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恋
の
起
源　

―『
古
事
記
』イ
ザ
ナ
ミ
神
話
の
意
味
す
る
も
の
―木　

　

村　
　

純　
　

二

一
．
イ
ザ
ナ
ミ
は
何
を
担
っ
て
い
る
か

　

本
稿
は
、『
古
事
記
』
神
話
に
お
い
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
何
を
担
う
存
在
で

あ
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
存
在
を
通
じ
て
何
が
語
ら
れ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
、
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
の
先
行
的
知
見
を
踏

ま
え
つ
つ
、
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
よ
く
知
ら
れ
て

は
い
る
が
、『
古
事
記
』に
お
け
る
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
物
語
の
梗
概
を
、

以
下
に
ま
と
め
て
お
こ
う
１
。

　
『
古
事
記
』本
文
の
冒
頭
で
は
、天
地
初
発
の
と
き
、ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
、
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
、
ア
メ
ノ
ト
コ

タ
チ
の
五
柱
の
「
別こ
と

天あ
ま

つ
神
」
が
「
成
り
」、「
独ひ
と
り
が
み神」
と
し
て
「
身
を
隠
し
」

た
と
語
り
起
こ
さ
れ
る
。
続
い
て
「
神か
む
よ
な
な
よ

世
七
代
」
の
神
が
挙
げ
ら
れ
、
イ
ザ

ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
そ
の
最
後
に
位
置
し
て
い
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
に
は
「
妹い
も

」

の
語
が
付
さ
れ
て
お
り
、
男
女
の
対
の
神
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
「
天
つ
神
」
か
ら
、「
是こ

の
た
だ
よ
へ
る
国
を
修つ
く
ろ理
ひ
固
め
成
せ
」
と
の
命

令
を
受
け
た
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
、「
お
の
ご
ろ
島
」
に
降
り
立
ち
、

婚
姻
の
儀
礼
を
す
る
。
ま
ず
イ
ザ
ナ
キ
が「
汝
が
身
は
、如い

か何
に
か
成
れ
る
」

と
尋
ね
る
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
吾あ

が
身
は
、
成
り
成
り
て
成
り
合
は
ぬ
処と
こ
ろ、

一ひ
と
と
こ
ろ
処
在
り
」
と
答
え
る
。
今
度
は
逆
に
イ
ザ
ナ
ミ
の
方
か
ら
「
汝
が
身
は
、

如
何
に
か
成
れ
る
」
と
尋
ね
、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
吾
が
身
は
、
成
り
成
り
て
成

り
余
れ
る
処
、
一
処
在
り
」
と
答
え
る
。
互
い
の
「
身
」
の
在
り
方
が
確
か

め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
此
の
吾
が
身
の
成
り
余
れ
る
処
を
以も

ち

て
、
汝
が
身
の
成
り
合
は
ぬ
処
を
刺
し
塞
ぎ
て
、
国く

に土
を
生
み
成
さ
む
と

以お

も為
ふ
。
生
む
は
、
奈い

か何
に
」
と
誘
い
か
け
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
然し
か

、
善
し
」

と
承
諾
す
る
。
と
も
に
「
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
」
を
為
す
べ
く
、「
天あ
め

の
御み
は
し
ら柱
」

を
イ
ザ
ナ
ミ
が
右
か
ら
、イ
ザ
ナ
キ
が
左
か
ら
廻
り
、出
会
っ
た
と
こ
ろ
で
、

イ
ザ
ナ
ミ
が
ま
ず
先
に
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を
」
と
言
い
、
続
い
て

イ
ザ
ナ
キ
が
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
め
を
」
と
応
じ
た
。
そ
の
結
果
、

水ひ

る

こ
蛭
子
と
淡あ
は
し
ま島
が
生
ま
れ
た
が
、
望
み
通
り
の
子
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
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「
天
つ
神
」
に
伺
い
を
た
て
る
と
、「
女を
み
なの
先ま

づ
言
ひ
し
に
因よ

り
て
、
良
く
あ

ら
ず
。
亦ま
た

、
還か
へ

り
降く
だ

り
て
改
め
言
へ
」
と
の
指
示
を
受
け
る
。
今
度
は
イ
ザ

ナ
キ
か
ら
言
葉
を
発
す
る
よ
う
に
や
り
直
す
と
、
淡あ
は
ぢ路
之の

穂ほ

之の

狭さ
わ
け
の
し
ま

別
島
、
伊

予
之
二ふ
た
な
の
し
ま

名
島
が
生
ま
れ
た
。

　

引
き
続
き
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
、多
く
の
国
や
神
を
生
ん
で
ゆ
く
が
、

火ひ

之の

迦か

具ぐ

土つ
ち
の
か
み
神
を
生
ん
だ
と
き
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
み
ほ
と
」
を
焼
か
れ
、

つ
い
に「
神か
む
さ避
」っ
て
し
ま
う
。
イ
ザ
ナ
キ
は「
愛う
つ
くし
き
我あ

が
な
に
妹も

の
命み
こ
とや
、

子
の
一
つ
木
に
易か
は

ら
む
と
謂い

ふ
や
」と
慟
哭
し
、カ
グ
ツ
チ
の
頸
を
剣
で
斬
っ

て
、「
其
の
妹
伊い

ざ

な
耶
那
美み
の

命み
こ
とを
相あ
ひ

見み

む
と
欲お
も

ひ
て
」、「
黄よ
も
つ泉
国く
に

」を
訪
れ
る
。

御
殿
の
戸
の
向
こ
う
側
に
い
る
イ
ザ
ナ
ミ
に
向
か
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
愛

し
き
我
が
な
に
妹
の
命
、
吾あ

れ

と
汝な
む
ちと
作
れ
る
国
、
未
だ
作
り
竟を
は

ら
ず
。
故か
れ

、

還か
へ

る
べ
し
」と
語
り
掛
け
る
と
、イ
ザ
ナ
ミ
は「
悔く
や

し
き
か
も
、速
く
来こ

ね
ば
、

吾
は
黄よ
も
つ泉
戸へ
ぐ
ひ喫
を
為し

つ
。
然し
か

れ
ど
も
、
愛
し
き
我
が
な
せ
の
命
の
入い

り
来き

坐ま

せ
る
事
、
恐か
し
こき
が
故ゆ
ゑ

に
、
還
ら
む
と
欲お
も

ふ
。
且し
ま
らく
黄
泉
神
と
相
あ
ひ
あ
げ
つ
ら
論
は
む
。
我

を
視み

る
こ
と
莫な
か

れ
」
と
応
え
た
。
や
が
て
、
待
ち
き
れ
な
く
な
っ
た
イ
ザ
ナ

キ
が
火
を
と
も
し
て
見
る
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
に
は
蛆
が
た
か
り
、「
八や

く
さ
の

雷い
か
づ
ちの
神
」
が
付
い
て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
イ
ザ
ナ
キ
は
逃
げ
出
す
が
、
イ

ザ
ナ
ミ
は
「
吾あ
れ

に
辱は
ぢ

を
見
し
め
つ
」
と
、
予よ

も

つ

し

こ

め

母
都
志
許
売
や
黄よ
も
つ
い
く
さ

泉
軍
に
あ
と

を
追
わ
せ
、
襲
わ
せ
る
。
黄よ
も
つ泉
ひ
ら
坂
の
坂
本
ま
で
逃
げ
て
来
た
イ
ザ
ナ
キ

は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
桃
の
実
を
取
り
、
追
っ
手
に
投
げ
つ
け
撃
退
し
た
。
最

後
に
イ
ザ
ナ
ミ
み
ず
か
ら
追
っ
て
来
た
た
め
、
イ
ザ
ナ
キ
は
「
千ち
び
き引
の
石い
は

」

で
黄
泉
ひ
ら
坂
を
塞
い
で
し
ま
う
。
そ
の
石
を
間
に
し
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
が

「
愛う
る
はし
き
我
が
な
せ
の
命
、
如か

く

せ
此
為
ば
、
汝
が
国
の
人ひ
と

草く
さ

を
、
一ひ
と
ひ日
に
千ち
か
し
ら頭

絞く
び

り
殺
さ
む
」
と
言
う
と
、
イ
ザ
ナ
キ
は
「
愛
し
き
我
が
な
に
妹
の
命
、
汝

然し
か

為せ

ば
、
吾
一
日
に
千ち

ひ

ほ
五
百
の
産う
ぶ
や屋
を
立
て
む
」
と
応
え
た
。

　
『
古
事
記
』神
話
に
お
い
て
、イ
ザ
ナ
ミ
の
こ
と
が
直
接
に
語
ら
れ
る
の
は
、

こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

　

次
に
、
こ
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
物
語
を
理
解
す
る
上
で
必
要
な
先

行
研
究
の
知
見
を
ま
と
め
て
お
く
。
記
紀
神
話
に
お
け
る
神
を
、「
祀
る
神
」

「
祀
る
と
と
も
に
祀
ら
れ
る
神
」「
単
に
祀
ら
れ
る
の
み
の
神
」「
祀
り
を
要

求
す
る
祟
り
の
神
」
に
分
類
し
た
の
が
和
辻
哲
郎
で
あ
っ
た
２
。
和
辻
の
そ

の
指
摘
を
踏
ま
え
、
佐
藤
正
英
は
、「
祀
り
の
対
象
」と
な
る「
祀
ら
れ
る
神
」

こ
そ
が
「
第
一
義
の
神
」
で
あ
り
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
を
初
め
神
代
神

話
に
登
場
す
る
神
々
は
、「
祀
り
を
行
う
ひ
と
び
と
」
で
あ
っ
て
、
み
ず
か

ら
が
祀
っ
て
い
る
神
の
名
を
負
っ
て
い
る
た
め
に
神
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
論

じ
た
３
。
従
う
べ
き
見
解
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
佐
藤
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
を

「
諸
物
を
産
む
神
を
代
表
す
る
存
在
」
と
規
定
し
、
同
時
に
ぞ
っ
と
す
る
ほ

ど
に
穢
く
け
が
ら
わ
し
い
「
醜
悪
さ
」
を
担
っ
て
い
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
は

人
間
に
と
っ
て
「
絶
対
他
物
」
で
あ
る
「
自
然
」
の
両
義
性
を
表
し
て
お
り
、

イ
ザ
ナ
ミ
を
外
部
の
黄
泉
国
に
追
い
や
る
こ
と
で
、
諸
物
を
産
み
出
す
力
も

絶
対
的
な
醜
悪
さ
も
と
も
に
相
対
化
さ
れ
、
な
だ
め
や
わ
ら
げ
ら
れ
た
も
の

と
な
っ
て
、
ひ
と
び
と
の
側
に
取
り
込
ま
れ
た
と
佐
藤
は
論
じ
て
い
る
４
。

そ
う
し
た
佐
藤
の
見
解
を
踏
ま
え
、『
古
事
記
』
神
代
神
話
を
「
生
む
」
原
理

と
「
知
ら
す
」
原
理
と
の
相
関
と
し
て
読
み
解
い
た
の
が
、
山
内
春
光
で
あ

る
。
山
内
に
よ
れ
ば
、「
事
物
が
生
成
す
る
と
い
う
事
態
」に
は
、「「
増
殖
」・

「
安
定
」と「
破
壊
」・「
危
機
」と
い
う
二
つ
の
方
向
性
が
備
わ
っ
て
」お
り
、

「
生
む
」
原
理
は
、
そ
う
し
た
「
根
源
的
生
成
力
」
を
「
強
大
な
も
の
と
し
て

保
持
し
、
こ
れ
を
発
揮
し
て
い
こ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
が
、「
そ
の
生

成
力
を
統
御
し
こ
れ
に
安
定
へ
の
方
向
性
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
の
秩
序

性
に
欠
け
」
て
い
る
た
め
、「
危
機
性
・
破
壊
性
」
を
も
同
時
に
合
わ
せ
持
つ
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こ
と
に
な
る
。
他
方
、「
知
ら
す
」
原
理
は
、「
そ
う
し
た
両
方
向
の
可
能
性

を
持
つ
生
々
の
事
態
に
、「
増
殖
」・「
安
定
」
と
い
う
方
向
性
を
与
え
て
い

こ
う
と
す
る
原
理
」で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
と
の
断
絶
に
よ
っ
て
、

「
生
む
」
原
理
と
「
知
ら
す
」
原
理
と
が
分
離
し
、
以
後
、
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
ア

マ
テ
ラ
ス
へ
と
引
き
継
が
れ
る
「
知
ら
す
」
原
理
は
、
生
成
力
を
統
御
し
て

安
定
や
秩
序
を
実
現
し
て
ゆ
く
が
、
根
源
的
生
成
力
に
お
い
て
は
弱
小
で
あ

り
、諸
物
を「
生
む
」こ
と
な
く
、「
成
ら
」し
め
る
の
み
に
留
ま
る
こ
と
と
な
っ

た
と
山
内
は
論
じ
て
い
る
５
。

　

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
解
釈
に
は
、
神
代
神
話
の
理
解
と
し
て
学
ぶ

べ
き
点
が
多
い
。
本
稿
は
、
し
か
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
を
「
生
む
」
存
在
と
し
て

規
定
す
る
佐
藤
や
山
内
の
解
釈
に
疑
義
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
別
れ
の
場
面
を
見
て
み
る
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
汝

が
国
の
人
草
を
、一
日
に
千
頭
絞
り
殺
さ
む
」と
呼
び
掛
け
、
イ
ザ
ナ
キ
が「
吾

一
日
に
千
五
百
の
産
屋
を
立
て
む
」
と
応
え
て
い
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
を「
生
む
」

存
在
と
見
る
解
釈
に
お
い
て
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
の
充
分
な
説
明
が
な

さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
言
う
の
も
こ
こ
で
は
、「
殺
す
」

と
い
う
「
危
機
性
」
な
い
し
「
破
壊
性
」
が
、
山
内
の
言
う
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ

ミ
の
担
う
「
生
む
」
原
理
に
内
在
し
つ
つ
イ
ザ
ナ
キ
の
担
う
「
知
ら
す
」
原
理

と
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
生
む
」立
場
に
い
る
の
は「
産

屋
を
立
て
む
」
と
言
う
イ
ザ
ナ
キ
の
側
で
あ
り
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
む
し
ろ
そ
れ

を
否
定
す
る
側
に
立
っ
て
「
殺
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
場

面
で
、
テ
キ
ス
ト
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
で
は
な
く
イ
ザ
ナ
キ
を
「
生
む
」
側
に
立

つ
者
と
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
ま
た
、「
諸
物
を
産
む
神
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
命
が
死
ん
で
以
来
、

初
源
的
な
意
味
に
お
い
て
諸
物
が
産
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
」
と
い
う

佐
藤
の
主
張
を
受
け
、山
内
は
、「
イ
ザ
ナ
ミ
と
断
絶
し
た
あ
と
の
イ
ザ
ナ
キ
」

お
よ
び
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、「
生
む
」
の
で
は
な
く
、「
成
ら
」
し
め
る
働
き
に

留
ま
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
と
し
て
は
、
い
く

ぶ
ん
勇
み
足
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
『
古
事
記
』
の
記
述
に

お
い
て
、
カ
グ
ツ
チ
ま
で
は
「
生
む
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
以

後
は
「
成
る
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
や
ス
サ
ノ
ヲ
も
イ
ザ
ナ

キ
が
目
や
鼻
を
洗
っ
た
と
き「
成
っ
た
」と
語
ら
れ
て
い
る
。し
か
し
同
時
に
、

イ
ザ
ナ
キ
み
ず
か
ら
「
吾
は
、
子
を
生
み
生
み
て
、
生
み
の
終
へ
に
三
は
し

ら
の
貴
き
子
を
得
た
り
」
と
述
べ
て
お
り
、「
生
む
」
働
き
と
は
異
な
る
こ
と

と
し
て
「
成
る
」
働
き
を
な
し
た
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
う
け
ひ
」
の
場
面
で
も
同
様
で
あ
る
。『
古
事

記
』
の
地
の
文
で
は
、「
う
け
ひ
」
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
神
を
「
成
れ
る
神
」

と
書
き
表
し
て
い
る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
ま
ず「
う
け
ひ
」
に
先
立
っ
て「
各

う
け
ひ
て
子
を
生
ま
む
」
と
呼
び
掛
け
、
そ
の
帰
結
と
し
て
「
我
が
心
清
く

明
き
が
故
に
、
我
が
生
め
る
子
は
、
手
弱
女
を
得
つ
」
と
宣
言
し
て
お
り
、

ア
マ
テ
ラ
ス
も「
後
に
生
め
る
五
柱
の
男
子
」「
先
づ
生
め
る
三
柱
の
女
子
」

と
呼
ん
で
い
る
。「
生
む
」
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
「
成
る
」
と
い
う
働
き

を
な
し
た
の
で
は
な
く
、「
成
る
」
と
い
う
様
態
に
お
い
て
「
生
む
」
働
き
が

継
承
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
翻
っ
て
見
れ
ば
、
神
々
を
「
生
む
」
と
い
う
働
き
は
、
イ
ザ
ナ

ミ
ひ
と
り
が
単
独
で
な
し
た
の
で
は
な
く
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
と
が
男

女
の
対
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、「
独
神
」

で
は
な
い
男
女
の
対
の
神
と
し
て
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
意
義
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
イ
ザ
ナ
キ
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
の
別
離
以
前

も
以
後
も
、
一
貫
し
て
「
生
む
」
こ
と
に
関
与
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
総
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じ
て
、「
生
む
」原
理
を
イ
ザ
ナ
ミ
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
、

イ
ザ
ナ
ミ
を
「
生
む
」
存
在
と
規
定
し
よ
う
と
す
る
解
釈
は
、「
生
む
」
行
為

を
女
の
な
す
こ
と
と
見
る
先
入
主
に
捉
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
か
り
に
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
別
離
以
前
と
以
後
と
を
分
け
る
に
し

て
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
「
生
む
」
働
き
か
ら
イ
ザ
ナ
キ
の
「
成
る
」
働
き
へ
と
転

じ
た
の
で
は
な
く
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
両
者
に
よ
る
「
生
む
」
働
き
か

ら
イ
ザ
ナ
キ
に
よ
る
「
成
る
」
働
き
を
以
っ
て
「
生
む
」
働
き
と
す
る
こ
と
へ

と
転
じ
た
の
だ
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
生
む
」
存
在
で
あ
る
と

見
做
さ
れ
て
き
た
が
、
む
し
ろ
イ
ザ
ナ
キ
の
方
が
一
貫
し
て
「
生
む
」
働
き

を
担
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
は
た
し
て
イ
ザ
ナ
ミ

は
何
を
担
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
が
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
、
従
来
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
生

む
」
働
き
と
は
異
な
る
意
義
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し

の
下
、
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
逆
に
ま

た
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
生
む
」
こ
と
の
位
置
付
け
も
、
新
た
な
視
点
か
ら

見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

二
．
な
ぜ
イ
ザ
ナ
ミ
は
先
に
「
あ
な
に
や
し
」
と
言
っ
て
し
ま
う
の
か

　

そ
れ
で
は
、
実
際
に
『
古
事
記
』
に
お
け
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
意
義
を
考
察
す

る
た
め
、「
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
」
の
場
面
か
ら
、
順
に
あ
ら
た
め
て
た
ど
っ

て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

と
も
に
「
お
の
ご
ろ
島
」
に
降
り
立
っ
た
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
、「
天

の
御
柱
」
を
廻
る
か
た
ち
で
、お
互
い
の
出
会
い
を
あ
ら
た
め
て
演
出
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
佐
藤
正
英
は
、「
天
の
御
柱
を
廻
る
の
は
、
本
来
、
祀
り

に
お
い
て
天
の
御
柱
に
依
り
つ
い
た
神
と
出
会
う
行
為
で
あ
っ
た
」
と
論
じ

て
い
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
先
に
「
あ
な
に

や
し
、
え
を
と
こ
を
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
最
初
の
「
国
生
み
」

は
失
敗
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
、「
女
の
先
づ
言
ひ
し
に
因
り
て
、良
く
あ
ら
ず
」

と
判
定
さ
れ
る
の
か
。
吉
田
真
樹
は
、
右
の
佐
藤
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
二
人

の
出
会
い
が
神
祀
り
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
先
言
す
る
の
は
神

で
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
「
神
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
す
る
イ

ザ
ナ
キ
」
が
先
に
言
う
べ
き
な
の
だ
と
論
じ
て
い
る
６
。
慧
眼
と
言
う
べ
き

指
摘
で
あ
り
、
従
い
た
い
。

　

だ
と
す
れ
ば
次
に
、
な
ぜ
イ
ザ
ナ
ミ
は
神
祀
り
の
型
を
逸
脱
し
て
先
に

言
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
吉
田

は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
天
つ
神
」に
よ
る「
尋
常
な
ら
ざ
る
命
令
」を
賜
わ
り
、

「
新
た
に
神
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
負
荷
を
も
ろ
に
受
け
た
」
イ
ザ
ナ

キ
に
、「
と
ま
ど
い
と
一
瞬
の
不
遜
」
が
生
じ
た
こ
と
が
「
祀
り
の
破
綻
を
も

た
ら
し
た
深
い
理
由
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。「
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ

ミ
の
中
心
」
は
あ
く
ま
で
も
イ
ザ
ナ
キ
で
あ
る
と
の
判
定
に
基
づ
く
解
釈
で

あ
る
。
し
か
し
、イ
ザ
ナ
ミ
が
先
に
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
、

イ
ザ
ナ
ミ
の
側
か
ら
考
察
す
る
視
点
を
排
除
し
、
イ
ザ
ナ
キ
の
側
か
ら
の
み

考
察
す
る
の
は
、
や
は
り
偏
っ
た
議
論
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
７
。
イ
ザ

ナ
ミ
に
は
イ
ザ
ナ
ミ
な
り
の
理
由
が
、
あ
る
い
は
『
古
事
記
』
と
い
う
テ
キ

ス
ト
に
は
イ
ザ
ナ
ミ
を
通
じ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
、
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

　

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
祀
り
と
し
て
の
「
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
」
が

十
全
に
執
り
行
わ
れ
る
と
き
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
ま
ず
「
成
り
成

り
て
成
り
合
は
ぬ
処
」
と
「
成
り
成
り
て
成
り
余
れ
る
処
」
を
持
つ
者
と
し
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て
互
い
を
見
出
し
、「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
め
を
」「
あ
な
に
や
し
、
え
を

と
こ
を
」
と
出
会
い
の
感
動
を
交
わ
し
て
、
子
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

に
は
、
己
れ
の
「
身
」
と
相
手
の
「
身
」
と
が
相
互
に
補
完
す
べ
き
も
の
と
し

て
「
成
」
っ
て
い
る
こ
と
の
不
思
議
さ
、
そ
う
し
た
男
女
と
い
う
対
存
在
と

し
て
相
手
と
己
れ
自
身
と
を
見
出
し
出
会
っ
た
こ
と
の
感
動
、
さ
ら
に
そ
の

出
会
い
に
よ
り
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
驚
き
等
々
が
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
語

ら
れ
て
い
る
。
男
女
の
性
や
生
殖
あ
る
い
は
生
命
の
神
秘
に
対
す
る
、
新
鮮

な
感
動
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
神
祀
り
が
男
女
の
性
交
渉
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
生
の
根
源
に
対
す
る
古
代
の
ひ
と

び
と
の
驚
き
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
８
。
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ

ミ
が
、「
独ひ
と
り
が
み神
」
の
隠
れ
た
あ
と
に
、
男
女
の
対
の
神
と
し
て
現
わ
れ
て
い

る
の
も
、
男
女
が
男
女
と
し
て
あ
る
こ
と
の
神
秘
が
感
受
さ
れ
て
い
る
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
９
。

　

だ
と
す
る
と
、
山
内
の
言
う
よ
う
に
、
根
源
の
生
成
力
を
「
生
む
」
原
理

と
し
て
捉
え
る
の
は
、や
は
り
片
手
落
ち
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
生
む
」

と
い
う
事
態
は
、
男
女
が
男
女
と
し
て
あ
る
こ
と
の
神
秘
の
、
帰
結
と
し
て

の
一
面
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
対
関
係
を
「
生

む
」
と
い
う
生
成
力
に
限
定
す
る
と
き
、
テ
キ
ス
ト
の
記
述
で
は
「
あ
な
に

や
し
、
え
を
と
め
を
」「
え
を
と
こ
を
」
と
語
ら
れ
た
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ

ナ
ミ
の
男
女
と
し
て
の
出
会
い
の
感
動
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
。
補
足
し
て

言
う
な
ら
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
名
は
、
諸
注
に
よ
っ
て
古
く
か
ら

説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
誘
う
」
こ
と
を
表
す
「
イ
ザ
」
と
男
女
の
別
を
表

す
「
キ
」「
ミ
」
と
を
、
助
詞
の
「
ナ
」
が
繋
い
で
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
男

女
が
誘
い
合
う
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
あ
な
に
や
し
」
と
い
う
出
会
い
の

感
動
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、「
生
む
」
と
い
う
帰
結
を
先
取
り
し
て
の
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
点
、
例
え
ば
、
原
初
の
神
の
現
わ
れ
を
伝
え
る
と
思
わ
れ
る
三
輪
山

説
話
に
お
い
て
、『
古
事
記
』
は
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
神
と
の
婚
姻
を
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

‥
‥
活い
く
た
ま
よ
り

玉
依
毘び

め売
、
其
の
容か
た
ち姿
端き
ら
ぎ
ら正
し
。
是こ
こ

に
、
壮を
と
こ夫
有
り
。
其
の

形か
た
ち姿
・
威よ
そ
ほ
ひ儀
、
時
に
比
た
ぐ
ひ

無
し
。
夜よ
な
か半
の
時
に
、
た
ち
ま忽
ち
に
到き

た来
り
ぬ
。

故か
れ

、
相あ
ひ

感め

で
て
、
共
に
婚あ

ひ
供
に
住
め
る
間
に
、
未
だ
幾い
く

ば
く
の
時
も

経
ぬ
に
、
其
の
美を
と
め人
、
妊は

ら身
み
き
。

爾し
か

く
し
て
、
父
母
、
其
の
妊
身
め
る
事
を
怪
し
び
て
、
其
の
女む
す
めを
問
ひ

て
曰い

ひ
し
く
、「
汝
は
、
自
お
の
づ
から
妊
め
り
。
夫を

無
き
に
、
何
の
由ゆ
ゑ

に
か
妊

身
め
る
」
と
い
ひ
き
。
答
へ
て
曰
ひ
し
く
、「
麗う
る
は美
し
き
壮
夫
有
り
。

其
の
姓か
ば
ね・
名
を
知
ら
ず
。
夕よ
ひ

毎ご
と

に
到
来
り
て
、
供
に
住
め
る
間
に
、

自お
の
づ
か然
ら
懐は

ら妊
め
り
」
と
い
ひ
き
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
美
し
い
男
女
と
し
て
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
イ
ク

タ
マ
ヨ
リ
ビ
メ
が
、
互
い
に
「
感
で
」、「
供
に
住
め
る
」
と
い
う
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
る
。
懐
妊
は
そ
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
で
初
め
て
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ビ
メ
の
両
親
が
気
付
く
の
で
あ
る
。
両
親
の
問

い
掛
け
に
対
す
る
答
え
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ビ
メ
が
な

し
て
い
た
の
は「
麗
美
し
き
壮
夫
」
と「
供
に
住
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

懐
妊
は
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
事
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
に
、
男
女
が
出
会
い
互
い
に
「
感
で
」、
子
を
生
む
に
い
た
る
と
い
う
感

動
の
総
体
が
、
原
初
の
理
念
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

根
源
的
に
不
可
思
議
な
事
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
、
男
女
の
出
会
い
か
ら
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子
生
み
に
至
る
ま
で
の
総
体
を
、こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、〈
男
女
の
対
存
在
〉

と
呼
ん
で
お
こ
う
。
佐
藤
や
山
内
が
強
調
す
る
〈
生
む
働
き
〉
は
、〈
男
女
の

対
存
在
〉が
持
つ
一
側
面
で
あ
る
。
で
は
、〈
男
女
の
対
存
在
〉が
持
つ
、〈
生

む
働
き
〉
に
収
め
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
別
の
側
面
は
、
何
と
呼
べ
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
。
右
に
見
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』の
語
る
三
輪
山
説
話
に
お
い
て
、

そ
れ
は
、
美
麗
な
男
女
と
し
て
の
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
と
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ビ
メ
と

が
、「
相あ
ひ

感め

で
」
る
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
、〈
生

む
働
き
〉
に
対
す
る
も
の
と
し
て
〈
恋
の
情
念
〉
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
誘
い

合
う
男
女
と
し
て
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
、
互
い
に「
え
を
と
め
」「
え

を
と
こ
」に
出
会
い
、「
あ
な
に
や
し
」と
心
動
か
さ
れ
る
の
も
、〈
恋
の
情
念
〉

ゆ
え
で
あ
る
。〈
男
女
の
対
存
在
〉
は
、
男
女
が
男
女
と
し
て
恋
を
し
、
結

び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
不
可
思
議
な
事
態
の
総
体
を

指
し
示
す
方
法
的
な
概
念
で
あ
る
。
理
念
的
に
は
、〈
恋
の
情
念
〉
と
〈
生
む

働
き
〉、そ
れ
ぞ
れ
が
十
全
に
そ
れ
と
し
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
男

女
の
対
存
在
〉
が
十
全
に
成
就
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
原
初
の
神
の
現
わ
れ

を
伝
え
る
三
輪
山
説
話
は
、〈
男
女
の
対
存
在
〉
の
原
初
の
理
念
を
語
り
伝

え
た
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

議
論
を
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
戻
す
こ
と
に
す
る
。「
是こ

の
た
だ
よ
へ
る
国
を

修つ
く
ろ理
ひ
固
め
成
せ
」
と
い
う
「
天
つ
神
」
の
命
令
に
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ

ミ
は
、
彼
ら
の
本
質
で
あ
る
〈
男
女
の
対
存
在
〉
と
い
う
在
り
よ
う
に
お
い

て
対
応
し
よ
う
と
し
た
。〈
男
女
の
対
存
在
〉
が
内
包
す
る
〈
生
む
働
き
〉
に

よ
っ
て
「
国
を
修
理
ひ
固
め
成
せ
」
と
い
う
命
令
に
応
え
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
最
初
の
国
生
み
は
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。「
天
つ
神
」
の

裁
定
に
依
れ
ば
「
女を
み
なの
先ま

づ
言
ひ
し
に
因よ

り
て
、
良
く
あ
ら
ず
」
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
イ
ザ
ナ
ミ
は
先
に
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う

問
題
を
イ
ザ
ナ
ミ
の
側
か
ら
考
え
る
と
い
う
の
が
、こ
こ
で
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　

右
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、〈
生
む
働
き
〉に
失
敗
が
生
じ
た
の
は
、

〈
生
む
働
き
〉
の
根
源
で
あ
る
〈
男
女
の
対
存
在
〉
が
、〈
生
む
働
き
〉
と
は
異

な
る
面
を
他
方
で
同
時
に
内
包
し
て
い
た
か
ら
だ
と
、
ま
ず
は
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
イ
ザ
ナ
ミ
に
内
在
し
て
言
え
ば
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
先
に
「
あ
な
に

や
し
、
え
を
と
こ
を
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、〈
生
む
働
き
〉
と
い
う
目

的
か
ら
は
み
出
る
よ
う
に
し
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
〈
恋
の
情
念
〉
が
噴
出
し
て

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
考
察
は
、
さ
ら
に
問
い

を
推
し
進
め
て
、
な
ぜ
イ
ザ
ナ
ミ
は
〈
恋
の
情
念
〉
を
噴
出
さ
せ
て
し
ま
っ

た
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

そ
の
答
え
は
、
問
い
が
こ
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
来
れ
ば
、
お
の
ず
と
そ

の
前
の
場
面
の
イ
ザ
ナ
キ
の
口
説
き
の
文
句
、「
此
の
吾あ

が
身
の
成
り
余
れ

る
処
を
以
て
、
汝
が
身
の
成
り
合
は
ぬ
処
を
刺
し
塞
ぎ
て
、
国く

に土
を
生
み
成

さ
む
と
以お

も為
ふ
。
生
む
は
、
奈い

か何
に
」
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
イ

ザ
ナ
ミ
が
〈
恋
の
情
念
〉
を
覚
え
ず
噴
出
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
、〈
男
女
の

対
存
在
〉
と
し
て
己
れ
の
対
た
る
べ
き
イ
ザ
ナ
キ
が
、「
生
む
は
、
奈
何
に
」

と
の
問
い
掛
け
の
言
葉
で
、
二
人
の
関
係
を
〈
生
む
働
き
〉
と
し
て
提
示
し

て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
の
こ
の
問
い
掛
け
に
対
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
自

身
、
と
も
に
「
国
を
修
理
ひ
固
め
成
せ
」
と
い
う
天
つ
神
の
命
令
を
受
け
て

お
り
、
さ
ら
に
ま
た
、〈
生
む
働
き
〉
が
〈
男
女
の
対
存
在
〉
の
一
側
面
で
あ

る
以
上
、「
然し

か

、
善
し
」
と
答
え
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
十
全
な
〈
男
女

の
対
存
在
〉
で
あ
ろ
う
と
す
る
イ
ザ
ナ
ミ
に
と
っ
て
、
こ
の
イ
ザ
ナ
キ
の
誘

い
の
言
葉
は
、
も
う
一
方
の
〈
恋
の
情
念
〉
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
と

し
て
意
識
さ
れ
た
。
そ
の
不
安
や
危
機
意
識
が
、「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と

こ
を
」
の
先
言
へ
と
イ
ザ
ナ
ミ
を
駆
り
立
て
た
の
で
あ
る
。
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先
に
、〈
男
女
の
対
存
在
〉
に
つ
い
て
整
理
し
た
際
、
男
女
が
誘
い
合
う

の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
あ
な
に
や
し
」
と
い
う
出
会
い
の
感
動
に
お
い
て

で
あ
っ
て
、「
生
む
」
と
い
う
帰
結
を
先
取
り
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
、
と

述
べ
た
。
こ
の
議
論
は
あ
く
ま
で
も
、〈
男
女
の
対
存
在
〉
の
理
念
型
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
古
事
記
』
の
記
述
上
、
実
際
に
は
、
イ
ザ

ナ
キ
は
「
生
む
」
こ
と
を
誘
い
掛
け
て
い
る
10

。
こ
の
こ
と
は
、『
古
事
記
』

の
神
代
神
話
が
、〈
男
女
の
対
存
在
〉
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
て
語
ろ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
も
し
か
り
に
、〈
男
女

の
対
存
在
〉
の
原
初
の
理
念
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
の

口
説
き
の
文
句
は
、「
此
の
吾
が
身
の
成
り
余
れ
る
処
を
以
て
、
汝
が
身
の

成
り
合
は
ぬ
処
を
刺
し
塞
が
む
と
以
為
ふ
。
奈
何
に
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
男
女
と
し
て
互
い
の
身
が
補
い
合
う
べ
く
「
成
」
っ
て
い
る
こ
と
を
見

出
し
、
そ
れ
を
実
践
し
て
み
よ
う
と
い
う
口
説
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し

て
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
、
原
初
の
喜
び
と
驚
き
と
が
存
在
す
る
で
あ
ろ

う
。
先
に
見
た
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ビ
メ
の
「
供
に
住
め
る
間
に
、
自
然
ら
懐
妊

め
り
」
と
い
う
驚
き
が
、
原
初
の
感
動
の
消
息
を
伝
え
て
い
る
。

　

し
か
し
イ
ザ
ナ
キ
は
、「
国
土
を
生
み
成
さ
む
と
以
為
ふ
。
生
む
は
、
奈

何
に
」
と
、「
生
む
」
と
い
う
帰
結
を
先
取
り
し
て
、
口
説
き
を
な
し
た
。
帰

結
が
先
取
り
さ
れ
た
時
点
で
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
「
み
と
の
ま

ぐ
は
ひ
」
は
反
復
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
原
初
の
一
回
的
な
感
動
が
撥
無
さ

れ
て
し
ま
う
。「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を
」
と
先
に
口
走
っ
て
し
ま
う

イ
ザ
ナ
ミ
の
不
安
は
、
そ
こ
に
起
因
し
て
い
る
。
イ
ザ
ナ
キ
が
そ
の
よ
う
に

「
生
む
」
働
き
を
前
面
に
し
て
口
説
き
の
言
葉
を
掛
け
た
の
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
天
つ
神
か
ら
「
国
を
修
理
ひ
固
め
成
せ
」
と
い
う
命
令
を
受
け
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
古
事
記
』
の
第
一
主
題
は
あ
く
ま
で
も
国
の
成
立

の
方
に
あ
り
、〈
男
女
の
対
存
在
〉
は
そ
れ
に
付
随
す
る
第
二
主
題
に
位
置

付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
総
じ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
、〈
男
女
の
対
存
在
〉
で
あ

り
か
つ
、
天
つ
神
の
命
令
に
よ
り
「
国
を
修
理
ひ
固
め
成
」
す
と
い
う
二
重

の
意
義
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
物
語

は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
が
国
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
と
、
男
女
が
男

女
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
の
、
緊
張
を
孕
ん
だ
物
語
と
し
て
語
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
が
国
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
男
女
が
〈
生
む

働
き
〉
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、〈
男
女
の
対
存
在
〉
が
持
つ
も
う
一

方
の
〈
恋
の
情
念
〉
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
そ
ぐ
う
も
の
で
は
な
く
、
時
に

そ
こ
か
ら
は
み
出
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、テ
キ
ス
ト
の
記
述
に
お
い
て
は
、

〈
男
女
の
対
存
在
〉
と
し
て
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
内
、
国
の
成
立
の

た
め
に〈
生
む
働
き
〉を
主
要
に
担
う
の
が
イ
ザ
ナ
キ
で
あ
り
、〈
恋
の
情
念
〉

を
担
う
の
が
イ
ザ
ナ
ミ
な
の
で
あ
っ
た
。

三
．
な
ぜ
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
殺
す
」
と
言
う
の
か

　

前
節
に
お
け
る
考
察
で
、『
古
事
記
』の
主
要
な
主
題
は
国
の
成
立
に
あ
り
、

〈
男
女
の
対
存
在
〉
で
あ
る
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
、〈
生
む
働
き
〉
に
お

い
て
そ
れ
に
参
与
し
つ
つ
、〈
恋
の
情
念
〉
に
お
い
て
そ
こ
か
ら
は
み
出
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
主
要
に
は
イ
ザ
ナ

キ
が
〈
生
む
働
き
〉
を
担
い
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
〈
恋
の
情
念
〉
を
担
う
こ
と
に
な

る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
下
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
物
語
を
最
後
ま
で
た

ど
っ
て
み
よ
う
。

　
「
天
つ
神
」
に
よ
り
「
女
の
先
づ
言
ひ
し
に
因
り
て
、
良
く
あ
ら
ず
」
と
い

う
判
定
を
受
け
た
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
と
も
か
く
も
国
生
み
を
や
り



8　

直
し
、
多
く
の
国
や
神
を
生
ん
で
ゆ
く
。
過
剰
な
〈
恋
の
情
念
〉
は
い
っ
た

ん
抑
制
さ
れ
、〈
生
む
働
き
〉
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

イ
ザ
ナ
ミ
が
カ
グ
ツ
チ
を
生
ん
で
「
神
避
」
っ
た
と
き
、
イ
ザ
ナ
キ
は
「
愛
う
つ
く

し
き
我あ

が
な
に
妹も

の
命み
こ
とや
、子
の
一
つ
木
に
易か
は

ら
む
と
謂い

ふ
や
」と
泣
い
て
、

カ
グ
ツ
チ
の
頸
を
斬
り
落
と
し
た
。
イ
ザ
ナ
ミ
を
失
う
こ
と
で
、
イ
ザ
ナ
キ

は
、「
子
の
一
つ
木
」
に
代
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
愛
し
き
我
が
な
に
妹
の

命
」
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
イ
ザ
ナ
ミ
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
相
手
を
他

の
何
物
に
も
代
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
代
替
不
能
な
存
在
と
捉
え
る
の
は
、

〈
恋
の
情
念
〉
の
な
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
生
み
出
さ
れ
た
子
を

斬
り
捨
て
る
と
い
う
の
は
、
己
れ
の
担
う
〈
生
む
働
き
〉
を
み
ず
か
ら
否
定

す
る
こ
と
で
あ
る
。〈
男
女
の
対
存
在
〉
と
し
て
イ
ザ
ナ
ミ
と
と
も
に
国
生

み
を
続
け
て
き
た
イ
ザ
ナ
キ
は
、
こ
こ
で
は
、〈
生
む
働
き
〉
よ
り
も
〈
恋
の

情
念
〉
に
従
い
、
振
る
舞
っ
て
い
る
。
黄
泉
国
に
往
く
の
も
、「
其
の
妹い

も

伊い

ざ

な
耶
那
美み
の

命み
こ
とを
相
見
む
」
と
い
う
〈
恋
の
情
念
〉
を
主
要
な
動
因
と
し
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
し
か
し
、
黄
泉
国
の
殿
の
内
に
い
る
イ

ザ
ナ
ミ
に
対
し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
実
際
に
発
し
た
言
葉
は
、「
み
と
の
ま
ぐ

は
ひ
」
の
場
面
と
同
様
に
、「
愛
し
き
我
が
な
に
妹
の
命
、
吾
と
汝
と
作
れ

る
国
、
未い

ま

だ
作
り
竟を
は

ら
ず
。
故か
れ

、
還か
へ

る
べ
し
」
で
あ
っ
た
。〈
恋
の
情
念
〉
を

主
要
な
動
因
と
し
つ
つ
も
、
イ
ザ
ナ
キ
自
身
に
お
い
て
は
直
接
そ
れ
が
意
識

さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
愛
し
き
我
が
な
に
妹
の
命
」と
い
う〈
恋
の
情
念
〉と
、

「
吾
と
汝
と
作
れ
る
国
、
未
だ
作
り
竟
ら
ず
」
と
い
う
〈
生
む
働
き
〉
と
が
渾

然
と
し
た
ま
ま
、
か
つ
て
の
〈
男
女
の
対
存
在
〉
と
し
て
イ
ザ
ナ
ミ
に
相
対

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ザ
ナ
キ
の
呼
び
掛
け
に
対
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
悔
し
き
か
も
、
速
く
来こ

ね
ば
、
吾
は
黄よ
も
つ泉
戸へ
ぐ
ひ喫
を
為し

つ
。
然
れ
ど
も
、
愛う
る
はし
き
我
が
な
せ
の
命
の
入

り
来
坐ま

せ
る
事
、
恐か
し
こき
が
故
に
、
還
ら
む
と
欲
ふ
。
且し
ま
らく
黄
泉
神
と
相
あ
ひ
あ
げ
つ
ら
論
は

む
。
我
を
視
る
こ
と
莫な
か

れ
」
と
応
え
た
。「
悔
し
」
は
「
自
分
の
し
て
し
ま
っ

た
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
く
や
む
気
持
ち
」11
を

表
す
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
「（
イ
ザ
ナ
キ
が
）
速
く
来
ね
ば
」
に
対
し

て
で
は
な
く
、「
吾
は
黄
泉
戸
喫
を
為
つ
」
に
対
し
て
の
詠
嘆
で
あ
る
。
共

食
が
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
の
儀
礼
の
意
義
を
持
つ
こ

と
は
、
文
化
人
類
学
な
ど
で
も
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
も
や
は
り
「
黄
泉
戸
喫
」
は
「
黄
泉
国
」
の
一
員
と
な
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
よ
う
。
そ
れ
を
己
れ
み
ず
か
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
悔
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

イ
ザ
ナ
ミ
が「
黄
泉
戸
喫
」を
し
て
、
み
ず
か
ら「
黄
泉
国
」の
住
人
と
な
っ

た
の
は
、
カ
グ
ツ
チ
を
生
ん
で
「
神
避
」
っ
た
以
上
、
葦
原
中
国
に
戻
り
、

イ
ザ
ナ
キ
と
の
〈
男
女
の
対
存
在
〉
を
回
復
す
る
こ
と
が
、
も
は
や
あ
り
得

な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
再
び
イ
ザ
ナ
キ
と
会
え
る
と
も
思
っ
て

い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
イ
ザ
ナ
キ
は
来
て
く
れ
た
。「
然

れ
ど
も
、
愛
し
き
我
が
な
せ
の
命
の
入
り
来
坐
せ
る
事
、
恐
き
が
故
に
、
還

ら
む
と
欲
ふ
」と
の
イ
ザ
ナ
ミ
の
言
葉
に
は
、意
想
外
の
驚
き
と
喜
び
と
が
、

余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
イ
ザ
ナ
キ
が
来
て
く
れ
た
こ
と
の
喜

び
と
、「
黄
泉
戸
喫
」
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
後
悔
と
は
、
イ
ザ
ナ
ミ

の
心
情
に
お
い
て
表
裏
を
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
解
釈
上
あ
え
て
強
調
す

る
な
ら
ば
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
こ
こ
で
、「
還
ら
む
と
欲
ふ
」
こ
と
の
理
由
を
、

イ
ザ
ナ
キ
の
言
う
よ
う
に
、
国
作
り
が
終
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
は
言
っ

て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
愛
し
き
我
が
な
せ
の
命
の
入
り
来
坐
せ
る
事
」

が
「
恐
き
」
こ
と
だ
か
ら
帰
り
た
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。〈
生
む
働
き
〉
で

は
な
く
、〈
恋
の
情
念
〉
を
主
要
な
動
因
と
し
て
、「
還
ら
む
と
欲
ふ
」
と
応
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え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

す
で
に
カ
グ
ツ
チ
を
生
ん
で
「
神
避
」
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
は
、〈
生
む
働
き
〉

を
な
し
得
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
、
イ
ザ
ナ
キ
と
の
〈
男
女
の
対
存
在
〉
を
断
念

し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
が
来
て
く
れ
た
こ
と
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ

の
私
に
会
い
に
来
て
く
れ
た
こ
と
と
し
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
〈
恋
の
情
念
〉
を

強
く
喚
起
す
る
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
そ
う
し
て
、確
か
に
イ
ザ
ナ
キ
は
、

「
其
の
妹
伊
耶
那
美
命
を
相
見
む
」
と
黄
泉
国
ま
で
追
っ
て
来
た
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
己
れ
を
突
き
動
か
す
〈
恋
の
情
念
〉
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
か

つ
て
の
〈
男
女
の
対
存
在
〉
を
そ
の
ま
ま
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い

は
回
復
し
得
る
と
思
っ
て
い
る
イ
ザ
ナ
キ
と
、己
れ
の〈
生
む
働
き
〉に
躓
き
、

〈
恋
の
情
念
〉
を
強
く
喚
起
さ
れ
て
い
る
イ
ザ
ナ
ミ
と
の
間
に
は
、
当
の
二

人
も
気
付
く
こ
と
の
な
い
す
れ
違
い
が
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ザ
ナ
ミ
は
、「
且
く
黄
泉
神
と
相
論
は
む
。
我
を
視
る
こ
と
莫
れ
」
と

イ
ザ
ナ
キ
に
禁
を
課
す
。
な
ぜ
、見
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。『
古
事
記
』

神
代
神
話
に
は
、
女
が
男
に
「
見
る
な
」
の
禁
を
課
す
類
話
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
ホ
ヲ
リ
と
結
婚
し
た
海
の
神
の
娘
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
が
出
産
す
る
場
面

で
あ
る
。

爾し
か

く
し
て
、
方ま
さ

に
産
ま
む
と
す
る
時
に
、
其
の
日ひ

こ子
に
白ま
を

し
て
言
ひ
し

く
、「
凡お
ほ
よそ
他あ
た

し
国く
に

の
人
は
、
産
む
時
に
臨
み
て
、
本も
と

つ
国
の
形か
た
ちを
以も
ち

て
産う生
む
ぞ
。
故か
れ

、
妾あ
れ

、
今い
ま

本
の
身
を
以
て
産
ま
む
と
為す

。
願ね
が

ふ
、
妾

を
見
る
こ
と
勿な
か

れ
」
と
い
ひ
き
。
是こ
こ

に
、
其
の
言こ
と

を
奇あ
や

し
と
思
ひ
て
、

窃ひ
そ

か
に
其
の
方ま
さ

に
産
ま
む
と
す
る
を
伺う
か
がへ
ば
、
八や
ひ
ろ尋
わ
に
と
化な

り
て
、

匍は
ら
ば匐
ひ
委も
ご
よ

ひ
き
。
即
ち
見
驚
き
畏か
し
こみ
て
、遁
げ
退そ

き
き
。
爾
く
し
て
、

其
の
伺
ひ
見
る
事
を
知
り
て
、
心
こ
こ
ろ
は
ず
か
恥
し
と
以お

も為
ひ
て
‥
‥

こ
こ
で
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
は
、出
産
の
際
、「
本
つ
国
の
形
」「
本
の
身
」に
な
っ

て
生
む
こ
と
に
な
る
か
ら
見
な
い
で
く
れ
、
と
ホ
ヲ
リ
に
願
い
出
て
い
る
。

「
八
尋
わ
に
」
と
し
て
の
己
れ
の
姿
を
、
ホ
ヲ
リ
に
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
禁
を
破
っ
て
そ
の
姿
を
見
て
し
ま
っ
た
ホ
ヲ
リ
は
「
見
驚
き
畏

み
て
、
遁
げ
退
き
」、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
は
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を「
恥
し
」

と
思
う
の
で
あ
る
。

　

ホ
ヲ
リ
の
父
で
あ
る
ニ
ニ
ギ
の
婚
姻
に
お
い
て
も
、
い
く
ぶ
ん
重
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。ニ
ニ
ギ
が「
麗う
る
はし
き
美を
と
め人
」コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
を
見
初
め
、

婚
姻
を
申
し
出
る
と
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
父
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
は
姉
の

イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
を
添
え
て
送
り
出
し
た
。
ニ
ニ
ギ
は
「
其
の
姉
は
、
甚い

と

凶み
に
く醜

き
に
因よ

り
て
、
見
畏
み
て
返
し
送
り
、
唯た
だ

に
其
の
弟お
と

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の

み
を
留
め
て
、
一ひ
と
よ宿
、
婚あ
ひ

を
為し

き
」
と
い
う
対
応
を
し
た
と
さ
れ
る
。
男
が

醜
い
女
を
「
見
畏
み
」
拒
絶
す
る
と
い
う
点
で
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
・
ホ
ヲ
リ
、

お
よ
び
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
物
語
と
通
じ
て
い
よ
う
。

　

だ
と
す
れ
ば
や
は
り
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
我
を
視
る
こ
と
莫
れ
」
と
言
っ
た

の
は
、
蛆
が
た
か
り
「
八
く
さ
の
雷
」
が
取
り
付
い
た
己
れ
の
醜
い
姿
を
イ

ザ
ナ
キ
に
見
せ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
思
い
が
け
ず
こ
の

私
を
求
め
て
イ
ザ
ナ
キ
が
来
訪
し
、イ
ザ
ナ
ミ
は〈
恋
の
情
念
〉を
喚
起
さ
れ
、

「
還
ら
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
願
望
を
抱
い
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
醜
い
黄
泉

国
の
姿
の
ま
ま
で
は
、
葦
原
中
国
に
帰
る
こ
と
も
、
イ
ザ
ナ
キ
に
会
う
こ
と

も
で
き
な
い
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
黄
泉
神
と
相
論
は
」
ね
ば
な
ら
な
い
。
は
た

し
て
そ
れ
は
、
話
し
合
っ
て
ど
う
に
か
な
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、最
初
か
ら
叶
う
こ
と
の
な
い
儚
い
願
い
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
黄
泉
国
ま
で
追
っ
て
来
て
、「
愛
し
き
我
が
な
に
妹
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の
命
」
と
呼
び
掛
け
、「
還
る
べ
し
」
と
誘
う
イ
ザ
ナ
キ
は
、
あ
ら
ず
も
が
な

の
罪
作
り
な
態
度
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
イ
ザ
ナ
キ
を
突
き
動
か
し
た
の
は
、
イ
ザ
ナ
キ
自
身
も
無
自

覚
な
〈
恋
の
情
念
〉
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
イ
ザ
ナ
ミ
は

心
動
か
さ
れ
、〈
恋
の
情
念
〉
で
応
え
よ
う
と
、
儚
い
願
い
を
抱
い
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
も
し
イ
ザ
ナ
キ
が
ど
こ
ま
で
も
イ
ザ
ナ
ミ
の
言
葉
に
従
っ

て
待
ち
続
け
た
ら
、
と
も
に
葦
原
中
国
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
、
と
問
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
無
益
で
あ
ろ
う
。
仮
定
の
別
ス
ト
ー
リ
ー

を
想
定
す
る
こ
と
が
無
益
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
己

れ
を
突
き
動
か
す
〈
恋
の
情
念
〉
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
か
つ
て
の
〈
男
女
の

対
存
在
〉
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
イ
ザ
ナ
キ
に
は
、
己
れ
の
醜
い
姿
を
見
せ

た
く
な
い
と
い
う
イ
ザ
ナ
ミ
の
〈
恋
の
情
念
〉
の
緊
張
度
が
理
解
し
得
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
互
い
に
気
付
か
ぬ
ま
ま
両
者
の
間
に

す
れ
違
い
が
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
禁
を
犯
し
て
覗
き
見
る
と
い
う

イ
ザ
ナ
キ
の
行
動
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
必
至
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
イ
ザ
ナ
キ

は
イ
ザ
ナ
ミ
の
醜
い
姿
を
「
見み

畏か
し
こ」
ん
で
逃
げ
出
し
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
「
吾あ
れ

に

辱は
ぢ

を
見
し
め
つ
」と
怒
り
、
ま
た
悲
し
む
。
イ
ザ
ナ
ミ
の
感
受
し
た
「
辱
」は
、

イ
ザ
ナ
キ
の
来
訪
に
よ
っ
て
い
や
が
上
に
も
昂
ぶ
っ
た
〈
恋
の
情
念
〉
を
、

当
の
イ
ザ
ナ
キ
自
身
の
逃
亡
に
よ
っ
て
反
転
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
生

じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

イ
ザ
ナ
キ
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
遣
わ
す
黄
泉
国
の
追
っ
手
か
ら
逃
げ
続
け
、

桃
の
実
を
投
げ
て
撃
退
す
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
の
逃
走
は
、イ
ザ
ナ
キ
が〈
恋

の
情
念
〉
か
ら
撤
退
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
追
っ
手
を
撃
退
し
た

桃
の
実
に
向
か
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
汝
、
吾
を
助
け
し
が
如
く
、
葦あ
し
は
ら
の
な
か
つ

原
中

国く
に

に
所あ
ら
ゆ有
る
、
う
つ
し
き
青あ
を
ひ
と人
草く
さ

の
、
苦
し
き
瀬
に
落
ち
て
患う
れ

へ
惚な
や

む
時
に
、

助
く
べ
し
」
と
口
に
す
る
の
は
、
文
脈
上
い
く
ぶ
ん
唐
突
で
あ
る
よ
う
に
も

見
え
る
が
、か
つ
て
己
れ
を
突
き
動
か
し
た〈
恋
の
情
念
〉を
捨
て
去
っ
た
今
、

葦
原
中
国
の
統
治
者
で
あ
る
こ
と
の
み
が
イ
ザ
ナ
キ
の
自
己
を
支
え
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
イ
ザ
ナ
ミ
自
身
が
追
っ
て
来
て
、
イ
ザ
ナ
キ
の
置
い
た
「
千ち
び
き引
の

石い
は

」
を
は
さ
ん
で
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
交
わ
す
。

「
愛う
る
はし
き
我
が
な
せ
の
命み
こ
と、
如か

く

せ
此
為
ば
、
汝
が
国
の
人ひ
と

草く
さ

を
、
一ひ
と
ひ日
に

千ち
か
し
ら頭
絞く
び

り
殺
さ
む
」

「
愛
し
き
我
が
な
に
妹も

の
命
、
汝
然し
か

為せ

ば
、
吾
一
日
に
千ち

ひ

ほ
五
百
の
産う
ぶ
や屋

を
立
て
む
」

イ
ザ
ナ
ミ
の
言
葉
に
あ
る
「
如
此
為
ば
」
は
、
禁
を
破
っ
て
イ
ザ
ナ
ミ
の
醜

い
姿
を
見
た
と
こ
ろ
か
ら
、
逃
げ
出
し
て
「
千
引
の
石
」
を
置
く
に
至
る
ま

で
の
イ
ザ
ナ
キ
の
行
動
全
体
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ザ
ナ
ミ
に

と
っ
て
そ
れ
は
、己
れ
の〈
恋
の
情
念
〉を
裏
切
り
、踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
っ

た
。「
汝
が
国
の
人
草
を
、
一
日
に
千
頭
絞
り
殺
さ
む
」
と
い
う
脅
し
は
、

そ
の
怒
り
や
悲
し
み
を
イ
ザ
ナ
キ
に
ぶ
つ
け
よ
う
と
し
た
、
な
り
ふ
り
か
ま

わ
ぬ
あ
が
き
の
言
葉
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
と
と
も
に
生
み
作
っ
て
き
た
国
を

「
汝
が
国
」
と
呼
ぶ
の
も
、
イ
ザ
ナ
キ
と
の
関
係
を
突
き
放
そ
う
と
あ
が
い

て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。「
愛
し
き
我
が
な
せ
の
命
」
と
呼
び
掛
け

る
の
は
、
イ
ザ
ナ
キ
へ
の
〈
恋
の
情
念
〉
こ
そ
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
心
の
傷
を

生
み
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。〈
恋
の
情
念
〉
が
そ
も
そ
も
な
い
の
で
あ

れ
ば
、「
絞
り
殺
さ
む
」と
い
う
怒
り
や
憎
し
み
も
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

　

イ
ザ
ナ
ミ
の
言
葉
に
、
イ
ザ
ナ
キ
も
「
愛
し
き
我
が
な
に
妹
の
命
」
と
応
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ず
る
。
イ
ザ
ナ
キ
の
側
か
ら
す
れ
ば
、「
吾
と
汝
と
作
れ
る
国
」を「
汝
が
国
」

と
呼
び
、「
絞
り
殺
さ
む
」
と
宣
告
す
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
態
度
は
、
こ
れ
ま
で

と
も
に
培
っ
て
き
た
〈
男
女
の
対
存
在
〉
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
互
い

の
関
係
を
壊
す
の
は
イ
ザ
ナ
ミ
な
の
で
あ
っ
て
、
己
れ
自
身
は
〈
男
女
の
対

関
係
〉
を
回
復
す
べ
く
黄
泉
国
ま
で
追
っ
て
行
っ
た
し
、
今
な
お
「
愛
し
き

我
が
な
に
妹
の
命
」
と
の
思
い
を
捨
て
て
い
な
い
。「
一
日
に
千
五
百
の
産

屋
を
立
て
」、「
吾
と
汝
と
作
れ
る
国
」
を
こ
れ
か
ら
も
守
り
、
維
持
し
て
ゆ

こ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

イ
ザ
ナ
キ
は
、
己
れ
自
身
が
〈
恋
の
情
念
〉
に
突
き
動
か
さ
れ
黄
泉
国
ま

で
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ
て
行
っ
た
こ
と
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
で

〈
恋
の
情
念
〉
か
ら
撤
退
し
た
こ
と
も
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
己
れ
の
一
連

の
言
動
こ
そ
が
イ
ザ
ナ
ミ
の
〈
恋
の
情
念
〉
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
も
、
お
そ
ら
く
無
自
覚
な
ま
ま
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
テ

キ
ス
ト
の
理
路
を
た
ど
る
上
で
肝
要
な
の
は
、「
一
日
に
千
五
百
の
産
屋
を

立
て
む
」
と
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
が
〈
生
む
働
き
〉
の
側
に
身
を

置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。〈
男
女
の
対
存
在
〉
と
し
て
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ

ザ
ナ
ミ
は
、
最
終
的
に
、〈
生
む
働
き
〉
を
担
う
イ
ザ
ナ
キ
と
、〈
恋
の
情
念
〉

を
担
う
イ
ザ
ナ
ミ
と
に
相
別
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
一
節
で
、
イ
ザ
ナ
ミ
を「
生
む
」
存
在
だ
と
見
る
と
き
、
イ
ザ
ナ
キ
が「
生

む
」
側
の
立
場
か
ら
「
吾
一
日
に
千
五
百
の
産
屋
を
立
て
む
」
と
言
い
、
イ

ザ
ナ
ミ
が
「
生
む
」
こ
と
を
否
定
し
て
「
汝
が
国
の
人
草
を
、
一
日
に
千
頭

絞
り
殺
さ
む
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
十
分
に
解
釈
さ
れ
な
い
と
指

摘
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、〈
生
む
働
き
〉
を
主

要
に
担
う
の
は
イ
ザ
ナ
キ
で
あ
り
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
〈
恋
の
情
念
〉
を
担
う
存

在
で
あ
る
と
論
じ
て
来
た
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
る
と
き
、
な
ぜ
〈
恋
の

情
念
〉
が
「
殺
す
」
と
い
う
か
た
ち
を
取
る
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、「
殺
す
」
と
い
う
脅
し
が
脅
し
と
し

て
成
立
す
る
の
は
、
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
を
二
度
と
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
容
易
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
も

の
に
対
し
て
は
、「
殺
す
」
と
い
う
脅
し
は
成
立
し
な
い
し
、
そ
も
そ
も
「
殺

す
」
な
い
し「
死
ぬ
」
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

〈
恋
の
情
念
〉が「
殺
す
」と
い
う
脅
し
と
連
動
す
る
の
は
、先
に
見
た
よ
う
に
、

〈
恋
の
情
念
〉
が
対
象
の
代
替
不
能
性
を
前
提
と
し
て
含
み
持
つ
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
ど
こ
ま
で
も
対
象
を
代
替
不
能
性
に
お
い

て
捉
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
〈
恋
の
情
念
〉
を
担
い
、
ま
た
「
死
」
に
関
わ
る

存
在
と
も
な
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
が
担
う
こ
と
に
な
る
葦
原
中
国
は
、
ひ
と
り
ひ

と
り
の
代
替
不
能
性
を
そ
の
本
質
と
は
し
て
い
な
い
12

。
千
人
死
ん
で
も

千
五
百
人
生
ま
れ
れ
ば
維
持
発
展
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
と
し
て
、
以
後
、
葦

原
中
国
は
存
立
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、

ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
死
」
は
、
根
源
的
な
問
題
と
は
な
ら
な
い
、
な
い
し
問

題
に
は
し
な
い
。
そ
れ
が
、
国
が
国
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

こ
に
「
人
草
」
が
「
人
草
」
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

イ
ザ
ナ
ミ
と
別
れ
た
あ
と
、
イ
ザ
ナ
キ
は
〈
生
む
働
き
〉
を
己
れ
の
立
場

と
し
て
、
葦
原
中
国
の
統
治
者
と
な
り
、
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え

れ
ば
イ
ザ
ナ
キ
は
、
山
内
春
光
の
い
わ
ゆ
る
「
知
ら
す
原
理
」
を
担
う
者
と

し
て
、
生
き
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
が
日
本
国
の
成
立
を
語
る
テ
キ
ス
ト
だ
と
す
れ
ば
、
イ
ザ
ナ

キ
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
と
引
き
継
が
れ
、
さ
ら
に
ニ
ニ
ギ
か
ら
神
武
天
皇
へ
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と
持
ち
越
さ
れ
る
「
知
ら
す
」
原
理
こ
そ
が
、
テ
キ
ス
ト
全
体
を
貫
く
主
要

な
テ
ー
マ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
古
事
記
』の
上
巻
に
当
た
る
神
代
神
話
は
、

そ
の
「
知
ら
す
」
原
理
の
中
核
を
な
す
〈
生
む
働
き
〉
の
起
源
を
語
る
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
生
む
働
き
〉の
根
源
は〈
男
女
の
対
存
在
〉で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
〈
恋
の
情
念
〉
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で
、〈
生
む
働
き
〉
は
そ
れ
と

し
て
取
り
出
さ
れ
、「
知
ら
す
」
原
理
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
『
古
事
記
』
は
、
本
来
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
知
ら
す
」
原
理
の
成
立

に
向
け
て
、
直
線
的
に
語
り
を
進
め
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
同
時
に
切
り
捨

て
た
も
の
へ
も
目
を
向
け
、
語
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
複
層
的
な
語
り
口

に
こ
そ
、『
古
事
記
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
魅
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
の
、
特
に
本
文
の
叙
述
と
比
べ
る

と
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
巻
一
で
は
、
第
四
段
の
本
文

で
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
が
語
ら
れ
る
が
、
続
く
第
五
段
の
本
文

で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
吾わ

れ

已す
で

に
大お
ほ
や
し
ま
く
に

八
州
国
と
山
川
草
木
と
を
生

め
り
。
何い
か
にぞ
天あ
め
の
し
た下の
主
き
み
た
る
も
の
者
を
生
ま
ざ
ら
む
」
と
言
っ
て
、「
大お
ほ
ひ
る
め
の
む
ち

日
孁
貴
」（
ア

マ
テ
ラ
ス
）
を
生
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り
13

、
イ
ザ
ナ
ミ
の
「
神
避
り
」
や
イ

ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
探
訪
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
な
い
14

。
イ
ザ
ナ
ミ
が
イ
ザ
ナ

キ
に
従
属
し
た
存
在
と
し
て
特
に
独
立
し
た
役
割
を
担
う
こ
と
も
な
い
ま

ま
、「
天
下
の
主
者
」
と
な
る
べ
き
ア
マ
テ
ラ
ス
が
生
み
出
さ
れ
、
日
本
国

の
成
立
に
向
け
て
叙
述
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の

本
文
が
日
本
国
の
成
立
を
主
題
と
し
て
語
り
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
る
叙
述
を

「
一
書
」
と
し
て
別
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
古
事
記
』
は
日
本
国
の
成
立

と
そ
こ
か
ら
は
み
出
る
も
の
と
を
複
層
的
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
古

事
記
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
主
要
な
特
質
の
一
つ
が
そ
の
よ
う
な
語
り
の
複

層
性
に
あ
る
と
す
れ
ば
、『
古
事
記
』
を
読
み
解
く
上
で
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
存

在
は
大
き
い
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
が
イ
ザ
ナ
ミ
を
通
じ
て
見
出
し

た
の
は
、
日
本
国
が
〈
男
女
の
対
存
在
〉
に
よ
る
〈
生
む
働
き
〉
に
よ
っ
て
成

立
し
た
と
き
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
は
み
出
る
も
の
と
し
て
〈
恋
の
情
念
〉
を

切
り
捨
て
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
葛
藤
の
起
源
で
あ
っ
た
。

四
．
イ
ザ
ナ
ミ
を
継
ぐ
者

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
〈
男
女
の
対
存
在
〉
と

し
て
登
場
し
、
葦
原
中
国
に
戻
っ
て
〈
生
む
働
き
〉
を
担
う
イ
ザ
ナ
キ
と
、

黄
泉
国
に
留
ま
っ
て
〈
恋
の
情
念
〉
を
担
う
イ
ザ
ナ
ミ
と
に
別
れ
て
ゆ
く
、

と
い
う
こ
と
を
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
。『
古
事
記
』
神
代
神
話
の
そ
の
後

の
展
開
に
即
し
て
、〈
生
む
働
き
〉
と
〈
恋
の
情
念
〉
と
の
相
克
を
、
さ
ら
に

た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　

イ
ザ
ナ
キ
が
黄
泉
国
の
穢
れ
を
清
め
る
と
、そ
こ
か
ら
多
く
の
神
が
成
り
、

最
後
に
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ツ
ク
ヨ
ミ
・
ス
サ
ノ
ヲ
が
成
っ
た
。「
生
み
の
終を

へ

に
三み

は
し
ら
の
貴た
ふ
とき
子
を
得
た
り
」
と
喜
ん
だ
イ
ザ
ナ
キ
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス

に
「
高
天
原
を
知
ら
せ
」
と
命
じ
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
「
海
原
を
知
ら
せ
」
と
命
じ

る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
泣
き
続
け
る
ば
か
り
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
が
「
何
の
由ゆ

ゑ

に
か
、
汝
が
、
事こ
と

依よ

え
し
国
を
治
め
ず
し
て
、
哭な

き
い
さ
ち
る
」と
尋
ね
る
と
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
「
僕
や
つ
か
れは
、
妣は
は

が
国
の
根ね

の之
堅か
た
す州
国く
に

に
罷ま
か

ら
む
と
欲お
も

ふ
が
故
に
、

哭
く
」
と
答
え
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
イ
ザ
ナ
キ
は
、
大
い
に
怒
っ
て
、「
然

ら
ば
、
汝
は
、
此
の
国
に
住
む
べ
く
あ
ら
ず
」
と
宣
告
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
追

い
払
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
を
理
解
す
る
上
で
、
ま
ず
、
な
ぜ
イ
ザ
ナ
キ
は
怒
っ
た
の
か
、

そ
の
理
由
に
着
目
し
て
み
た
い
。
一
見
す
る
と
イ
ザ
ナ
キ
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
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「
事
依
え
し
国
を
治
め
ず
」
に
い
る
こ
と
に
対
し
て
怒
っ
て
い
る
よ
う
に
も

読
め
る
が
、『
古
事
記
』
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
も
し
命
じ
ら
れ
た
通
り
「
国
を
治
め
ず
」
に
い
る
こ
と
が
怒
り
に

値
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ス
サ
ノ
ヲ
を
追
放
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
哭
き
い
さ
ち
る
」
理
由
を
尋
ね
る
ま
で
も
な
く
、
一
方
的

に
「
汝
は
、
此
の
国
に
住
む
べ
く
あ
ら
ず
」
と
通
告
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
て
実
際
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
日
本
国
の
成
立
を
そ
の
ま
ま
に

語
ろ
う
と
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
本
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
。

次
に
素す

さ
の
を
の
み
こ
と

戔
鳴
尊
を
生
み
た
ま
ふ
。
此こ

の
神
勇よ
う
か
ん悍
に
し
て
忍に
ん

に
安や
す

み
す
る

こ
と
有
り
。
且ま
た

常
に
哭な泣
く
を
以
ち
て
行わ
ざ

と
為
す
。
故
、
国く
ぬ
ち内
の
人ひ
と
く
さ民

を
多さ
は

に
以
ち
て
夭わ
か
じ
に折
せ
し
め
、
復ま
た

青
山
を
枯
か
ら
や
まに
変
へ
し
む
。
故
、
其
の

父ち
ち
は
は母
二
ふ
た
は
し
ら
の
か
み

神
、
素
戔
鳴
尊
に
勅
み
こ
と
の
りし
た
ま
は
く
、「
汝な
れ

甚は
な
はだ
無あ
づ
き
な道
し
。

以
ち
て
宇あ
め
の
し
た宙に
君き

み臨
た
る
べ
か
ら
ず
。
固も
と
よ
り当
遠
く
根ね
の
く
に国
に
適ま
か

れ
」
と
の

り
た
ま
ひ
、
遂つ
ひ

に
逐や
ら

ひ
た
ま
ふ
。（『
日
本
書
紀
』巻
一
、
第
五
段
本
文
）

こ
こ
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
誕
生
か
ら
追
放
の
宣
告
ま
で
が
一
息
で
語
ら
れ
て

い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
引
い
て
お
い
た
。
泣
く
こ
と
が
「
国
内
の
人
民
」
に

災
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
以
上
、そ
の
理
由
を
尋
ね
る
ま
で
も
な
く
、「
無
道
」

で
あ
り
、「
宇
宙
に
君
臨
た
る
」
べ
き
で
は
な
い
と
判
定
さ
れ
、「
遠
く
根
国

に
適
れ
」
と
一
方
的
に
宣
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
は
、
そ
の
よ
う
に
は
語
っ
て
い
な
い
。
イ
ザ
ナ
キ
は
、「
哭
き

い
さ
ち
る
」
ス
サ
ノ
ヲ
に
そ
の
理
由
を
尋
ね
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
僕
は
、
妣
が

国
の
根
之
堅
州
国
に
罷
ら
む
と
欲
ふ
が
故
に
、
哭
く
」
と
答
え
た
。
こ
れ
を

受
け
て
、
イ
ザ
ナ
キ
は
大
い
に
怒
り
、「
然
ら
ば
、
汝
は
、
此
の
国
に
住
む

べ
く
あ
ら
ず
」
と
宣
告
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
り
の
流
れ
に
お
い
て
、「
然

ら
ば
」
の
語
は
重
い
。『
古
事
記
』
の
叙
述
に
従
う
限
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
対
し

て
イ
ザ
ナ
キ
が
怒
っ
た
の
は
、
己
れ
の
命
令
に
背
い
て
国
を
治
め
ず
に
い
る

か
ら
で
は
な
く
、
国
を
治
め
ず
泣
き
続
け
る
理
由
が
「
妣
が
国
」
に
行
き
た

い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
そ
れ

は
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
妣
が
国
」
の
「
妣
」
は
、
亡
き
母
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
イ

ザ
ナ
ミ
を
指
し
て
い
る
15

。
そ
れ
ゆ
え
、「
妣
が
国
」
に
行
き
た
い
と
泣
く
ス

サ
ノ
ヲ
に
対
し
て
イ
ザ
ナ
キ
が
怒
っ
た
の
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
己
れ
自
身
で

は
な
く
イ
ザ
ナ
ミ
の
方
に
付
き
従
う
と
い
う
態
度
表
明
を
し
た
か
ら
だ
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
節
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
言
い
換
え
れ
ば
、
ス

サ
ノ
ヲ
は
、
イ
ザ
ナ
キ
に
命
じ
ら
れ
た
「
知
ら
す
」
原
理
と
し
て
の
〈
生
む

働
き
〉
で
は
な
く
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
と
も
に
黄
泉
国
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
〈
恋

の
情
念
〉
の
方
を
担
お
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
が
怒
る
の
は
、
己

れ
自
身
が
躓
き
、
捨
て
去
っ
た
も
の
を
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
れ
と
は
知
ら
ず
暴

き
出
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

実
の
と
こ
ろ
イ
ザ
ナ
キ
は
、
自
覚
的
に
〈
恋
の
情
念
〉
を
イ
ザ
ナ
ミ
に
委

ね
た
上
で
、〈
生
む
働
き
〉
を
主
体
的
に
選
び
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一

度
は
己
れ
の
内
な
る
〈
恋
の
情
念
〉
に
従
っ
て
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ
て
ゆ
き
な

が
ら
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
醜
い
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
逃
げ
去
り
、
葦
原
中
国

へ
と
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
葦
原
中
国
の
統
治
者
た
る
今
の
己
れ
自
身

は
、
イ
ザ
ナ
キ
に
と
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
自
覚
的
に
選
び
取
ら
れ
た
生
き

方
で
は
な
く
、
衝
動
的
に
あ
ふ
れ
出
た
〈
恋
の
情
念
〉
に
従
い
、
挫
折
し
た

末
に
、
結
果
と
し
て
取
る
こ
と
に
な
っ
た
姿
で
あ
る
。
今
と
な
っ
て
は
、
結
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果
的
に
せ
よ
選
び
取
ら
れ
た
唯
一
の
在
り
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
を
正
し
い
こ

と
と
意
義
付
け
、
ま
た
、
も
と
も
と
天
つ
神
か
ら
命
じ
ら
れ
、
自
分
自
身
も

望
み
務
め
て
き
た
も
の
と
納
得
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、

み
ず
か
ら
「
千
引
の
石
」
を
置
い
て
イ
ザ
ナ
ミ
を
黄
泉
国
に
封
じ
込
め
た
こ

と
は
、
イ
ザ
ナ
キ
に
と
っ
て
、
己
れ
の
躓
き
た
る
〈
恋
の
情
念
〉
を
合
わ
せ

て
封
じ
込
め
、
隠
蔽
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。「
妣
が
国
」

に
行
き
た
い
と
い
う
ス
サ
ノ
ヲ
の
叫
び
は
、
そ
う
や
っ
て
隠
蔽
し
た
は
ず
の

傷
口
を
暴
い
て
し
ま
っ
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
に
対
し
て
怒
り
を
発
す
る
の
は
、
イ

ザ
ナ
ミ
と
の〈
恋
の
情
念
〉の
躓
き
が
、触
れ
ら
れ
る
こ
と
を
拒
む
傷
と
し
て
、

今
な
お
イ
ザ
ナ
キ
の
心
に
残
り
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
16

。

　

テ
キ
ス
ト
の
構
造
的
な
面
か
ら
見
れ
ば
、
い
っ
た
ん
は
イ
ザ
ナ
ミ
と
と
も

に
黄
泉
国
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
か
と
思
わ
れ
た
〈
恋
の
情
念
〉
が
、
ス
サ
ノ

ヲ
の
登
場
に
よ
り
、
再
び
語
り
の
上
に
引
き
戻
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の

こ
と
は
、「
知
ら
す
」
原
理
を
遂
行
す
る
た
め
に
、〈
男
女
の
対
存
在
〉
を〈
生

む
働
き
〉
と
〈
恋
の
情
念
〉
に
分
離
さ
せ
た
と
し
て
も
、〈
生
む
働
き
〉
を
機

能
さ
せ
続
け
る
限
り
、〈
恋
の
情
念
〉
が
避
け
が
た
く
付
随
し
て
し
ま
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
原
初
の
理
念
で
あ
る
〈
男
女
の
対
存
在
〉
は
、〈
生

む
働
き
〉
と
〈
恋
の
情
念
〉
と
に
分
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ザ
ナ
キ
と
イ

ザ
ナ
ミ
と
に
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
イ
ザ
ナ
キ
の
〈
生
む
働

き
〉
が
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
っ
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
〈
恋
の
情
念
〉
が
ス
サ
ノ
ヲ

に
よ
っ
て
、
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

古
来
、「
哭
き
い
さ
ち
」
っ
た
り
、「
う
け
ひ
」
に
勝
っ
て
「
勝
ち
さ
び
」
を

し
て
暴
れ
ま
わ
っ
た
り
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
を
退
治
し
た
り
す
る
ス
サ
ノ
ヲ

に
関
し
て
、
そ
の
多
様
な
言
動
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、
様
々
に
議
論
が
展
開

さ
れ
て
き
た
17

。「
知
ら
す
」
原
理
と
し
て
秩
序
を
担
う
イ
ザ
ナ
キ
や
ア
マ
テ

ラ
ス
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
言
う
よ
う
に
「
我あ

が
国
を
奪
は
む

と
欲お
も

へ
ら
く
の
み
」
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
な
言
動
が
ス
サ
ノ
ヲ
に
は
備
わ
っ

て
い
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
を
退
治
し
た
後
、
そ
の
尾
に

潜
ん
で
い
た
剣
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
献
上
し
た
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
担
う

「
知
ら
す
」
原
理
と
し
て
の
秩
序
に
恭
順
を
示
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
し
、

実
際
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
テ
キ
ス
ト
も
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
秩
序
に
背
く
か
従
う
か
と
い
う
論
点
そ
の
も
の
が
、
あ
く
ま
で
も
秩

序
を
担
う
側
か
ら
の
意
義
付
け
に
過
ぎ
ず
、
ス
サ
ノ
ヲ
自
身
の
行
動
原
理
を

明
か
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

ス
サ
ノ
ヲ
が
イ
ザ
ナ
ミ
の
後
を
継
ぐ
べ
き
位
置
に
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
退
治
は
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
に
対
す
る
〈
恋
の
情
念
〉
ゆ

え
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
結
果
的
に
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
退
治
は

秩
序
の
維
持
に
貢
献
す
る
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
自
身
は
、
ひ
た

す
ら
あ
り
の
ま
ま
の
情
念
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
り
の

ま
ま
の
情
念
は
、
時
に
秩
序
を
乱
し
、
時
に
秩
序
を
守
る
こ
と
に
も
な
る
。

だ
が
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
事
態
な
の
で
あ
り
、

乱
す
に
せ
よ
守
る
に
せ
よ
、
最
初
か
ら
秩
序
へ
の
影
響
を
動
機
付
け
と
し
て

な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
18

。
そ
の
意
味
で
、
あ
り
の
ま
ま
の
情
念
に
は
方

向
性
が
な
い
19

。

　

ス
サ
ノ
ヲ
の
物
語
に
続
く
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
物
語
に
お
い
て
も
、
主
要
に

語
ら
れ
る
の
は
、
国
作
り
で
は
な
く
、
ヤ
カ
ミ
ヒ
メ
・
ス
セ
リ
ビ
メ
・
ヌ
ナ

カ
ハ
ヒ
メ
と
の
恋
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
20

。
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
ス
サ
ノ
ヲ
に
引

き
継
が
れ
た
〈
恋
の
情
念
〉
が
、
さ
ら
に
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
へ
と
受
け
継
が
れ

て
い
っ
た
こ
と
を
、『
古
事
記
』
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、

そ
の
恋
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
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ス
サ
ノ
ヲ
・
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
恋
物
語
を
通
じ
、
葦
原
中
国
が
恋
の
生
じ
る

場
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

と
い
う
の
も
、
続
く
国
譲
り
の
場
面
で
、「
此
の
葦
原
中
国
は
、
我
が
御

子
の
知
ら
さ
む
国
と
言
依
し
て
賜
へ
る
国
ぞ
」
と
正
統
性
を
主
張
す
る
ア
マ

テ
ラ
ス
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
娘
シ

タ
テ
ル
ヒ
メ
を
娶
り
、ア
マ
テ
ラ
ス
の
命
令
に
背
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

「
知
ら
す
」
原
理
を
担
う
べ
き
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
、
葦
原
中
国
に
降
り
立
っ

た
途
端
、〈
恋
の
情
念
〉
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
恋
の
発
生
す
る
磁
場

と
し
て
の
葦
原
中
国
が
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
古
事
記
』

の
叙
述
の
流
れ
と
し
て
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
・
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
恋
の
物
語
が
事

前
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
〈
恋
の
情
念
〉
に
取
り
込

ま
れ
る
こ
と
に
必
然
性
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
こ
と
は
、
実
際
に
天
孫
と
し
て
降
臨
す
る
ニ
ニ
ギ
に
お
い
て
も
同
様

で
、
葦
原
中
国
に
降
り
立
つ
と
、
す
ぐ
に
ニ
ニ
ギ
は
、「
麗う

る
はし
き
美を
と
め人
」
で

あ
る
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
に
求
婚
を
す
る
。
し
か
も
ニ
ニ
ギ
は
、
コ
ノ
ハ

ナ
サ
ク
ヤ
が「
妾あ
れ

は
、
妊は

ら身
み
ぬ
」と
告
げ
る
と
、「
是こ
れ

は
、
我あ

が
子
に
非
じ
」

と
疑
っ
た
。
結
果
的
に
は
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
の
生
ん
だ
ホ
ヲ
リ
の
血
統
か

ら
初
代
神
武
天
皇
が
誕
生
す
る
の
だ
か
ら
、
葦
原
中
国
を
「
知
ら
す
」
べ
き

ニ
ニ
ギ
に
と
っ
て
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
の
懐
妊
は
祝
福
さ
れ
る
べ
き
事
態
で

あ
る
は
ず
だ
ろ
う
。「
一
宿
に
や
妊
み
ぬ
る
」
と
疑
う
ニ
ニ
ギ
に
と
っ
て
、

コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
と
の
逢
瀬
は
、〈
生
む
働
き
〉
以
上
に
〈
恋
の
情
念
〉
を
主

要
な
動
機
と
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
や
ニ
ニ
ギ
ら

「
知
ら
す
」
原
理
を
担
う
べ
き
ア
マ
テ
ラ
ス
の
使
い
は
、
繰
り
返
し
〈
恋
の
情

念
〉
に
取
り
込
ま
れ
、
翻
弄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

あ
ら
た
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
な
お
し
て
お
こ
う
。
日
本
国

の
成
立
を
語
る
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
へ

と
引
き
継
が
れ
、
さ
ら
に
ニ
ニ
ギ
か
ら
神
武
天
皇
へ
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く

「
知
ら
す
」
原
理
こ
そ
が
、
テ
キ
ス
ト
全
体
を
貫
く
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ

て
い
る
と
、
前
節
で
述
べ
た
。『
古
事
記
』神
代
神
話
は
、〈
男
女
の
対
存
在
〉

か
ら
〈
恋
の
情
念
〉
を
切
り
捨
て
〈
生
む
働
き
〉
を
取
り
出
し
て
く
る
と
い
う

「
知
ら
す
」
原
理
の
起
源
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
節
で
ま
ず
確
認
さ

れ
た
の
は
、〈
恋
の
情
念
〉
が
イ
ザ
ナ
ミ
と
と
も
に
黄
泉
国
に
封
じ
込
め
ら

れ
た
の
で
は
な
く
、
ス
サ
ノ
ヲ
・
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
よ
っ
て
、
再
び
葦
原
中

国
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
知
ら
す
」
原
理
の
中
核
を

な
す〈
生
む
働
き
〉と〈
恋
の
情
念
〉と
の
葛
藤
が
再
燃
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
イ
ザ
ナ
キ
・
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ニ
ニ
ギ
ら
〈
生
む
働
き
〉
を
担

う
者
た
ち
と
、
イ
ザ
ナ
ミ
・
ス
サ
ノ
ヲ
・
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
ら
〈
恋
の
情
念
〉

を
担
う
者
た
ち
と
は
、
単
純
な
対
立
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
知
ら
す「
原

理
」を
担
う
べ
く
ア
マ
テ
ラ
ス
に
派
遣
さ
れ
た
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
や
ニ
ニ
ギ
が
、

繰
り
返
し
〈
恋
の
情
念
〉
に
翻
弄
さ
れ
た
こ
と
は
、〈
生
む
働
き
〉
と
〈
恋
の

情
念
〉
の
関
係
が
、
単
な
る
対
立
に
還
元
で
き
な
い
屈
折
を
孕
ん
だ
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
両
者
は
、
と
も
に
〈
男
女
の
対
存
在
〉
と
い

う
原
初
の
理
念
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。「
知
ら
す
」
原
理
が〈
恋
の
情
念
〉

を
排
除
し
て
〈
生
む
働
き
〉
を
取
り
込
も
う
と
し
て
も
、〈
生
む
働
き
〉
が
〈
男

女
の
対
存
在
〉
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
限
り
、〈
恋
の
情
念
〉
は
繰
り
返
し
立

ち
現
わ
れ
て
来
る
。〈
恋
の
情
念
〉
は
、「
知
ら
す
」
原
理
が
〈
生
む
働
き
〉
を

基
盤
と
す
る
限
り
、
外
な
る
障
害
と
し
て
行
く
手
に
立
ち
は
だ
か
る
の
で
は

な
く
、
内
な
る
葛
藤
と
し
て
抱
え
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。『
古
事
記
』
が

複
層
的
な
語
り
を
特
質
と
す
る
の
は
、「
知
ら
す
」
原
理
か
ら
は
み
出
る
〈
恋

の
情
念
〉
を
も
、
葛
藤
を
孕
ん
だ
内
な
る
主
題
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
か
ら
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で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
逆
か
ら
見
た
場
合
も
同
様
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
・
オ
ホ
ク
ニ
ヌ

シ
の
恋
物
語
は
子
を
生
む
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
、
血
縁
的
な
系
譜
が
合

わ
せ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。〈
恋
の
情
念
〉
も
そ
れ
と
し
て
自
立
し
た

世
界
を
構
築
す
る
の
で
は
な
く
、〈
生
む
働
き
〉
を
も
内
に
孕
み
つ
つ
、
語

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
古
事
記
』が
主
題
と
す
る「
知
ら
す
」こ
と
の
成
立
は
、

〈
男
女
の
対
存
在
〉
を
基
盤
と
す
る
こ
と
で
、〈
生
む
働
き
〉
と
〈
恋
の
情
念
〉の

二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
を
複
層
的
に
交
錯
さ
せ
つ
つ
、語
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

五
．
恋
の
ゆ
く
え

　

最
後
に
、
前
節
ま
で
『
古
事
記
』
神
代
神
話
に
関
し
て
考
察
し
た
こ
と
を
、

『
古
事
記
』
人
代
の
記
述
に
照
ら
し
て
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
思
想
史
上
の
意

義
に
つ
い
て
見
定
め
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
允
恭
天

皇
の
条
に
語
ら
れ
る
軽か

る
の
み
こ

太
子
・
軽か
る
の
い
ら
つ
め

郎
女
の
恋
物
語
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
の

筋
立
て
か
ら
見
る
と
し
よ
う
。

　
『
古
事
記
』
に
拠
れ
ば
、
允
恭
天
皇
が
崩
御
し
た
後
、
長
兄
の
軽
太
子
が

皇
位
を
継
ぐ
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
太
子
は
同
母
の
妹
で
あ
る
軽
郎
女

と
姦
通
し
て
し
ま
う
。
臣
下
た
ち
が
軽
太
子
を
拒
ん
で
、
穴あ
な

穂ほ

皇
子
を
支
持

し
た
た
め
、
軽
太
子
は
大
臣
で
あ
る
大お
お
ま
え前
小こ
ま
え
の前
宿す
く
ね禰
の
も
と
へ
逃
げ
込
み
、

武
器
を
備
え
た
。
穴
穂
皇
子
（
後
の
安
康
天
皇
）
が
軍
勢
を
動
員
し
て
取
り

囲
む
と
、
大
前
小
前
宿
禰
が
間
に
立
っ
て
、
穴
穂
皇
子
に
は
実
の
兄
に
矢
を

向
け
る
こ
と
の
非
を
説
き
、
軽
太
子
に
は
自
首
を
促
し
た
。
捕
ら
え
ら
れ
た

軽
太
子
は
伊
予
に
流
さ
れ
る
が
、
恋
し
さ
に
堪
え
切
れ
な
く
な
っ
た
軽
郎
女

が
あ
と
を
追
い
、
思
い
を
確
か
め
合
っ
た
二
人
は
、「
共
に
自
ら
死
」
ん
で

し
ま
っ
た
。

　

こ
の
恋
物
語
を
、
前
節
ま
で
の
考
察
に
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
検
討
し
て
み

よ
う
。
軽
太
子
は
允
恭
天
皇
の
長
男
と
し
て
、
国
の
統
治
と
天
皇
の
血
統
と

を
担
う
べ
き
地
位
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
軽
太
子
は
、〈
生
む
働
き
〉
を

正
し
く
遂
行
し
て
「
知
ら
す
」
原
理
を
担
う
べ
き
立
場
に
い
る
。
と
こ
ろ
が

軽
太
子
は
、
軽
郎
女
と
姦
通
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
其そ

の
い
ろ
妹も

、

軽か
る
の
お
ほ
い
ら
つ
め

大
郎
女
を
姦を
か

し
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
血
統
を
保
持
す
べ
く
婚

姻
関
係
が
整
備
さ
れ
、
同
母
の
兄
妹
で
男
女
の
関
係
を
持
つ
こ
と
は
秩
序
に

反
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、軽
太
子
・

軽
郎
女
二
人
の
〈
恋
の
情
念
〉
は
、
統
治
を
担
う
よ
う
な
〈
生
む
働
き
〉
を
な

し
得
な
い
。
前
節
ま
で
に
整
理
し
た
よ
う
に
、〈
恋
の
情
念
〉が〈
生
む
働
き
〉

か
ら
は
み
出
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

そ
こ
で
次
に
、『
古
事
記
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
こ
の
事
件
を
ど
の
よ
う

に
意
味
づ
け
、
語
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め

に
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、『
日
本
書
紀
』
の
記
述
と
対
比
し
て
お
き
た
い
。

　
『
日
本
書
紀
』
允
恭
紀
に
拠
れ
ば
、
允
恭
天
皇
二
十
三
年
三
月
、
軽
太
子

が
皇
太
子
に
定
め
ら
れ
た
が
、
軽
太
子
は
禁
じ
ら
れ
た
軽
郎
女
へ
の
恋
心
が

募
り
、
死
ん
で
し
ま
う
か
と
思
わ
れ
た
の
で
、「
徒い

た
づ
ら空
に
死み
う

せ
む
よ
り
は
、

罪
有
り
と
雖い
ふ
とも
、
何
ぞ
忍
ぶ
る
こ
と
を
得
む
や
」
と
考
え
、
密
か
に
通
じ
て

し
ま
う
。
翌
二
十
四
年
六
月
、
夏
な
の
に
御
膳
の
吸
い
物
が
凍
っ
て
し
ま
う

と
い
う
奇
異
な
事
件
が
発
生
し
、不
審
に
思
っ
た
天
皇
が
卜
者
に
尋
ね
る
と
、

卜
者
は
「
内
乱
有
り
。
蓋け
だ

し
親
は
ら
か
ら
ど
ち親
相あ
ひ
た
は

け
た
る
か
」
と
告
げ
た
。
軽
太
子
が

軽
郎
女
と
通
じ
た
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
た
め
、
調
べ
て
み
る
と
事
実
で
あ
っ

た
が
、
皇
太
子
を
罪
に
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
軽
郎
女
を
伊
予
に

流
す
こ
と
に
し
た
。
以
上
が
、
軽
太
子
・
軽
郎
女
二
人
に
関
し
て
『
日
本
書

紀
』
が
記
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



　17

　

続
く
安
康
紀
に
拠
れ
ば
、允
恭
天
皇
四
十
二
年
の
正
月
に
天
皇
が
崩
御
し
、

十
月
に
葬
礼
が
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、
軽
太
子
は
「
暴
虐
を
行
ひ
、
婦を
み
な女
に

淫た
は

け
」
て
い
た
た
め
、
民
や
臣
下
た
ち
は
穴
穂
皇
子
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
軽
太
子
は
軍
備
を
備
え
て
大
前
宿
禰
の
家
に
立
て
籠
も
っ
た
が
、
穴
穂

皇
子
の
軍
勢
に
取
り
囲
ま
れ
て
し
ま
う
。
大
前
宿
禰
が
穴
穂
皇
子
に
軽
太
子

を
殺
さ
な
い
よ
う
願
い
出
た
の
ち
、
軽
太
子
は
自
害
し
た
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
が
最
も
『
古
事
記
』
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
軽
太

子
・
軽
郎
女
の
恋
物
語
と
皇
位
継
承
の
争
い
と
を
分
け
て
い
る
点
で
あ
ろ

う
。『
日
本
書
紀
』の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
軽
太
子
と
軽
郎
女
が
関
係
を
持
っ

た
の
は
允
恭
天
皇
二
十
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
同
四
十
二
年
の
崩
御
か
ら

二
十
年
近
く
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
る
。
伊
予
に
流
さ
れ
た
軽
郎
女
が
、
そ
の
後

ど
う
な
っ
た
の
か
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
允
恭
天
皇
没
後
の
皇
位
継
承
争
い

に
も
登
場
し
な
い
。
軽
太
子
は
軽
郎
女
と
は
無
関
係
に
、
皇
位
継
承
争
い
に

敗
れ
て
、
ひ
と
り
自
死
す
る
の
で
あ
る
。

　

皇
位
継
承
争
い
に
関
す
る
記
述
で
は
、
皇
太
子
に
定
め
ら
れ
て
い
た
軽
太

子
が
暴
虐
か
つ
淫
乱
な
人
間
で
あ
っ
た
と
『
日
本
書
紀
』
は
語
っ
て
い
る
21

。

穴
穂
皇
子
が
弟
で
あ
り
な
が
ら
、
兄
を
差
し
置
い
て
皇
位
を
継
い
だ
こ
と
の

正
当
性
を
示
す
た
め
に
、
そ
う
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、

軽
郎
女
と
の
姦
通
事
件
は
、
直
接
に
は
関
係
し
な
い
も
の
の
、
軽
太
子
の
淫

乱
な
人
間
性
を
傍
証
す
べ
く
機
能
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
あ
ら
か
じ
め
同

母
の
妹
と
の
姦
通
事
件
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、「
婦
女
と
淫
け
」
た
と

い
う
記
事
に
信
憑
性
が
生
ま
れ
、
な
お
か
つ
、
内
々
に
処
理
し
た
父
帝
の
配

慮
を
汲
む
こ
と
も
な
い
横
暴
な
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
の
で
あ

る
。
総
じ
て
、『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
、
軽
太
子
・
軽
郎
女
の
恋
物
語
そ

の
も
の
に
さ
し
た
る
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
な
く
、
皇
位
が
正
し
く
継
承
さ
れ

て
ゆ
く
次
第
を
語
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た『
日
本
書
紀
』の
語
り
口
に
比
べ
る
と
、『
古
事
記
』は
、軽
太
子
・

軽
郎
女
の
恋
物
語
を
共
感
的
に
内
在
し
て
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
二
人

の
〈
恋
の
情
念
〉
は
、『
古
事
記
』
が
第
一
主
題
と
し
て
語
る
「
知
ら
す
」
原

理
に
背
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
た
だ
ち
に
否
定
的
に
扱
わ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
感
す
べ
き
物
語
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。〈
恋
の
情
念
〉
を
詠
ん
だ
歌
も
、『
日
本
書
紀
』
が
軽
太
子
の

三
首
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
は
軽
郎
女
の
二
首
を
含
め
た

十
首
を
載
せ
て
い
る
。
軽
郎
女
の
側
か
ら
描
く
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
に
は

見
ら
れ
な
い
視
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
、『
古
事
記
』
が
こ
の
恋
物
語
を

共
感
す
べ
き
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

軽
郎
女
の
作
と
し
て『
古
事
記
』が
載
せ
て
い
る
歌
は
、次
の
二
首
で
あ
る
。

夏
草
の 

阿あ

ひ

ね
比
泥
の
浜
の 

掻か

き
貝か
ひ

に 

足
踏
ま
す
な 

明
し
て
通
れ

君
が
往
き 

日け

長
く
な
り
ぬ 

造や
ま
た
づ木
の 

迎
へ
を
行
か
む 

待
つ
に
は
待
た

じ

一
首
目
は
、
伊
予
に
流
さ
れ
て
ゆ
く
軽
太
子
に
対
し
て
、
怪
我
の
な
い
よ
う

気
遣
っ
た
歌
で
あ
る
。
相
手
の
無
事
を
思
い
や
る
態
度
に
、
こ
の
恋
を
姦
通

と
断
罪
し
て
済
ま
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
の
深
さ
が
表
れ
て
い
よ
う
。
二

首
目
は
、「
い
帰が
へ

り
来こ

む
ぞ
」
と
言
い
残
し
た
軽
太
子
を
待
ち
続
け
た
末
、

遂
に
み
ず
か
ら
会
い
に
行
こ
う
と
決
意
す
る
郎
女
の
心
情
を
歌
っ
て
い
る
。

待
ち
続
け
た
が
た
め
の
鬱
屈
が
一
思
い
に
爆
発
し
、「
恋
ひ
慕し
の

ふ
に
堪
へ
ず

し
て
追
ひ
往
」
く
に
至
る
郎
女
の
〈
恋
の
情
念
〉
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
歌
わ

れ
て
い
る
。
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対
す
る
軽
太
子
も
、郎
女
を「
待
ち
懐む
だ

き
て
」、「
思
ひ
妻
あ
は
れ
」と
嘆
き
、

「
吾あ

が
思も

ふ
妻 

有
り
と
言
は
ば
こ
そ
よ 

家
に
も
行
か
め 

国
を
も
偲し
の

は
め
」

と
歌
う
。「
家
」
も
「
国
」
も
愛
し
く
思
う
妻
が
あ
れ
ば
こ
そ
と
の
絶
叫
は
、

そ
の
ま
ま
「
共
に
自
ら
死
に
き
」
と
い
う
悲
劇
的
結
末
を
導
く
白
鳥
の
歌
と

し
て
の
面
目
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
、
共
感
す
べ
き
恋
物
語
が
「
共
に
自
ら
死
に
き
」

と
い
う
結
末
で
語
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
皇
位
継
承
争
い
の
末

に
自
決
し
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
比
べ
、
一
連
の
恋
の
歌
の
応

答
を
経
て
「
共
に
自
ら
死
に
き
」
と
結
ぶ
『
古
事
記
』
の
語
り
は
、
何
ら
か
の

カ
タ
ル
シ
ス
を
感
受
さ
せ
る
22

。
そ
れ
は
は
た
し
て
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を

指
し
示
し
て
い
る
の
か
。

　

第
三
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、〈
恋
の
情
念
〉
は
対
象
の
代
替
不
能
性
を
含

み
持
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
死
と
連
関
す
る
も
の
な
の
で

あ
っ
た
。
軽
郎
女
が
「
君
」
へ
の
恋
し
さ
ゆ
え
に
流
刑
地
ま
で
追
っ
て
ゆ
き
、

軽
太
子
も
ま
た
そ
れ
に
応
え
「
吾
が
思
ふ
妻 

有
り
と
言
は
ば
こ
そ
よ 

家
に

も
行
か
め 

国
を
も
偲
は
め
」
と
歌
い
上
げ
て
、「
共
に
自
ら
死
に
き
」
と
語

ら
れ
る
と
き
、
読
者
は
、
二
人
の
〈
恋
の
情
念
〉
に
お
い
て
、
相
互
の
代
替

不
能
性
が
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
す
る
。
そ
れ
が
読
者
に
カ
タ
ル
シ
ス
を

も
た
ら
す
の
は
、
ひ
と
を
代
替
不
能
な
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
に
一
段
高
い

価
値
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
第
三
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、

葦
原
中
国
は
、
千
人
死
ん
で
も
千
五
百
人
生
ま
れ
れ
ば
維
持
さ
れ
る
世
界
と

し
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
代
替
不
能
性
を
本
質
と
せ
ず
、
存
立
し
て
い
る
の

で
あ
っ
た
。
日
常
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
て
い
る
、
ひ
と
の
代
替
不
能
性
を
あ

ら
た
め
て
読
者
に
喚
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
カ
タ
ル
シ
ス
が
生
み
出
さ
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　

思
い
返
せ
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
物
語
に
お
い
て
、
イ
ザ
ナ
キ
は

「
愛う
つ
くし
き
我あ

が
な
に
妹も

の
命み
こ
とや
、
子
の
一
つ
木
に
易か
は

ら
む
と
謂い

ふ
や
」
と
い

う〈
恋
の
情
念
〉に
導
か
れ
て
、黄
泉
国
ま
で
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ
て
行
っ
た
が
、

そ
の
醜
い
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、〈
恋
の
情
念
〉
に
躓
き
、「
知
ら
す
」

原
理
を
担
う
葦
原
中
国
の
統
治
者
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
イ
ザ
ナ
キ
物
語

が〈
恋
の
情
念
〉の
挫
折
と
し
て
語
ら
れ
る
と
き
、統
治
を
確
立
す
る
こ
と
は
、

同
時
に
手
の
届
か
な
い
も
の
へ
の
諦
念
を
裏
に
合
わ
せ
持
つ
こ
と
に
な
る
。

イ
ザ
ナ
キ
が
葦
原
中
国
の
統
治
者
と
な
っ
た
の
ち
も
、
な
お
イ
ザ
ナ
ミ
へ
の

〈
恋
の
情
念
〉
を
屈
折
し
た
か
た
ち
で
心
の
底
に
潜
ま
せ
て
い
た
こ
と
は
、

前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
僕

や
つ
か
れは
、妣は
は

が
国
の
根ね

の之
堅か
た
す州
国く
に

に
罷ま
か

ら
む
と
欲お
も

ふ
」

と
訴
え
る
ス
サ
ノ
ヲ
に
対
し
て
の
怒
り
と
し
て
表
れ
出
て
い
る
。そ
れ
ゆ
え
、

ど
こ
ま
で
も
〈
恋
の
情
念
〉
を
貫
き
、「
共
に
自
ら
死
」
ぬ
と
い
う
結
末
で
語

ら
れ
る
軽
太
子
・
軽
郎
女
の
恋
物
語
は
、
果
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

も
う
一
つ
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
物
語
と
い
う
様
相
を
帯
び
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ
て
黄
泉
国
へ
と
赴
い
た
イ
ザ
ナ
キ
が
、
そ
の
ま
ま

イ
ザ
ナ
ミ
と
と
も
に
黄
泉
国
に
留
ま
り
、
二
度
と
葦
原
中
国
に
戻
る
こ
と
の

な
い
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
が
断
念
さ
れ
た
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
イ
ザ
ナ
キ

自
身
が
醜
い
イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
を
「
見
畏
み
」、
代
替
不
能
性
を
貫
く
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、「
是こ

の
た
だ
よ
へ
る
国
を

修つ
く
ろ理
ひ
固
め
成
せ
」
と
の
天
つ
神
の
命
令
を
イ
ザ
ナ
キ
が
受
け
て
い
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
イ
ザ
ナ
ミ
と
の
恋
に
躓
い
て
も
な
お
、
イ
ザ
ナ
キ
に
は
帰
る
場

所
が
あ
り
、
帰
る
べ
き
必
然
性
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
始
ま
り
か
ら
し
て
罪
に
定
め
ら
れ
て
い
た
軽
太
子
・
軽
郎
女
の
恋

は
、
日
常
世
界
に
定
位
す
べ
き
場
所
を
持
た
な
い
。「
共
に
自
ら
死
に
き
」

と
い
う
悲
劇
的
結
末
は
、
日
常
世
界
に
定
位
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
二
人
の
恋
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に
、
そ
れ
で
も
な
お
場
所
を
与
え
よ
う
と
し
た
共
感
的
な
構
想
力
の
な
せ
る

わ
ざ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
共
感
さ
れ
る
べ
き
二
人
の
恋
が
、
そ
の
よ

う
に
罪
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
含
み
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、

「
共
に
自
ら
死
に
き
」
の
カ
タ
ル
シ
ス
は
、
一
段
高
い
価
値
を
指
し
示
す
と

言
っ
て
も
、
失
わ
れ
た
正
義
を
回
復
す
る
よ
う
な
倫
理
的
主
張
と
は
な
り
得

な
い
。
そ
れ
は
、
倫
理
的
に
不
義
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
言
う

な
れ
ば
美
的
な
情
趣
と
し
て
感
受
さ
れ
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。『
古
事

記
』
の
第
一
主
題
と
し
て
の
「
知
ら
す
」
原
理
が
人
倫
的
秩
序
の
確
立
と
い

う
倫
理
的
な
事
態
と
し
て
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
主
題
と
し
て
の
〈
恋

の
情
念
〉
は
美
的
に
感
受
さ
れ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
た
国
学
者
本
居
宣
長
の
初
期
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
は
、

こ
う
し
た
恋
に
お
け
る
倫
理
と
美
と
の
相
克
を
、
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た

も
の
だ
っ
た
。
宣
長
は
、誰
し
も
恋
の
思
い
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

こ
と
に
「
道
な
ら
ぬ
懸
想
」
と
し
て
恋
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
み

ず
か
ら
押
さ
え
込
も
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
思
い
は
増
幅
し
、
抑

え
が
た
く
な
る
の
だ
と
説
く
23

。
た
だ
し
宣
長
は
、
そ
の
よ
う
に
鬱
屈
し
た

思
い
を
あ
り
の
ま
ま
に
発
動
さ
せ
、
行
動
に
移
す
の
が
よ
い
と
主
張
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
歌
や
物
語
を
介
し
て
、「
あ
は
れ
」
を
み
ず

か
ら
表
現
し
、
ま
た
享
受
す
る
こ
と
の
意
義
を
説
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
24

。

「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
は
、
倫
理
の
範
疇
と
は
異
な
る
美
的
価
値

と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」

論
は
、
恋
に
お
け
る
倫
理
と
美
と
の
相
克
の
問
題
に
触
れ
つ
つ
も
、
結
局
は

そ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
な
く
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
ね
ば

な
る
ま
い
25

。

　

独
自
の
神
観
念
に
基
づ
き
、
善
悪
の
問
題
に
よ
り
深
く
歩
を
進
め
た
宣
長

後
期
の
神
道
論
に
お
い
て
は
、
恋
の
問
題
が
よ
り
い
っ
そ
う
後
退
し
、
議
論

が
儒
者
へ
の
対
抗
的
言
説
の
様
相
を
前
面
に
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。「
皇
国
」

に
は
「
道
あ
る
が
故
に
道
て
ふ
言コ
ト

な
く
」、
逆
に
「
漢カ
ラ
ク
ニ国
」
こ
そ
「
も
と
道
の

正
し
か
ら
ぬ
が
故
」
に
「
道
と
い
ふ
こ
と
を
作
り
て
正
す
」
必
要
が
あ
っ
た

の
だ
と
い
う
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
宣
長
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
主

張
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
古
代
の
近
親

相
姦
に
関
す
る
議
論
に
触
れ
て
お
き
た
い
。「
儒ズ

サ者
ど
も
」
は
、「
皇
国
を
し

ひ
て
賤イ
ヤ

し
め
む
と
し
て
、
と
も
す
れ
ば
、
古
へ
兄
弟
ま
ぐ
は
ひ
せ
し
こ
と
を

い
ひ
出
て
、
鳥
ト
リ
ケ
モ
ノ獣の
ふ
る
ま
ひ
ぞ
と
そ
し
る
」が
、「
抑
皇
国
の
古
へ
は
、
た
ゞ

同ハ

ラ

カ

ラ

母
兄
弟
を
の
み
嫌キ
ラ

ひ
て
、
異コ
ト
ハ
ラ母
の
兄イ
モ
セ弟
な
ど
御ミ
ア
ヒ
マ
シ

合
坐
し
こ
と
は
、
天
皇
を

始
め
奉
り
て
、
お
ほ
か
た
よ
の
つ
ね
に
し
て
、
‥
‥
す
べ
て
忌イ
ム

こ
と
な
か
り

き
」
と
、
宣
長
は
反
論
す
る
26

。
こ
こ
で
あ
え
て
宣
長
の
こ
の
議
論
に
触
れ

る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
節
で
見
た
軽
太
子
・
軽
郎
女
の
恋
物
語
が
、

同
母
の
兄
妹
に
よ
る
姦
通
事
件
で
あ
り
つ
つ
、
共
感
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
『
古
事
記
』
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
聖
人
の
教
え
の
伝

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
古
代
日
本
に
お
い
て
は
、
兄
妹
間
で
姦
通
す
る
よ
う
な

「
鳥
獣
の
ふ
る
ま
ひ
」
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
儒
者
に
対
し
、
異
母
兄
妹
間

で
の
婚
姻
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
反
論
す
る
宣
長
の
目
線
に
、

軽
太
子
・
軽
郎
女
の
恋
物
語
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
こ
れ
は
、
宣
長
が

「
皇
国
」
こ
そ
道
と
い
う
概
念
を
用
い
る
ま
で
も
な
く
道
を
実
現
し
て
い
た

の
だ
と
の
立
場
に
身
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
27

。
宣
長
は
、
儒
者
の
言

説
に
対
抗
し
て
、日
本
を
道
の
実
現
さ
れ
た
世
界
と
規
定
す
る
こ
と
で
、「
道

な
ら
ぬ
懸
想
」
ゆ
え
に
こ
そ
「
あ
は
れ
」
が
募
る
の
だ
と
説
い
た
、
か
つ
て

の
己
れ
の
主
張
を
み
ず
か
ら
否
定
し
去
っ
た
。
本
稿
の
考
察
を
踏
ま
え
れ

ば
、
か
つ
て
〈
恋
の
情
念
〉
の
「
あ
は
れ
」
を
説
き
、
ま
た
『
古
事
記
』
研
究
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の
道
を
切
り
拓
い
た
宣
長
で
は
あ
る
が
、
そ
の『
古
事
記
』論
は
、『
古
事
記
』

が
日
本
国
の
成
立
と
合
わ
せ
て
複
層
的
に
語
る
〈
恋
の
情
念
〉
を
逸
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
評
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

右
の
よ
う
な
宣
長
の
再
評
価
も
含
め
て
、『
古
事
記
』
の
語
る〈
恋
の
情
念
〉

は
、
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
様
々
な
問
題
を
喚
起
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
軽
太
子
・
軽
郎
女
が
「
共
に
自
ら
死
」
ん
だ
と
し
て
、

は
た
し
て
そ
れ
が
ど
う
い
う
事
態
を
指
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、

あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
物
語
と
し
て
は
「
共
に
自
ら

死
に
き
」
で
結
ば
れ
る
と
し
て
も
、
思
想
の
問
題
と
し
て
は
、
そ
の
背
後
に

あ
る
死
生
観
や
他
界
観
が
追
究
さ
れ
ね
ば
、
そ
の
語
り
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
真
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、例
え
ば
、「『
古
事
記
』

の
最
も
美
し
い
個
所
が
す
べ
て
情
死
に
関
し
て
い
る
」
と
読
み
、
そ
こ
に
上

代
人
の
「
よ
り
高
き
完
全
な
世
界
へ
の
憧
憬
」
を
推
測
し
て
、
仏
教
を
受
容

し
た
内
的
動
因
を
論
ず
る
若
き
日
の
和
辻
哲
郎
の
所
論
は
、
今
な
お
示
唆
に

富
む
も
の
だ
と
言
え
よ
う
28

。

　

ま
た
、〈
恋
の
情
念
〉
に
よ
っ
て
「
共
に
自
ら
死
」
ぬ
こ
と
を
共
感
的
に
語

る
と
い
う
の
は
、
心
中
の
問
題
と
も
重
な
っ
て
く
る
。
心
中
を
共
感
す
べ
き

事
態
と
し
て
語
っ
て
き
た
日
本
人
の
心
性
を
理
解
し
つ
つ
、
な
お
あ
ら
た
め

て
倫
理
問
題
と
し
て
問
い
返
す
こ
と
は
、
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
が
背
負
う

べ
き
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
い
よ
う
29

。

　

そ
う
し
た
様
々
な
問
題
の
根
に
は
、
恋
の
起
源
に
位
置
す
る
イ
ザ
ナ
ミ
の

存
在
が
あ
る
。
神
話
の
研
究
は
も
と
よ
り
、
総
じ
て
日
本
思
想
の
研
究
は
、

近
代
以
降
、
政
治
的
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
日
本
倫
理

思
想
史
研
究
が
、
近
代
の
国
家
主
義
に
棹
差
し
た
国
民
道
徳
論
と
一
線
を
引

き
30

、
政
治
的
論
点
に
還
元
さ
れ
な
い
独
自
の
領
域
を
担
お
う
と
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1 

以
下
、『
古
事
記
』か
ら
の
引
用
は
、小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版（
一
九
九
七

年
）
を
用
い
る
。

2 

和
辻
哲
郎
『
尊
皇
思
想
と
そ
の
伝
統
』（『
和
辻
哲
郎
全
集
第
十
四
巻
』
岩
波
書
店
）

二
七
頁
以
下
、
お
よ
び
同
『
日
本
倫
理
思
想
史
』（
岩
波
文
庫
版
㈠
）
八
七
頁
以
下

を
参
照
の
こ
と
。

3 

佐
藤
正
英
「
祀
り
を
行
う
ひ
と
び
と
の
物
語
―
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
を
読

む
」（『
現
代
思
想vol.20‒4

』
青
土
社
、
一
九
九
二
年
）。

4 

佐
藤
正
英
「
花
鳥
風
月
と
し
て
の
自
然
の
成
立
―『
古
今
集
』
を
中
心
に
」（
日
本

倫
理
学
会
論
集
『
自
然
―
倫
理
学
的
考
察
』
以
文
社
、
一
九
七
九
年
）。

5 

山
内
春
光「『
古
事
記
』
神
話
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
位
置
―「
知
ら
す
」
原
理
と「
生

む
」・「
作
る
」原
理
」（『
日
本
思
想
史
叙
説
第
二
集
』ぺ
り
か
ん
社
、一
九
八
四
年
）。

6 

吉
田
真
樹
「
死
と
生
の
祀
り
―
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
に
お
け
る
生
命
思
想
」

（『
季
刊
日
本
思
想
史N

o.62

』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

7 

次
節
で
触
れ
る
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
の
本
文
に
お
い
て
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
「
神

避
り
」
や
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
探
訪
が
語
ら
れ
ず
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
イ
ザ
ナ
キ
に
従
属

す
る
か
た
ち
で
国
や
神
々
を
生
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
場

面
を
通
じ
て
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
別
離
を
語
る
『
古
事
記
』
に
関
し
て
は
、
イ

ザ
ナ
キ
に
従
属
し
な
い
イ
ザ
ナ
ミ
独
自
の
意
義
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

8 

折
口
信
夫
は
、
神
祀
り
が
男
女
の
性
交
渉
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
論
じ

つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
生
殖
と
し
て
の
意
義
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
男
女
の
性
交

渉
と
し
て
の
神
祀
り
の
意
義
を
生
殖
や
豊
饒
に
局
限
す
る
見
解
に
異
を
唱
え
る
姿

勢
に
は
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
が
、
や
は
り
折
口
独
自
の
偏
向
性
を
も
認
め
る
べ
き

だ
ろ
う
。
元
来
は
、
男
女
の
両
性
が
出
会
い
交
わ
る
こ
と
で
「
生
む
」
と
い
う
結
果

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
総
体
に
お
い
て
、
人
智
を
超
え
た
不
可
思
議
さ

が
感
受
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
見
て
お
き
た
い
。
な
お
、
そ
う
し
た
折
口
の
学
問
の

特
質
に
つ
い
て
は
、拙
著『
折
口
信
夫
―
い
き
ど
ほ
る
心
』（
講
談
社
、二
〇
〇
八
年
）

参
照
の
こ
と
。

あ
れ
ば
、
葦
原
中
国
の
成
立
の
た
め
に
、〈
恋
の
情
念
〉
を
担
っ
て
黄
泉
国

に
封
じ
込
め
ら
れ
た
イ
ザ
ナ
ミ
を
す
く
い
取
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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9 

金
井
清
一
は
、『
古
事
記
』に
お
い
て
語
ら
れ
る
、ク
ニ
ノ
ト
コ
タ
チ
、ト
ヨ
ク
モ
ノ
、

ウ
ヒ
ヂ
ニ
・
ス
ヒ
ヂ
ニ
、
ツ
ノ
グ
ヒ
・
イ
ク
グ
ヒ
、
オ
ホ
ト
ノ
ヂ
・
オ
ホ
ト
ノ
ベ
、

オ
モ
ダ
ル
・
ア
ヤ
カ
シ
コ
ネ
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
「
神
世
七
代
」
の
系
譜
に

つ
い
て
、「
国
土
大
地
の
生
成
」
を
描
く
も
の
と
す
る
従
来
の
諸
注
に
異
を
唱
え
、

男
女
の
対
偶
神
の
完
全
体
で
あ
る
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
成
立
す
る
ま
で
の
過

程
を
描
い
た
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
（「
神
世
七
代
の
系
譜
に
つ
い
て
」、『
古
典
と

現
代
第
49
号
』
所
収
、
一
九
八
一
年
）。
本
稿
で
は
そ
の
是
非
を
充
分
に
判
定
す
る

だ
け
の
準
備
は
な
い
が
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
男
女
の
対
存
在
の
神
秘
を
表

す
も
の
と
捉
え
る
本
稿
の
立
場
に
と
っ
て
、
示
唆
深
い
指
摘
で
あ
る
。

10 

本
居
宣
長
は
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
名
前
の
由
来
を
論
ず
る
際
、
こ
の
イ
ザ

ナ
キ
の
口
説
き
の
言
葉
を
先
取
り
す
る
形
で
、「
信マ
コ
トに
此
ノ
二
柱
ノ
神
、
遘
ミ
ト
ノ
マ
グ
ハ
ヒ
合
し

て
国
土
を
生ウ
ミ
ナ成
さ
む
と
し
て
、互タ
ガ
ヒに
誘イ
ザ
ナひ
催モ
ヨ
ホし
賜
へ
る
意
」（『
古
事
記
伝
』三
之
巻
、

『
本
居
宣
長
全
集
第
九
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
五
一
頁
）
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
あ
く

ま
で
も
名
前
の
由
来
に
関
す
る
限
り
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
互
い
に
誘
い
合

う
と
こ
ろ
の
も
の
を
、「
生
む
」
こ
と
に
限
定
す
る
見
解
に
は
従
い
が
た
い
。

11 

大
野
晋
ほ
か
編
『
岩
波
古
語
辞
典
』（
岩
波
書
店
）「
く
や
し
」
の
項
に
拠
る
。

12 

日
常
的
な
共
存
が
ひ
と
の
代
理
可
能
性
を
必
然
的
な
構
成
要
素
と
し
て
含
み
持
つ

こ
と
は
、ハ
イ
デ
ガ
ー『
存
在
と
時
間
』第
四
十
七
節
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
代
理
不
能
性
を
己
れ
の
死
の
み
に
限
定
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
へ

の
疑
義
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
死
の
問
題
」（『
理
想N

o.677

』

理
想
社
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
の
こ
と
。

13 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『
日
本
書
紀
①
』（
小
学
館
）三
五
頁
。
以
下
、『
日
本
書
紀
』

か
ら
の
引
用
は
同
シ
リ
ー
ズ
に
拠
る
。

14 

『
日
本
書
紀
』
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
神
避
」
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
を
訪
ね
る
話
は
、
第
五

段
の
一
書
の
第
六
・
九
・
十
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

15 

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
で
は
、「
伊
耶
那
美
神
を
指
す
と
と
る
の

が
一
般
的
だ
が
、
須
佐
之
男
命
は
身
を
す
す
い
で
成
っ
た
神
で
あ
り
、
父
母
か
ら

生
れ
た
神
で
は
な
い
か
ら
、
な
お
不
審
が
残
る
」
と
し
て
い
る
。
古
来
繰
り
返
し
問

わ
れ
て
来
た
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
本
居
宣
長
が「
抑
三
柱
ノ
貴
ウ
ヅ
ノ

御ミ

コ子
神
な
ど
は
、

伊
邪
那
岐
ノ
大
神
の
御ミ
ミ
ソ
ギ禊
に
こ
そ
成
リ
坐
つ
れ
、
伊
邪
那
美
ノ
命
の
生ウ
ミ

坐
る
神
等タ
チ

に
は

非ア
ラ

ぬ
を
、
妣ハ
ハ

と
白
シ
賜
ふ
は
い
か
に
と
云
に
、
か
の
御
禊
に
成
坐
る
神
た
ち
は
、
元モ
ト

を
尋
ぬ
れ
ば
、
み
な
伊
邪
那
美
ノ
命
の
黄ヨ

ミ泉
の
穢ケ
ガ
レ悪
よ
り
起オ
コ

れ
る
が
故
に
、
其
時
の

十
四
柱
ノ
神
た
ち
も
、
猶
伊
邪
那
美
ノ
命
を
以
て
御
母
と
す
る
な
り
」
と
論
じ
て
い

る
の
に
従
っ
て
お
き
た
い（『
古
事
記
伝
』七
之
巻
、前
掲
全
集
九
巻
三
〇
二
頁
）。『
古

事
記
』
に
お
い
て
引
き
続
き
語
ら
れ
る
「
う
け
ひ
」
の
場
面
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
自

身
の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
物も
の
ざ
ね実
」
に
よ
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
の
成
ら

し
め
た
神
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
子
と
さ
れ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
物
実
」
に
よ
っ
て
ス
サ
ノ

ヲ
の
成
ら
し
め
た
神
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ

ノ
ヲ
ら
の
神
々
が
イ
ザ
ナ
ミ
の
「
黄
泉
の
穢
悪
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
が
ゆ
え
に
、
イ

ザ
ナ
ミ
を
「
御
母
と
す
る
」
の
だ
と
捉
え
る
宣
長
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、「
う
け
ひ
」
に
な

ぞ
ら
え
て
言
え
ば
、「
黄
泉
の
穢
悪
」
を
「
物
実
」
と
見
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

16 

佐
藤
正
英
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
怒
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、「「
妣
が
国
」
に
往
き
た
い
と

い
う
ス
サ
ノ
ヲ
の
発
し
た
言
葉
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
対
を
形
作
る
こ
と
を
断
念
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
痛
み
を
あ
ら
た
め
て
イ
ザ
ナ
キ
に
想
起
さ
せ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の

過
剰
な
希
求
は
、
イ
ザ
ナ
キ
に
と
っ
て
他
人
事
で
は
な
く
、
自
身
が
内
に
押
し
こ

め
た
希
求
で
も
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
へ
の
恋
慕
の
情
は
そ
の
い
き
さ
つ
を
語
っ
て
い

る
。
し
か
し
世
俗
時
空
で
あ
る
葦
原
中
国
を
整
序
す
る
に
は
過
剰
な
希
求
を
内
に

押
し
こ
め
、
断
念
す
る
ほ
か
に
手
だ
て
は
な
か
っ
た
。
そ
の
痛
み
が
ス
サ
ノ
ヲ
に

対
す
る
怒
り
と
な
っ
て
イ
ザ
ナ
キ
を
捉
え
る
の
で
あ
る
」（『
古
事
記
神
話
を
読
む
』

青
土
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
九
頁
）
と
論
じ
て
お
り
、
本
稿
の
論
述
も
そ
う
し
た

佐
藤
の
見
解
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
佐
藤
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
さ

ら
に
論
を
進
め
て
、「
過
剰
な
希
求
へ
の
衝
迫
に
駆
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
定
住
す

べ
き
家
郷
を
世
俗
時
空
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
流
離
し
続
け
る
ほ
か
な
い
こ

と
を
イ
ザ
ナ
キ
は
直
知
し
て
」
お
り
、
そ
の
こ
と
を
「
お
ま
え
は
引
き
受
け
る
こ
と

に
な
る
の
だ
と
イ
ザ
ナ
キ
は
傍
目
に
は
理
不
尽
と
も
映
る
怒
り
の
か
た
ち
で
ス
サ

ノ
ヲ
に
伝
え
て
い
る
」
の
だ
と
述
べ
る
。
そ
う
解
釈
す
る
論
拠
を
特
に
佐
藤
は
明
示

し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
申
し
出
を
イ
ザ
ナ
キ
が
却
下
す
る

の
で
な
く
、「
然
ら
ば
、
汝
は
、
此
の
国
に
住
む
べ
く
あ
ら
ず
」
と
、
怒
り
を
示
し

つ
つ
も
結
局
は
容
認
し
て
い
る
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

解
釈
し
て
し
ま
う
と
、
イ
ザ
ナ
キ
が
「
葦
原
中
国
を
整
序
す
る
」
た
め
、「
イ
ザ
ナ

ミ
へ
の
恋
慕
の
情
」
を
自
覚
的
に
「
内
に
押
し
込
め
」、「
断
念
」
し
た
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
、
禁
を
破
っ
て
イ
ザ
ナ
ミ
の
醜
い
姿
を
見
た
イ
ザ
ナ
キ
が
「
見
畏
み
て
逃

げ
還
」
っ
た
と
い
う
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
物
語
の
核
心
に
関
わ
る
部
分
が
見
失
わ

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
イ
ザ
ナ
キ
が
「
千
引
の
石
」
を
置
い
て
「
黄

泉
ひ
ら
坂
」
を
塞
い
だ
の
も
、
桃
の
実
に
よ
っ
て
「
黄
泉
軍
」
を
撃
退
し
た
あ
と
に

イ
ザ
ナ
ミ
ひ
と
り
で
尋
ね
て
来
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
葦
原
中
国
を
守
る
た

め
と
い
う
よ
り
は
、
己
れ
自
身
の
裏
切
り
や
躓
き
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
を
主
要

な
動
機
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
イ
ザ
ナ
ミ
へ
の
〈
恋
の
情
念
〉
が
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イ
ザ
ナ
キ
に
お
い
て
、
内
に
押
し
込
め
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
願
望
と
な
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
五
節
で
改
め
て
論
じ
て
い
る
。

17 
本
稿
で
直
接
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
像
の
歴
史
的
な
展
開
に
つ
い

て
は
、
田
尻
祐
一
郎
「
ス
サ
ノ
ヲ
の
変
貌
―
中
世
神
道
か
ら
吉
川
神
道
へ
」（『
季
刊

日
本
思
想
史N

o.47

』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）、
お
よ
び
同
「「
中
臣
祓
」
と

ス
サ
ノ
ヲ
」（『
日
本
思
想
史
―
そ
の
普
遍
と
特
殊
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
七
年
）

に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
っ
た
。

18 

折
口
信
夫
が
ス
サ
ノ
ヲ
・
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
ら
出
雲
系
の
神
に
、
情
念
の
あ
り
の
ま

ま
に
振
る
舞
う
神
の
理
想
形
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
を

参
照
の
こ
と
。

19 

「
方
向
性
が
な
い
」
と
い
う
言
葉
遣
い
は
、
相
良
亨
の
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述

を
念
頭
に
置
い
て
、
用
い
て
い
る
。「
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
感
情
と
人
命
は
絶
対

に
尊
重
す
べ
き
だ
と
い
う
哲
学
と
は
ち
が
う
。
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
感
情
は
、

時
に
人
命
尊
重
と
な
り
、
時
に
道
連
れ
心
中
と
な
る
。
日
本
人
を
動
か
し
て
い
る

の
は
こ
の
感
情
で
あ
っ
て
、
哲
学
で
は
な
い
。
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
感
情
は
、

状
況
に
よ
っ
て
い
か
な
る
行
為
で
も
お
し
出
す
。
内
部
に
行
動
を
歯
止
め
す
る
も

の
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
方
向
性
を
も
た
な
い
」（『
増
補
版
・
誠
実
と

日
本
人
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
八
年
、
一
三
頁
）。

20 

『
日
本
書
紀
』
の
本
文
で
は
、
神
代
第
八
段
の
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ

退
治
の
末
尾
に
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
の
生
ま
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
た
後
、
第
九
段
の
冒

頭
で
ニ
ニ
ギ
の
誕
生
が
語
ら
れ
て
、
す
ぐ
さ
ま
天
孫
降
臨
の
物
語
へ
と
移
行
し
て

い
る
。
一
書
で
は
、
第
八
段
の
一
書
の
第
六
で
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
と
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ

に
よ
る
国
作
り
が
語
ら
れ
、
第
九
段
の
一
書
の
第
二
で
「
皇
孫
」
が
「
顕
露
事
」
を

治
め
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
が
「
幽
事
」
を
治
め
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
関
し
て
も
統
治
の
こ
と
が
主
題

と
な
っ
て
お
り
、『
古
事
記
』
の
語
る
よ
う
な
恋
物
語
は
、
本
文
だ
け
で
な
く
一
書

も
含
め
て
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

21 

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
で
は
、「
婦
女
に
淫
け
た
ま
ふ
」
と
い
う

記
述
を
、
軽
郎
女
と
の
姦
通
を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
が
、「
暴
虐
」
に
つ
い
て
具

体
的
な
内
実
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
淫
行
の
方
だ
け
を
二
十
年
近
く
前

の
事
件
に
特
定
し
て
理
解
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
こ

こ
は
穴
穂
皇
子
の
皇
位
継
承
の
正
当
性
を
示
す
た
め
、
軽
太
子
の
人
間
性
を
語
っ

た
記
述
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
む
し
ろ
軽
郎
女
の
配
流
以
後
に
も
「
婦
女
に
淫
け
」

る
よ
う
な
善
か
ら
ぬ
振
る
舞
い
が
続
い
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
見
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

22 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
に
お
い
て
、
悲
劇
の
も
た
ら
す
カ
タ
ル
シ
ス
に
つ
い

て
直
接
に
触
れ
て
い
る
の
は
第
六
章
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
九
・
十
三
・
十
四
・
十
五

章
な
ど
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
は
多
い
。

23 

本
居
宣
長『
石
上
私
淑
言
』
巻
二
の
第
七
十
四
項
に
拠
る（
新
潮
日
本
古
典
集
成『
本

居
宣
長
集
』
新
潮
社
）。

24 

『
紫
文
要
領
』
で
は
、「
親
の
許
さ
ぬ
女
を
思
ふ
も
、
親
の
許
さ
ぬ
男
に
逢
ふ
も
、
み

な
教
へ
に
そ
む
け
り
。
悪
と
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
る
を
物
語
に
は
そ
の
悪
を

ば
棄
て
て
か
か
は
ら
ず
、
そ
の
物
の
哀
れ
を
知
る
を
も
て
よ
し
と
す
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
（
前
掲
『
本
居
宣
長
集
』
八
九
頁
）。

25 

こ
う
し
た
宣
長
の
姿
勢
に
鋭
く
切
り
込
み
、
前
期
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
か
ら
後

期
の
神
道
論
へ
と
至
る
一
貫
し
た
道
筋
を
描
き
取
っ
た
の
が
、
相
良
亨『
本
居
宣
長
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
後
に
講
談
社
学
術
文
庫
で
再
刊
）
で
あ
る
。

宣
長
論
と
し
て
、
今
な
お
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
こ
で
は
簡
略
に
済
ま
せ

る
が
、
相
良
の
宣
長
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
宣
長
に
つ
い
て
論

じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

26 

本
居
宣
長
『
直
毘
霊
』（
前
掲
全
集
九
巻
）
五
一
〜
六
〇
頁
。

27 

近
親
相
姦
を
例
に
挙
げ
、
聖
人
の
教
え
の
伝
わ
ら
な
か
っ
た
古
代
日
本
は
禽
獣
同

然
の
社
会
で
あ
っ
た
と
す
る
儒
者
に
対
し
て
、
異
母
の
兄
弟
姉
妹
間
の
婚
姻
は
禁

止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
反
論
す
る
の
は
、
師
の
賀
茂
真
淵
に
倣
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
真
淵
の
場
合
は
、『
国
意
考
』
で
、「
此
国
の
い
に
し
へ
の
は
ら

か
ら
を
、
兄
弟
と
し
、
異
母
を
ば
兄
弟
と
せ
ず
、
よ
り
て
、
古
へ
は
人
情
の
直
け

れ
ば
、
は
ら
か
ら
通
ぜ
し
こ
と
は
な
く
て
、
異
母
兄
弟
の
通
ぜ
し
は
常
に
多
し
。

た
ま
〳
〵
は
ら
か
ら
の
通
ぜ
し
を
お
も
き
つ
み
と
せ
し
也
」（
日
本
思
想
大
系
『
近

世
神
道
論
・
前
期
国
学
』
岩
波
書
店
、
三
八
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
軽
太

子
・
軽
郎
女
の
よ
う
に
同
母
の
兄
妹
で
通
じ
て
罪
と
さ
れ
た
例
も
念
頭
に
立
論
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
真
淵
が
理
想
と
す
る
古
代
の「
直
き
心
」
が
、
同
時
に「
悪
」

を
含
み
得
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
宣
長

の
場
合
は
、
儒
者
へ
の
批
判
の
性
急
さ
の
あ
ま
り
、
古
代
の
日
本
に
道
が
実
現
さ

れ
て
お
り
、
道
が
な
か
っ
た
の
は
中
国
の
方
で
あ
る
と
断
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
た

め
に
、
齟
齬
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

28 

和
辻
哲
郎
「
推
古
時
代
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
仕
方
に
つ
い
て
」（『
日
本
精
神
史
研

究
』
所
収
）
に
拠
る
。
な
お
、
和
辻
が
非
道
徳
性
を
含
み
持
つ
「
日
本
的
恋
愛
」
に

思
想
的
可
能
性
を
見
出
し
つ
つ
も
、
倫
理
学
体
系
に
お
い
て
は
そ
れ
を
排
除
す
る
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こ
と
に
な
っ
た
次
第
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
和
辻
哲
郎
に
お
け
る
「
恋
愛
」
概
念
の

葛
藤
に
つ
い
て
」（『
東
北
哲
学
会
年
報N

o.28

』
東
北
哲
学
会
、
二
〇
一
二
年
）
を

参
照
の
こ
と
。

29 
前
掲
の
相
良
亨
『
誠
実
と
日
本
人
』
は
、
日
本
人
が
伝
統
的
に
重
視
し
て
き
た
「
真

情
の
純
粋
性
」
や
「
温
か
い
心
」
こ
そ
が
「
道
連
れ
心
中
」
を
生
み
出
し
て
い
る
と
し

て
、
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
ま
た
近
年
で
は
、
栗
原
剛
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
情
死
の
可
能
性
」（『
季
刊
日
本
思
想
史N

o.80

』ぺ
り
か
ん
社
、二
〇
一
二
年
）が
、

理
念
と
し
て
の
情
死
と
そ
れ
に
対
す
る
疑
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

30 

和
辻
哲
郎
の
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
が
、
近
代
の
国
民
道
徳
論
と
の
対
決
を
目
指

し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
か
え
っ
て
和
辻

の
議
論
が
超
国
家
主
義
的
主
張
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
和
辻
『
日

本
倫
理
思
想
史
』（
岩
波
文
庫
版
㈠
〜
㈢
、
二
〇
一
一
年
）所
収
の
拙
論「
解
説
１
」

「
解
説
２
」「
解
説
３
」
を
参
照
の
こ
と
。

※
本
論
文
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
C
（
課
題
番
号23520004

）
の
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。




