
露
し
な
い
。
筆
者
の
所
属
し
て
い
た
置
屋
の
春
花
お
母
さ

ん

（
仮
名
）
が
入
っ
た
昭
和
五

0
年
代
に
は
、

A
花
柳
界
は
「
芸
は
で
き
な
く

て
も
、
ま
あ
こ
れ
が
今
ま
で
や
っ
て
き
た
や
り
方
だ
か
ら
と
い
う
の
が
、
な
あ

な
あ
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
悪
習
慣
を
そ
の
ま
ま
続
け
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
」

と
化
し
て
い
た
と
い
う
。

昭
和
五

0
年
代
以
降
、
芸
者
の
お
出
先
と
し
て
の
待
合
や
料
理
屋
が
減
少
し
、

平
成
二
二
年
で
一

O
年
目
を
迎
え
た
と
い
う
姐
さ
ん
が
入
っ
て
き
た
頃
は
、
お

座
敷
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
、
仕
事
で
花
柳
界
を
使
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、

日
々
、
企
業
に
営
業
し
て
歩
い
て
い
た
と
い
う
。

し
か
し
近
年
に
お
け
る
A
花
柳
界
の
芸
者
は
、
こ
れ
ま
で
芸
者
の
お
出
先
と

し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
待
合
や
料
理
屋
の
一
室
と
い
う
、
小
さ
な
、
か
つ
私
的

な
空
聞
か
ら
、
ホ
テ
ル
や
屋
外
な
ど
の
大
き
な
舞
台
で
の
イ
ベ
ン
ト
へ
と
活
動

の
場
を
広
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
今
ま
で
に
な
く
、
芸
に
あ
こ
が
れ
て
や
っ

て
く
る
、

一
般
家
庭
で
育
っ
た
女
性
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
多
く
の
芸
能

を
披
露
す
る
機
会
と
、
お
座
敷
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
芸

者
が
足
り
な
い
日
も
あ
る
ほ
ど
に
座
敷
数
が
増
え
て
き
た
。
こ
う
し
た
舞
台
で

の
踊
り
の
披
露
は
、
花
柳
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
な
い
人
々
に
も
A
花

柳
界
の
芸
能
へ
の
理
解
を
高
め
て
も
ら
う
機
会
と
な
る
と
と
も
に
、
新
た
な
ご

晶
買
さ
ん
の
獲
得
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

四

A
花
柳
界
の
芸
能

広
い
舞
台
で
は
、
見
栄
え
の
す
る
芸
で
あ
る
こ
と
が
第
一
の
課
題
と
な
る
。

三
味
線
な
ど
の
地
方
は
省
略
さ
れ
、
演
目
を
あ
ら
か
じ
め
吹
き
込
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そ
の
た
め
、

ん
だ
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
地
方
を
用
い
る

場
合
に
は
、
音
を
最
大
限
響
か
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
江
戸
の
芸
者

が
発
達
さ
せ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
お
座
敷
芸
と
し
て
の
小
唄
・
端
唄
の
三

味
線
音
曲
で
も
、
劇
場
用
に
改
良
さ
れ
て
き
た
長
唄
と
同
様
の
弾
き
方
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
小
唄
に
関
し
て
は
援
を
使
わ
な
い
で
爪
弾
き
と

い
う
奏
法
が
用
い
ら
れ
る
が
、
長
唄
の
よ
う
に
援
皮
に
擢
先
を
当
て
て
弾
く
こ

と
で
、
よ
り
大
き
な
音
を
出
す
工
夫
が
な
さ
れ
た
り
、
時
に
は
長
唄
の
細
梓
三

味
線
を
用
い
た
り
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
お
座
敷
で
は
あ
り
得
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。



芸
者
の
芸
は
小
唄
・
端
唄
と
さ
れ
て
お
り
、
小
さ
な
お
座
敷
で
音
の
余
韻
を

楽
し
む
た
め
に
改
良
さ
れ
た
、
中
梓
三
味
線
が
適
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
援
を
用
い
る
端
唄
で
は
、
躍
は
長
唄
よ
り
も
援
先
の
幅
の
大
き
い
も
の

を
用
い
、
援
先
は
接
皮
に
触
れ
な
い
よ
う
に
糸
を
響
か
せ
る
よ
う
に
弾
く
の
が

お
座
敷
で
の
弾
き
方
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
舞
台
で
の
三
味
線
演
奏
は
、
こ
の

よ
う
に
不
自
然
な
形
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
小
さ
な
私
的
空
間
の
お
座
敷

芸
で
あ
っ
た
小
唄
・
端
唄
が
、
大
き
な
公
の
舞
台
で
披
露
さ
れ
る
機
会
を
得
た

こ
と
で
、
演
出
に
よ
る
変
化
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

た
ち
か
た

ま
た
舞
台
に
お
い
て
立
方
は
、
個
々
が
目
立
つ
の
で
は
な
く
、
全
員
で
足
並

み
を
そ
ろ
え
て
均
等
に
踊
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
集
団
に
よ
る
踊
り
の
稽
古

で
は
、
観
客
は
一
人
を
見
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
足
並
み
の
そ
ろ
っ
た
全
体

伝統芸能の再評価と花柳界における芸能の現状

を
ひ
と
つ
と
し
て
見
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

い
か
に
洗
練
さ
れ

た
「
芸
者
ら
し
く
」
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
っ

て
お
り
、
舞
台
用
の
演
出
も
芸
者
が
自
ら
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

「
芸
者
ら
し
く
」
装
う
に
あ
た
り
、
お
手
本
と
す
る
の
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
イ

ア
に
登
場
す
る
京
都
の
芸
舞
妓
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

A
花
柳
界
で
は
、
普
通
よ

り
も
濃
く
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
を
塗
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
芸
者
の
踊
り
が
舞

台
で
披
露
さ
れ
る
回
数
が
増
え
た
こ
と
で
、
春
花
お
母
さ
ん
が
京
都
の
芸
者
か

ら
白
く
塗
る
化
粧
法
を
学
び
、

A
花
柳
界
の
化
粧
法
と
し
て
定
着
さ
せ
て
き
た
。

化
粧
法
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
も
の
で
も
、
春
花
お
母
さ
ん
が
い
い

と
思
っ
た
も
の
は
他
の
花
柳
界
か
ら
拝
借
し
、
踏
襲
し
て
、

A
花
柳
界
の
あ
ら

た
な
流
儀
と
し
て
認
め
て
き
た
。

近
年
の
活
躍
に
関
す
る
情
報
が
語
り
継
が
れ
て
い
く
な
か
で
、
客
や
、
こ
れ

ま
で
A
花
柳
界
を
知
ら
な
か
っ
た
人
々
か
ら
は
、
披
露
す
る
芸
能
に
対
す
る
信

頼
感
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
舞
台
で
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
海

外
公
演
を
行
う
ま
で
に
な
っ
た
。
平
成
二

O
年
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ツ
ア
ー

で
、
ゲ
ス
ト
と
し
て
踊
り
を
披
露
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
既
に
、
平
成
一
一
年
に

花
柳
界
を
支
援
す
る
会
が
地
元
の
ご
周
期
展
さ
ん
で
も
あ
る
有
志
に
よ
っ
て
結
成

さ
れ
て
い
た
。
地
元
が
こ
の
よ
う
な
支
援
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

A
花

柳
界
を
、
地
元
の
歴
史
の
一
部
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

そ
の
き
っ
か
け
は
、
地
元
で
育
ち
、

A
花
柳
界
を
晶
買
に
し
て
い
た
お
客
さ
ん

が
、
ま
ち
の
燈
を
消
さ
な
い
た
め
に
も
、
と
仲
間
内
に
呼
び
か
け
た
こ
と
で
あ
っ
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た。
四

芸
者
と
し
て
の
生
き
残
り

A
花
柳
界
の
知
名
度
が
高
く
な
る
に
従
っ
て
、
今
後
、
芸
者
の
何
を
売
り
に

す
る
の
か
に
つ
い
て
、
花
柳
界
関
係
者
が
個
々
に
意
見
を
述
べ
る
場
面
が
多
く

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
例
と
し
て
あ
げ
る
と
、
地
方
の
日
舞
の
家
元
の

息
子
で
、
都
内
で
芸
能
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
男
性
が
あ
る
日
、
小
唄

の
師
匠
に
連
れ
ら
れ
て
A
花
柳
界
に
や
っ
て
き
た
。
男
性
は
そ
の
頃
、
日
舞
を

取
り
入
れ
た
体
操
を
教
え
る
場
所
を
探
し
て
お
り
、
師
匠
が
春
花
お
母
さ
ん
の

経
営
す
る
料
理
屋
を
紹
介
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
男
性
は
容



萎術研究第 24号 2011

姿
端
麗
で
あ
り
、
和
服
姿
も
様
に
な
る
た
め
、
和
服
モ
デ
ル
と
し
て
も
活
躍
し

て
い
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
小
唄
の
師
匠
は
こ
の
男
性
を

A
花
柳
界
の
芸
者
と

し
て
座
敷
に
出
す
と
い
う
案
を
思
い
つ
い
た
。
師
匠
は

A
花
柳
界
の
一
プ
ロ

デ
ィ

l
サ
！
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
都
内
の
あ
る
花
柳

界
に
は
、
帯
問
と
し
て
で
は
な
く
、
男
芸
者
、
も
し
く
は
「
オ
カ
マ
芸
者
」
と

呼
ば
れ
、
そ
れ
を
売
り
と
し
て
い
る
「
姐
さ
ん
」
が
お
り
、
こ
の
世
界
で
は
か

な
り
の
名
を
馳
せ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
売
り
方
は
し
た
く
な
い
と
い
う
。

「
ち
ゃ
ん
と
し
た
」
芸
を
売
る
芸
者
と
し
て
売
り
出
し
た
い
の
だ
と
師
匠
は
述

べ
る
。こ

こ
で
師
匠
の
い
う
「
ち
ゃ
ん
と
し
た
」
芸
と
は
、
伝
統
芸
能
と
し
て
認
め

ら
れ
た
日
舞
を
、
花
柳
界
の
流
儀
に
従
っ
て
座
敷
で
つ
け
る
、
倒
錯
し
て
い
な

い
男
芸
者
と
し
て
の
定
義
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
は
春
花
お
母
さ
ん
も

同
様
の
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
付
言
し
て
お
く
と
、
師
匠
は
男
性
で
あ
る
。
し

か
し
、
芸
を
売
る
だ
け
で
芸
者
と
し
て
身
を
立
て
て
い
く
こ
と
は
、
今
日
の
花

柳
界
に
お
い
て
も
難
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
売
春
を
行
う
こ
と
は
な
い
ま
で
も
、

芸
者
と
し
て
個
人
的
に
支
援
し
て
く
れ
る
ご
晶
買
さ
ん
を
多
数
獲
得
し
な
け
れ

ば
、
こ
の
世
界
で
は
生
き
残
っ
て
い
け
な
い
。
そ
こ
で
い
か
に
客
と
の
親
密
な

関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
が
、
こ
う
し

た
支
持
基
盤
を
固
め
る
と
い
う
作
業
に
は
、
明
治
期
以
降
、
諸
芸
能
が
権
威
付

け
に
伴
い
、
支
援
者
を
獲
得
す
る
た
め
に
努
力
し
て
き
た
の
と
同
様
の
状
況
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
芸
者
へ
の
権
威
付
け
は
、

支
援
者
が
行
う
の
で
あ
る
と
い
え
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

支
援
者
の
な
か
に
は
、
今
日
の
芸
者
が
売
春
を
行
わ
な
い
こ
と
に
加
え
て
、

恋
愛
感
情
に
よ
り
、
性
的
な
関
係
を
持
つ
こ
と
も
自
由
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
性

的
な
関
係
を
所
望
す
る
者
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
感
情
を
如
何

に
反
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
芸
者
と
し
て
の
力
量
が
問
わ
れ
る
部
分
と
な

る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
性
的
な
魅
力
は
、
遊
廓
が
誕
生
し
た
時
か
ら
切
っ
て

も
切
り
離
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
正
当
な
芸
能
の

担
い
手
は
ま
た
、
性
を
売
る
担
い
手
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
す
る

と
性
的
な
魅
力
と
花
柳
界
は
、
切
り
離
せ
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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考
察本

稿
で
遊
廓
や
芝
居
小
屋
の
形
成
過
程
と
、
明
治
期
以
降
の
歌
舞
伎
と
遊

廓
・
花
柳
界
の
変
遷
を
概
観
し
た
の
は
、
遊
廓
や
芝
居
小
屋
が
確
立
さ
れ
る
に

あ
た
っ
て
、
性
に
ま
つ
わ
る
事
象
と
切
り
離
し
て
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
今
日
の
花
柳
界
で
は
、
確
か
に
売
春
は
行
わ
れ
な
い
も

の
の
、
恋
愛
感
情
に
よ
っ
て
性
関
係
を
持
つ
こ
と
も
自
由
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

芸
者
に
そ
う
し
た
関
係
を
持
つ
こ
と
へ
の
期
待
が
、
客
の
心
情
に
は
存
在
し
て

い
る
と
い
う
知
見
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
。



そ
れ
は
フ

l
コ
l
が、

い
わ
ゆ
る
「
抑
圧
の
仮
説
」
に
よ
っ
て
言
及
し
た
、

一
九
世
紀
以
降
、
権
力
が
身
体
お
よ
び
そ
の
快
楽
に
干
渉
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
に
よ
り
生
じ
た
、
現
実
的
産
物
［
フ

l
コ
i

一
九
八
六
一
六
二
に
よ
っ

て
新
た
な
魅
力
と
し
て
創
出
さ
れ
た
、

セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
に
由
来
す
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
が
近
代
の
発
明
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知

の
通
り
で
あ
り
、
そ
の
発
見
当
初
は
、
性
倒
錯
者
が
定
義
さ
れ
配
置
さ
れ
る
作

業
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。

本
論
に
お
い
て
み
て
き
た
、
遊
廓
と
お
な
じ
悪
所
の
も
の
と
さ
れ
た
芝
居
小

屋
は
、

ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
の
い
う
よ
う
に
、
明
治
期
以
降
、
伝
統
性
が
国
家
と
い

う
公
権
力
の
も
と
に
創
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
喜
多
が
「
転
倒
性
変
態

性
欲
現
象
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
、
倒
錯
し
た
性
の
あ
り
方
は
表
か
ら
消
さ
れ
て
い

伝統芸能の再評価と花柳界における芸能の現状

く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
期
以
降
、
知
識
階
層
を
通
じ
て
日
本
に
も
た

ら
さ
れ
た
セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
観
念
に
、
知
識
階
層
と
日
々
接
す
る
な
か
で
、

自
ら
も
ま
た
そ
の
次
元
へ
と
昇
華
し
て
い
く
段
階
に
お
い
て
、

い
ち
早
く
気
付

い
た
歌
舞
伎
役
者
の
功
績
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
の
遊
廓
は
、
明
治
期
以
降
も
下
層
階
級
の
女
性
を
そ
の
担
い
手
と
し
た

こ
と
で
、
当
時
の
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
人
々
に
よ
る
二
元
論
的
女
性
観
を
内
包
し

た
視
線
に
よ
り
、
長
い
問
、
賎
業
と
し
て
固
定
さ
れ
、
芸
能
者
と
し
て
の
芸
者

像
は
見
出
さ
れ
な
い
で
い
た
。
し
か
し
高
度
成
長
を
経
た
現
在
に
お
い
て
、
こ

う
し
た
観
念
や
階
級
性
は
薄
れ
、
芸
者
の
担
い
手
は
一
般
家
庭
の
女
性
へ
と
シ

フ
ト
し
た
。
そ
れ
に
伴
い

A
花
柳
界
で
は
、
伝
統
芸
能
の
担
い
手
と
し
て
の
芸

者
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
支
援
者
も
増
加
し
て
き
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、
日
本
に
お
け
る
女
性
の
地
位
の
低
下
が
生
じ
た
一
五
世
紀

以
降
か
ら
江
戸
末
期
に
お
け
る
遊
女
や
芸
者
の
意
味
づ
け
と
は
異
な
る
、
新
た

な
意
味
づ
け
に
よ
る
賎
視
意
識
が
芽
生
え
た
。
そ
れ
は
、
性
病
対
策
や
優
生
思

想
と
い
う
名
の
も
と
に
、
女
性
の
身
体
を
管
理
す
る
制
度
の
導
入
が
、
権
力
者

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
は

な
か
っ
た
、
身
体
と
い
う
問
題
が
新
た
に
浮
上
し
て
き
た
た
め
に
生
じ
た
こ
と

だ
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
フ

l
コ
l
が
述
べ
る
よ
う
に
、
性
に
ま
つ
わ
る
事
象
が
、
公
の
場
面

で
語
る
の
を
俸
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
た
こ
と
で
、
唯
一
免
れ
る
こ
と
の
で
き
る

空
間
と
し
て
花
柳
界
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
新
た
な
魅
力
が
創
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造
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、

花
柳
界
に
お
け
る
伝
統
と
は
、
性
的
な
魅
力
に
裏
打
ち
き
れ
た
芸
者
が
、
支
援

者
か
ら
芸
能
者
と
し
て
の
支
持
を
ど
れ
だ
け
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
か
か
っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
も
ま
た
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム

の
い
う
、
社
会
的
、
政
治
的
機
能
を
持
っ
て
つ
く
ら
れ
た
伝
統
を
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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九
八
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年
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芝
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史
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史
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頁
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検
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日
本
の
伝
統
芸
能
講
座

舞
踊
演
劇
』
淡
交
社

一
九
八
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＋＋占（1
）
現
在
の
花
柳
界
は
、
料
理
屋
、
料
亭
（
戦
前
ま
で
待
合
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
、
置

屋
の
三
業
の
揃
っ
た
地
を
意
味
す
る
三
業
組
合
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
の
三
業
組
合

を
統
括
す
る
の
が
見
番
で
あ
る
。
芸
者
は
見
番
に
登
録
し
、
置
屋
に
籍
を
置
く
。

置
屋
か
ら
客
の
指
定
す
る
料
亭
も
し
く
は
料
理
屋
に
出
向
く
と
い
う
の
が
花
柳
界



の
し
く
み
で
あ
る
。

（2
）
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
（

E
G一
＼
＼
者
当
者
－

E
と
同
門
・
同
0
・

Z
＼

件
。
宮
門
田
＼

5
4〈

加
。
印
H
H
N印
l
N－

Z
B－）一一
O
一
一
年
一
一
一
月
一
一
日
現
在

（3
）
こ
の
事
件
は
、
二

O
O名
を
超
え
る
清
国
人
奴
隷
を
乗
せ
て
い
た
ペ
ル

I
船
が

修
理
の
た
め
に
横
浜
に
寄
港
し
た
際
に
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
脱
走
し
イ
ギ
リ
ス

船
に
救
助
を
求
め
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
ペ
ル

1
に
対
し
奴
隷
の
解

放
を
要
求
し
、
日
本
も
そ
れ
を
支
持
し
た
。
し
か
し
日
本
政
府
に
対
し
て
ペ
ル
l
は、

遊
廓
と
い
う
人
身
売
買
を
温
存
し
て
い
る
国
が
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、

国
際
裁
判
に
お
い
て
糾
弾
す
る
論
を
展
開
し
た
。

（4
）
待
合
は
戦
後
、
料
亭
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

A
花
柳
界
で
は
戦
前
か

ら
の
ご
最
買
さ
ん
が
、
今
で
も
待
合
と
い
う
呼
び
方
を
使
用
し
て
い
る
。

（5
）
毎
日
新
聞
二

0
0
0年
一

O
月
一
九
日
掲
載
「
歌
っ
て
踊
れ
る
お
仕
事
で

1
す

求
む
円
二
六
0
セ
ン
チ
以
下
の
大
和
な
で
し
こ
」

（
な
か
お
か
・
し
ほ
／
広
島
大
学
大
学
院

博
士
課
程
）
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伝統芸能の再評価と花柳界における芸能の現状


