
野

　

上

　

弥

　

生

　

子

　

の

　

方

－
　
『
迷
路
』
と
能
楽
　
－

法

野
上
弥
生
子
の
長
篇
小
説
「
迷
路
」
の
中
に
そ
の
曲
名
の
み
え
る
能
楽
は
2
1
曲
を

数
え
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
牽
段
に
よ
っ
て
そ
の
現
わ
れ
方
に
偏
り
は
あ
る
が
、

と
も
か
く
こ
れ
だ
け
の
曲
を
登
場
さ
せ
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
効

果
、
あ
る
い
は
役
割
を
も
た
せ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
察
で
き
る
。

昭
和
三
十
二
年
二
月
号
の
雑
誌
『
文
芸
』
で
の
平
野
課
と
の
対
談
転
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
や
り
と
り
が
み
え
る
。

平
野
　
あ
の
江
島
と
い
う
老
人
を
、
お
能
に
凝
ら
せ
た
の
は
、
現
世
的
な
も
の
を

越
え
た
美
的
な
も
の
を
、
と
に
か
く
あ
の
老
人
の
中
に
封
じ
こ
め
た
い
、
と
い

う
よ
う
な
お
考
え
が
…
・
‥

野
上
　
え
え
、
つ
ま
り
彼
も
一
つ
の
真
理
の
探
求
者
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
日
本
の
文
化
の
中
で
非
常
に
狭
め
ら
れ
て
は
い
て
も
、
最
も
純
粋
な

形
で
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
、
そ
う
い
う
糞
を
通
じ
て
彼
が
身
を
も
っ
て
生
き
よ

う
と
し
て
い
る
ん
で
す
ね
…
…
美
と
い
う
も
の
は
亡
び
な
い
っ
て
い
う
、
そ
う

い
う
シ
ソ
ボ
ル
と
し
て
、
あ
れ
を
持
っ
て
釆
た
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
。
（
『
野

上
弥
生
子
全
集
』
別
巻
一
）

こ
こ
で
は
作
中
人
物
の
一
人
江
島
宗
通
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
江
島

老
人
の
考
察
は
小
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
に
み
え
る
個
々
の

能
楽
、
そ
れ
ら
の
曲
目
が
作
者
に
よ
っ
て
な
ぜ
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら

宮

　

尾

　

俊

　

彦

い
か
な
る
効
果
が
生
じ
て
い
る
か
、
そ
こ
を
考
え
よ
う
と
い
う
の
が
私
の
意
図
で
あ

る。

「
あ
る
じ
は
ま
た
良
人
と
云
ふ
よ
り
先
生
で
、
友
達
で
、
兄
妹
で
、
勉
強
仲
間

で
あ
っ
た
。
」
（
「
先
生
で
あ
り
友
達
で
あ
っ
た
良
人
」
昭
1
3
）

そ
の
英
文
学
者
で
あ
っ
た
野
上
豊
一
郎
の
よ
き
読
書
指
導
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
ギ

リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神
話
や
中
世
騎
士
物
語
等
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
の
秀
れ
た
翻
訳
が

生
ま
れ
た
。
小
説
家
野
上
弥
生
子
が
生
ま
れ
た
の
も
そ
こ
か
ら
で
あ
っ
た
。
夏
目
漱

石
を
師
と
し
た
夫
か
ら
、
漱
石
山
房
等
々
に
お
け
る
漱
石
や
だ
れ
か
れ
の
話
を
聞
か

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
作
へ
の
眼
が
開
け
、
の
ち
に
は
漱
石
の
知
遇
を
得
、
そ
の

推
挽
に
よ
っ
て
文
壇
に
登
場
す
る
と
い
う
幸
運
を
得
た
。
そ
し
て
そ
の
後
も
豊
一
郎

は
小
説
家
弥
生
子
の
よ
き
理
解
者
で
あ
り
、
厳
し
い
批
評
家
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
そ
の
畳
l
部
は
英
文
学
者
で
あ
る
と
共
に
、
能
楽
研
究
者
と
し
て
も
秀
れ
た

業
績
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
花
伝
書
」
「
申
楽
談
儀
」
等

の
能
楽
論
書
の
校
注
、
『
解
註
・
轟
曲
全
集
』
　
の
編
著
、
研
究
書
と
し
て
の
　
『
能
・

研
究
と
発
見
』
『
世
阿
弥
元
清
』
等
の
刊
行
、
そ
し
て
戦
前
の
能
楽
研
究
の
集
大
成
と

も
い
う
べ
き
『
能
楽
全
事
』
の
霹
修
等
宗
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
畳
表
の
勧
め
に
　
3
5
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よ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
弥
生
子
と
能
楽
の
か
か
わ
り
は
深
く
、
長
い
も
の
が
あ
る
。
弥

生
子
が
い
つ
か
ら
能
楽
に
か
か
わ
り
、
嘉
曲
を
習
い
姶
め
た
か
、
今
つ
ま
び
ら
か
で

は
な
い
が
、
彼
女
の
小
説
に
初
め
て
能
楽
が
登
場
す
る
の
は
、
出
産
と
い
う
自
己
の

体
験
に
材
を
得
た
「
母
上
様
」
と
い
う
小
品
か
ら
で
あ
る
（
明
4
3
・
6
・
2
5
『
ホ
ト

ト
ギ
ス
』
）
。
初
め
て
の
子
育
て
に
て
こ
ず
っ
て
い
た
若
妻
が
、
よ
う
や
く
観
能
に
行

く
余
裕
を
得
た
と
い
っ
た
話
で
、
寂
し
い
郊
外
の
住
居
と
華
麗
な
九
段
の
能
舞
台
、

子
育
て
の
せ
わ
し
さ
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
能
楽
の
世
界
と
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い

る
。
「
蝉
丸
」
「
演
政
」
「
船
弁
慶
」
の
曲
名
が
み
え
る
が
、
特
に
小
説
の
内
容
と
か

か
わ
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

つ
づ
く
作
品
は
「
虫
干
の
半
日
」
（
明
4
4
・
1
0
『
婦
人
画
報
』
）
で
、
十
二
、
三
枚

の
小
品
で
あ
る
。
秋
の
一
日
、
着
物
の
虫
干
か
ら
能
衣
裳
の
虫
干
の
話
と
な
り
、
や

が
て
「
松
風
」
観
能
の
折
の
思
い
出
へ
と
移
っ
て
い
く
。

松
風
の
話
か
ら
私
共
は
な
ほ
い
ろ
く
な
能
に
関
す
る
面
の
話
だ
の
装
束
の
話

な
ど
を
つ
ゞ
け
た
。
旧
藩
主
が
田
舎
の
古
い
蔵
に
秘
め
て
ゐ
た
或
装
束
を
、
此
頃

に
調
べ
て
見
た
と
こ
ろ
、
久
し
く
手
入
れ
を
怠
っ
た
為
め
に
、
ポ
ロ
く
に
虫
ぽ

ん
で
、
す
っ
た
金
箔
や
、
刺
繍
の
彩
糸
は
そ
の
昔
の
ま
ゝ
な
が
ら
、
手
に
と
れ
ば

た
ゞ
煙
の
や
う
に
ほ
こ
り
の
や
う
に
散
る
と
い
ふ
話
は
、
「
朽
ち
行
く
錦
」
と
云

ふ
美
し
い
幻
影
を
私
の
頭
の
車
に
描
か
せ
た
。

と
い
っ
た
夫
婦
間
の
や
り
と
り
が
つ
づ
い
て
い
る
。
全
体
が
能
楽
に
か
か
わ
る
も
の

で
、
作
者
夫
妻
の
あ
る
一
日
を
そ
の
ま
ま
措
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
引
用
し
た
「
旧

藩
主
が
云
々
」
は
、
「
迷
路
」
　
〝
故
郷
″
の
章
の
阿
藤
家
の
能
装
束
調
査
の
く
だ
り

の
素
材
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
の
「
松
風
」
「
葵

上
」
等
の
曲
目
や
そ
の
内
容
も
、
作
品
の
構
成
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
弥
生
子
の
作
品
に
能
楽
が
早
く
か
ら
登
場
す
る
の
は
、
そ
の

環
境
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

能
・
謡
曲
は
野
上
弥
生
子
の
日
常
生
活
の
中
に
深
く
入
り
込
み
、
調
和
し
て
い

た
。
夫
豊
一
郎
が
昭
和
九
年
三
月
の
い
わ
ゆ
る
〝
法
政
騒
動
″
忙
よ
っ
て
辞
任
に
追

い
込
ま
れ
た
折
の
夫
婦
の
会
話
は
、
こ
ん
な
風
に
な
さ
れ
る
。

「
（
前
略
）
あ
な
た
の
お
能
の
『
郡
部
』
み
た
い
に
、
五
十
年
も
有
年
も
過
ぎ

た
と
思
つ
た
の
が
ほ
ん
の
一
瞬
だ
っ
た
の
と
。
」

「
郡
部
か
。
そ
れ
に
し
て
も
二
十
五
年
の
夢
は
す
こ
し
長
か
つ
た
ね
。
」

「
い
い
え
、
丁
度
い
い
時
に
覚
め
た
の
よ
。
」

（
「
小
鬼
の
歌
」
昭
1
0
）

昭
和
二
十
五
年
、
そ
の
夫
の
臨
終
に
近
い
枕
元
で
は
「
大
原
御
幸
」
が
妻
に
よ
っ

て
謡
わ
れ
、（

桜
間
弓
川
は
）
彼
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
心
か
ら
の
嘆
き
を
見
せ
、
す
で
に

帰
還
し
て
い
た
竜
馬
さ
ん
と
二
人
で
、
霊
前
に
「
江
口
」
の
キ
リ
を
手
向
け
て
く

れ
た
。
ま
た
三
周
忌
に
は
私
か
ら
板
ん
で
桜
間
さ
ん
の
シ
テ
、
松
本
謙
三
さ
ん
の

ワ
キ
、
そ
れ
に
宝
生
弥
一
さ
ん
と
阿
倍
さ
ん
が
地
に
加
わ
り
、
「
隅
田
川
」
を
う

た
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
謡
で
十
五
へ
ん
繰
り
返
し
て
唱
え
ら
れ
る
南
無
阿
弥
陀

仏
は
、
い
か
な
る
名
僧
知
識
の
読
経
よ
り
も
散
人
に
は
う
れ
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う

と
信
じ
て
い
る
。
（
「
桜
間
弓
川
さ
ん
の
こ
と
」
昭
3
4
）

な
お
、
こ
の
文
章
の
中
に
は
、

彼
が
専
攻
の
英
文
学
を
捨
て
た
か
た
ち
で
能
の
研
究
に
転
向
し
た
の
は
、
桜
間

さ
ん
の
お
父
さ
ん
で
、
宝
生
九
即
と
な
ら
ん
で
名
人
と
讃
え
ら
れ
た
当
時
の
伴

馬
、
後
の
左
陣
の
至
芸
に
魅
惑
さ
れ
た
の
が
契
横
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
、
（
後

略）
と
、
豊
一
郎
と
能
楽
と
の
か
か
わ
り
の
〓
鞘
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
私
の
東
京
の
家
に
は
『
鬼
女
山
房
』
、
北
軽
の
離
室
に
は
『
山
姥
居
』
の

額
が
か
け
て
あ
る
。
」
（
私
の
散
歩
道
」
昭
3
4
）
と
弥
生
子
は
書
い
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
能
楽
に
ゆ
か
り
の
命
名
で
あ
る
。

二

前
節
で
、
弥
生
子
の
初
期
作
品
に
能
楽
が
登
場
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
本
節
で
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は
そ
の
能
楽
と
小
説
作
品
の
構
成
や
作
中
人
物
の
心
情
あ
る
い
は
事
柄
と
の
か
か
わ

り
、
そ
の
曲
の
果
し
て
い
る
役
割
、
効
果
に
つ
い
て
、
大
正
十
五
年
発
表
の
小
説

「
大
石
良
雄
」
を
取
り
上
げ
て
少
し
く
分
析
し
て
み
た
い
。

昭
和
十
五
年
、
岩
波
文
庫
第
十
一
刷
の
改
版
に
際
し
て
、
著
者
自
身
の
付
し
た
解

題
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
大
石
良
雄
お
よ
び
忠
臣
蔵
に
つ
い
て
知
り
得
た
新
し
い

史
実
に
も
と
づ
い
て
、
作
者
が
新
し
い
大
石
像
、
忠
臣
蔵
像
を
と
い
う
意
欲
を
も
っ

て
取
り
組
ん
だ
創
作
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
作
品
に
み
え
る
能

楽
は
「
蝉
丸
」
「
融
」
「
羅
生
門
」
「
小
袖
曽
我
」
の
四
曲
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
前

二
曲
に
は
特
に
深
い
意
味
を
も
た
せ
て
お
ら
ず
、
山
科
の
地
に
関
係
し
て
内
蔵
之
助

が
、
「
『
蝉
丸
』
の
道
行
や
『
融
』
の
名
所
教
で
親
し
ん
で
ゐ
る
自
然
を
朝
夕
、
目
の

前
に
見
て
暮
ら
す
」
こ
と
の
楽
し
さ
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
他
方
、
「
羅
生

門
」
「
小
袖
曽
我
」
が
登
場
す
る
の
は
、
京
阪
の
同
志
が
い
よ
い
よ
打
入
り
の
最
後

の
決
断
を
し
た
会
合
の
後
の
酒
宴
の
席
で
あ
る
。

（
前
略
）
酒
宴
が
開
か
れ
た
。
人
々
は
深
い
悦
び
と
一
緒
に
深
い
感
慨
を
以
っ

て
杯
を
取
交
し
た
。
皆
ん
な
で
内
蔵
之
助
を
取
り
囲
ん
で
斯
ん
な
気
拝
で
酒
で
も

飲
む
と
云
ふ
の
は
、
幾
月
ぶ
り
の
こ
と
か
知
れ
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
彼
等
の
歓

喜
は
、
頓
て
段
々
廻
っ
て
来
た
快
い
醇
に
連
れ
て
、
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
。
浅
野

家
流
儀
の
喜
多
流
を
長
く
噛
ん
で
、
嘉
に
も
拍
子
に
も
精
通
し
て
ゐ
た
一
人
の
老

人
は
、
そ
の
時
「
羅
生
門
」
の
小
謡
を
う
た
ひ
出
し
た
。
坂
光
の
四
天
王
が
春
雨

の
夕
に
酒
を
汲
ん
で
頼
み
あ
る
友
情
を
讃
美
す
る
と
云
ふ
そ
の
一
節
は
、
武
士
達

の
酒
宴
に
よ
く
帯
ほ
れ
る
平
凡
な
小
謡
で
あ
っ
た
が
、
時
に
取
っ
て
相
応
は
し
か

っ
た
の
で
、
一
座
は
深
い
感
動
を
以
っ
て
耳
傾
け
た
。

こ
こ
で
い
う
「
羅
生
門
」
の
小
謡
と
は
、

と
も
な
ひ
語
ら
う
諸
人
に
、
御
酒
を
サ
ム
め
て
盃
を
、
と
り
ど
り
な
れ
や
梓

弓
、
や
た
け
心
の
一
つ
な
る
、
つ
は
も
の
の
交
は
り
、
額
み
あ
る
中
の
酒
宴
か

な。
の
一
節
で
あ
る
。
大
江
山
の
鬼
を
討
ち
果
し
た
源
額
光
が
、
そ
の
四
天
王
を
集
め
て

の
酒
宴
の
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
ち
ら
は
、
額
光
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
内
蔵
之
助

を
中
心
に
、
弥
猛
心
を
敵
討
ち
と
い
う
本
望
に
向
け
て
一
つ
に
し
（
や
た
け
心
も
ひ

と
つ
な
る
）
、
互
に
信
じ
合
え
る
同
志
の
酒
宴
（
強
者
の
交
は
り
、
疎
み
あ
る
中
の

酒
宴
か
な
）
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
時
に
取
っ
て
相
応
は
し
」
い
小
謡
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
顔
光
速
は
既
に
大
江
山
の
鬼
を
従
え
る
と
い
う
野
望
を
な
し
遂
げ
て
い

る
が
、
そ
れ
も
こ
れ
か
ら
敵
討
ち
を
や
り
と
げ
よ
う
と
す
る
浪
士
た
ち
に
と
っ
て
は

膏
兆
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
集
う
た
同
志
の
人
々
の
心
情
に
深

く
結
び
つ
い
た
曲
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

小
説
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
続
く
。
「
と
、
今
度
は
原
稔
右
衛
門
が
彼
に
地
を
析
ん
で

立
ち
上
り
、
『
小
袖
曽
我
』
の
キ
リ
を
舞
っ
た
。
」

こ
の
曲
は
、
「
曽
我
兄
弟
が
敵
討
ち
を
決
心
し
て
母
に
告
別
に
行
っ
た
が
、
弟
の

時
敦
は
母
の
意
に
背
い
て
出
家
を
よ
し
て
以
来
、
勘
当
の
身
の
上
と
な
っ
て
ゐ
る
の

で
、
そ
れ
を
兄
の
祐
成
が
申
し
直
し
、
兄
弟
互
ひ
に
感
泣
し
て
出
か
け
る
と
い
ふ
筋

で
、
兄
弟
の
友
愛
が
主
題
に
な
っ
て
ゐ
る
」
（
『
解
註
・
詳
曲
全
集
』
巻
五
。
以
下

「
謡
曲
全
集
」
と
言
う
。
）
。
こ
の
曲
の
キ
リ
は
、
勘
当
の
許
し
を
得
た
兄
弟
が
、
そ

の
母
の
「
い
か
に
両
面
l
さ
し
舞
ひ
侯
へ
」
の
こ
と
ば
を
受
け
て
兄
弟
相
舞
の
男
舞

と
な
る
。
「
富
士
野
の
御
狩
の
折
を
得
て
、
年
来
の
敵
、
本
望
を
遂
げ
ん
と
、
互
に

患
ふ
隈
意
の
煩
、
」
と
そ
の
一
節
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
浪
士
た
ち
の
思
い

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
曽
我
の
敵
討
ち
が
「
富
士
野
の
御
狩
の
折
を
得
て
」
本

望
を
遂
げ
た
ご
と
く
、
忠
臣
蔵
は
膏
良
の
茶
会
の
折
を
得
て
成
就
す
る
。
「
胸
の
煙

を
富
士
瓦
に
、
晴
ら
し
て
月
を
清
見
が
関
に
、
終
に
は
そ
の
名
を
留
め
な
ば
兄
弟
・

親
孝
行
の
、
た
め
し
に
な
ら
ん
解
し
き
よ
。
」
と
「
小
袖
曽
我
」
は
終
る
が
、
赤
穂

の
浪
士
た
ち
も
や
が
て
あ
っ
ぱ
れ
忠
臣
と
し
て
の
名
を
後
世
に
と
ど
め
る
こ
と
と
な

る
。
「
男
舞
を
相
舞
で
舞
ふ
の
は
そ
の
友
愛
協
心
の
表
現
で
あ
る
」
と
『
謡
曲
全
集
』

の
解
説
は
い
う
。

小
説
で
は
こ
の
場
面
転
次
い
で
内
蔵
之
助
に
l
曲
謡
う
こ
と
を
所
望
す
る
が
、
彼

は
酔
っ
て
い
る
こ
と
を
口
実
に
固
辞
し
て
つ
い
に
謡
わ
な
い
。
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内
蔵
之
助
は
自
分
の
拒
絶
で
一
座
の
興
を
殺
ぐ
の
を
怖
れ
な
が
ら
、
な
ん
に
も

す
る
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
ロ
で
云
ふ
捻
ど
酔
っ
て
ゐ
る
の
で
も
な
か
っ
た
。

い
つ
ま
で
杯
を
重
ね
て
も
、
今
夜
の
酒
の
味
は
徒
ら
に
青
を
刺
す
の
み
で
あ
っ

た
。
内
蔵
之
助
は
朱
塗
の
大
燭
台
を
と
も
し
連
ね
た
広
間
で
、
人
庚
の
笑
声
と
歓

語
に
取
り
捲
か
れ
な
が
ら
、
た
だ
一
人
空
山
の
洞
に
坐
し
て
ゐ
る
よ
り
淋
し
か
つ

た
。
そ
の
寂
蓼
と
孤
独
が
何
処
か
ら
生
じ
た
か
は
、
彼
自
身
に
も
分
ら
な
か
っ

た。「
謡
や
能
の
好
き
な
」
内
蔵
之
助
が
、
こ
の
よ
う
な
席
で
番
う
こ
と
を
固
辞
し
、

寂
蓼
と
孤
独
の
世
界
に
い
る
。
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
生
じ
た
も
の
な
の
か
、
彼
自
身
に

も
分
ら
な
か
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
設
定
ね
こ
そ
こ
の
作
品
の
主
題
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
作
者
は
前
述
の
文
庫
本
の
解
題
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

赤
穂
義
士
の
復
讐
の
裏
面
に
ひ
そ
む
も
の
に
就
い
て
私
に
語
っ
て
く
れ
た
の

は
、
故
星
野
日
子
四
郎
氏
で
あ
る
。
主
君
の
仇
を
討
つ
と
云
ふ
武
士
道
の
徳
操
を

輝
や
か
し
た
彼
等
も
、
皆
が
皆
は
じ
め
の
決
心
で
ゆ
る
ぎ
な
く
遇
進
し
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
弛
緩
も
あ
り
、
遼
巡
も
生
じ
、
意
見
の
対
立
も
出
来
た
。

大
石
良
雄
そ
の
人
も
ま
た
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
よ
り
は
遮
っ
た
人
物
で
、
生
れ
の
よ

い
、
睾
艮
な
弱
い
人
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
引
き
ず
る
よ
り
は
引
き
ず
ら
れ
る

債
向
虹
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
最
後
の
行
動
に
ま
で
彼
を
引
き
ず
っ
て
行
っ
た
急
進

分
子
と
雉
、
純
粋
な
復
讐
の
理
念
と
と
も
に
、
失
職
し
た
武
士
の
経
済
問
題
が
あ

っ
た
の
だ
、
と
云
ふ
説
き
方
は
私
の
心
を
打
っ
た
。

こ
こ
で
大
石
が
好
き
な
謡
を
う
た
え
な
か
っ
た
の
は
、
「
率
直
な
悦
び
で
夢
中
に

な
っ
て
ゐ
る
」
同
志
た
ち
に
対
す
る
己
れ
の
優
柔
不
断
と
妄
執
の
多
い
心
、
更
に

は
、
本
当
は
敵
討
ち
を
望
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
己
れ
自
身
に
対
す

る
疑
惑
と
不
信
の
念
が
働
い
た
故
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
た
時
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
能
楽
、
謡
曲
の
役
割
は
大
切
に

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
野
上
弥
生
子
に
は
謡
曲
に
原
拠
を
置
く
戯
曲
が
三
作
あ
る
。
「
藤
戸
」
（
大

9
）
「
郡
部
」
（
大
9
）
「
綾
鼓
」
（
大
1
1
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
謡
曲
と
戯
曲
と
を
あ

ま
り
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
牽
強
付
会
の
気
味
も
あ
る
が
、
私
に
は
戯
曲
時
代

に
な
っ
て
、
弥
生
子
が
戯
曲
に
手
を
つ
け
た
こ
と
に
は
帝
曲
の
下
地
が
も
の
い
っ
て

い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
」
（
全
集
月
報
7
「
野
上
弥
生
子
の
世
界
」
六
）
と
瀬
沼

茂
樹
は
い
っ
て
い
る
。
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
弥
生
子
に
は
上
述
の
三
作

品
が
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
原
拠
と
し
た
爵
曲
と
弥
生
子
の
戯
曲
と
の
比

校
を
簡
単
に
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
「
藤
戸
」
で
あ
る
が
、
こ
の
曲
は
『
平
家
物
語
』
を
原
典
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
源
平
合
戦
の
折
、
藤
戸
の
滑
の
浅
瀬
を
漁
夫
に
教
え
ら
れ
た
佐
々
木
盛
綱
が
先

陣
を
と
り
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
そ
の
他
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
盛
綱
は
そ
の

浅
瀬
の
秘
密
が
漏
れ
る
こ
と
を
怖
れ
て
、
漁
夫
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
や
が
て
領
主

と
し
て
や
っ
て
き
た
盛
綱
に
、
漁
夫
の
母
な
る
老
婆
が
恨
み
を
述
べ
る
。
盛
綱
は
漁

夫
の
霊
を
慰
め
る
べ
く
管
絃
辞
を
催
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悪
霊
の
水
神
と
な
っ
て

恨
み
を
晴
ら
さ
ん
と
企
て
て
い
た
漁
夫
の
執
念
も
和
げ
ら
れ
て
、
成
仏
得
脱
の
身
と

な
っ
て
円
満
な
結
末
を
迎
え
る
、
と
い
っ
た
筋
の
曲
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
戯
曲
に
は

漁
夫
の
霊
は
登
場
せ
ず
、
老
婆
の
恨
み
も
晴
れ
な
い
ま
ま
、
理
想
の
政
治
を
志
し
た

盛
綱
の
夢
は
は
か
な
く
も
挫
折
し
、
再
び
武
人
と
し
て
戦
場
に
命
を
か
け
る
身
と
な

る
盛
網
の
苦
悩
が
も
っ
ぱ
ら
措
か
れ
る
。
供
養
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
と
い
う
仏
教
思

想
に
よ
る
安
易
な
解
決
を
採
ら
ず
、
生
命
の
尊
さ
を
強
調
す
る
近
代
的
発
想
が
こ
の

戯
曲
に
は
み
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
「
郡
部
」
で
あ
る
が
、
謡
曲
は
故
事
に
も
と
づ
い
て
型
通
り
の
「
郡
部
一

炊
の
夢
」
を
な
ぞ
っ
て
い
る
が
、
戯
曲
に
お
い
て
は
壮
大
な
人
生
ド
ラ
マ
が
く
り
広

げ
ら
れ
る
。

慮
生
は
夢
中
で
楚
国
の
王
と
な
り
、
理
想
の
政
治
、
理
想
の
愛
を
求
め
る
。
楚
国

は
豊
か
で
強
大
で
、
万
全
の
国
と
患
わ
れ
て
い
た
が
、
国
家
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
権
謀

術
数
や
臣
下
の
陰
謀
や
欲
望
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
中
で
、
王
は
夢
を
失
い
、
無
薪

の
日
々
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
二
十
年
後
、
王
妃
や
三
人
の
姫
た
ち
に
か
こ
ま
れ
る
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王
は
、
彼
女
ら
の
我
執
に
や
が
て
絶
望
の
渕
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
く
、
と
い
っ
た

筋
で
あ
る
。
結
末
は
原
典
と
同
じ
こ
と
に
な
る
が
、
「
都
会
と
田
舎
、
む
し
ろ
自
然

を
礼
讃
す
る
作
者
の
心
が
出
て
い
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
」
と
瀬
沼
は
い
う
。

「
綾
鼓
」
は
、
謡
曲
「
綾
鼓
」
の
翻
案
で
あ
る
が
、
構
成
は
ま
っ
た
く
同
じ
と
い

っ
て
よ
い
。

所
は
筑
前
国
木
の
丸
殿
を
、
バ
グ
ダ
ッ
ト
の
都
に
近
い
ラ
ソ
ド
の
離
宮
と
戯
曲
で

は
し
て
い
る
が
、
木
の
丸
殿
は
む
ろ
ん
行
在
所
で
あ
り
、
戯
曲
は
そ
れ
を
離
宮
と
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
鼓
を
か
け
た
の
は
両
者
と
も
桂
の
木
で
あ
り
、
鼓
に
は
む
ろ

ん
蘭
草
で
織
っ
た
綾
が
張
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
廃
掃
き
の
老
人
も
羊
飼
の
若
者
も

共
に
絶
望
し
て
池
に
身
を
投
げ
、
そ
の
後
池
の
波
の
音
が
鼓
の
音
の
よ
う
に
聞
こ
え

て
く
る
と
こ
ろ
も
同
じ
で
あ
る
。

さ
て
舞
台
は
バ
グ
ダ
ッ
ト
に
移
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
物
語
を
ア
ラ
ビ
ヤ
ソ
・

ナ
イ
ト
の
世
界
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
可
思
議
な
出
来
事
に
真
実
性
を
与
え
よ

う
と
の
意
図
で
あ
ろ
う
。
ま
た
能
楽
で
は
綾
の
鼓
の
た
く
ら
み
を
女
御
の
も
の
と

し
、
女
御
は
老
人
の
恨
み
に
よ
っ
て
狂
乱
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
戯
曲
で

は
そ
れ
を
王
の
た
く
ら
み
と
し
、
王
妃
は
羊
飼
い
に
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
羊
飼
い
の
出
現
も
予
言
の
実
現
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
ょ
っ
て
必
然
化

さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
、
卑
賎
な
老
人
の
不
釣
合
い
な
恋
よ
り
も
自
然
で
あ

ろ
う
か
。
戯
曲
「
綾
鼓
」
で
は
、
鼓
が
三
度
鳴
っ
て
王
妃
は
池
に
か
け
つ
け
、
羊
飼

い
を
追
っ
て
身
を
投
げ
て
死
ぬ
が
、
王
は
羊
飼
い
と
の
約
束
を
破
る
こ
と
が
で
き

ず
、
王
妃
を
引
き
止
め
る
こ
と
も
せ
ず
に
立
ち
つ
く
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
瀬
沼
は

「
愛
欲
が
王
の
権
威
以
上
に
強
力
な
こ
と
を
童
話
風
に
暗
示
し
た
」
と
評
し
て
い

る
。
「
野
上
弥
生
子
は
謡
曲
を
枠
に
し
て
、
謡
曲
と
は
逆
に
知
性
的
に
劇
的
世
界
を

つ
く
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
」
と
も
い
う
。

能
楽
は
弥
生
子
の
日
常
生
活
の
中
に
深
く
入
り
込
み
、
調
和
し
て
い
た
、
と
先
に

述
べ
た
が
、
当
然
そ
れ
は
創
作
の
世
界
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
女

は
そ
れ
に
近
代
的
な
意
義
と
合
理
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
か
し
た
の
で
あ

る。

戦
後
の
小
説
「
秀
幸
と
利
休
」
（
昭
3
7
・
3
8
）
の
中
に
も
能
楽
は
登
場
す
る
が
、

弥
生
子
の
周
到
な
用
意
を
示
す
こ
ん
な
話
を
古
川
久
は
語
る
。

大
作
「
秀
膏
と
利
休
」
が
『
中
央
公
論
』
に
載
り
出
し
た
の
は
、
三
十
七
年
l

月
か
ら
だ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
の
こ
ろ
能
研
へ
お
電
話
が
あ
っ
た
と
い
う
。
お
尋

ね
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
御
伽
衆
の
l
人
の
大
村
由
己
法
権
に
作
ら
せ
、
金

春
大
夫
安
原
の
節
づ
け
で
秀
青
が
自
ら
演
じ
た
能
「
明
智
討
」
に
つ
い
て
で
、
能

研
に
は
と
く
に
資
料
ら
し
い
も
の
も
な
い
と
お
答
え
し
た
と
又
聞
き
に
聞
い
た
。

（
全
集
月
報
1
0
「
能
研
と
野
上
さ
ん
」
）

「
能
研
」
と
は
、
野
上
記
念
と
角
番
を
も
つ
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
の
略
称
で
、

能
楽
研
究
の
権
威
で
法
政
の
総
長
ま
で
つ
と
め
た
畳
一
郎
を
顕
彰
し
て
設
立
さ
れ

た。

こ
こ
で
弥
生
子
が
問
い
合
わ
せ
た
「
明
智
討
」
は
こ
の
作
品
中
に
幾
度
も
登
場

し
、
こ
の
曲
に
な
ら
っ
て
秀
書
は
、
朝
鮮
・
明
国
征
討
を
題
材
と
す
る
「
唐
御
陣
」

な
る
曲
を
新
作
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
に
対
す
る
利
休
の
「
唐
御
陣
が
、
明

智
討
ち
の
や
う
に
い
け
ば
で
せ
う
が
。
」
の
二
言
が
、
の
ち
に
石
田
三
成
の
知
る
と

こ
ろ
と
な
り
、
利
休
逆
心
の
証
と
さ
れ
、
彼
を
滅
亡
へ
と
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
の
結
末
は
能
楽
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
作
者
が
わ
ざ
わ
ざ
能
研
ま
で
問
い
合
わ
せ
る
ほ
ど
の
用
意
を
し
た
ゆ
え
ん
が
あ
ろ

員
ノ
〇

三

∧
平
野
＞
そ
の
場
合
に
、
こ
の
江
島
と
い
う
老
人
を
、
お
能
に
凝
ら
せ
た
の
は
、

現
世
的
な
も
の
を
越
え
た
美
的
な
も
の
を
、
と
に
か
く
あ
の
老
人
の
中
に
封
じ
こ

め
た
い
、
と
い
う
よ
う
な
お
考
え
が
…
・
‥

＜
野
上
＞
え
え
。
つ
ま
り
彼
も
一
つ
の
真
理
の
探
求
者
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す

ね
。
そ
れ
で
日
本
の
文
化
の
中
で
非
常
に
狭
め
ら
れ
て
は
い
て
も
、
最
も
純
粋
な
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形
で
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
、
そ
う
い
う
葉
を
通
じ
て
、
彼
が
身
を
も
っ
て
生
き
よ

う
と
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
も
し
後
の
こ
と
を
書
け
ば
そ
う
い
う
こ
と

に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
古
い
も
の
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
結

局
、
そ
れ
の
否
定
転
お
い
て
新
し
く
蘇
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
こ
ん
ど
の
戦
争
で

日
本
が
死
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
は
、
新
し
く
蘇
え
る
契
機
な
ん
で
す
か
ら
ね
。
美

っ
て
い
う
も
の
は
亡
び
な
い
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
シ
ソ
ポ
ル
と
し
て
、
あ
れ
を

持
っ
て
釆
た
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
。

冒
頭
に
も
引
い
た
こ
の
平
野
蔀
と
の
対
談
は
、
小
説
「
迷
路
」
完
結
後
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
数
々
の
能
楽
は
江
島
宗
通
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

り
、
こ
こ
で
弥
生
子
は
江
島
老
人
と
能
楽
と
の
こ
の
作
品
に
お
け
る
意
義
を
説
明
し

注
2

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
別
の
対
談
で
は
荒
正
人
に
「
お
能
を
や
っ
て
い

る
宗
通
が
、
文
化
の
永
遠
性
に
つ
い
て
云
々
す
る
最
後
の
粂
り
は
多
少
首
を
か
し
げ

ま
し
た
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。

ま
た
、
『
図
書
新
聞
』
の
「
回
転
椅
子
」
欄
に
は
「
『
迷
路
』
を
完
成
し
た
野
上
弥

生
子
」
と
い
う
記
事
が
載
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

『
迷
路
』
の
中
に
度
々
登
場
す
る
髄
に
つ
い
て
お
き
き
す
る
と
、

「
始
め
の
意
図
と
違
っ
て
、
長
い
も
の
に
な
り
ま
す
と
作
中
人
物
が
独
立
性
を

持
っ
て
し
ま
い
、
私
が
追
い
か
け
て
行
く
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
が
こ

う
書
こ
う
と
か
、
あ
あ
書
こ
う
と
か
思
っ
て
も
ど
う
に
も
な
る
も
の
じ
ゃ
な
い
で

すね。」
と
謙
虚
に
ほ
と
ん
ど
能
に
触
れ
よ
う
と
は
し
な
い
が
、
も
ち
静
、
野
上
豊
一
郎
氏

の
能
研
究
を
よ
く
消
化
さ
れ
て
深
い
造
詣
の
所
持
者
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
こ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
ど
こ
ろ
か
全
く
こ
の
作
品
に
お
け
る
能
楽
の
役
割
を
説
明

し
て
い
な
い
。
平
野
と
の
対
談
に
お
い
て
も
、
具
体
的
に
登
場
す
る
曲
目
の
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
、
効
果
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
が
な
い
。
一
方
、
昭
和
三
十
一
年
九
月
五

日
の
弥
生
子
の
日
記
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

辞
界
』
の
創
作
は
私
の
は
か
に
は
武
田
さ
ん
。
彼
の
ど
す
暗
く
妖
気
の
漂
ふ

筆
致
に
は
ア
イ
芸
体
臭
を
か
ん
じ
き
言
や
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
作
為
は
露
　
4
0

骨
す
ぎ
、
ま
た
不
自
然
を
免
か
れ
な
い
。
ス
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ソ
が
要
求
す
る
以
上

に
ア
イ
ヌ
の
風
習
を
措
き
す
ぎ
る
と
こ
ろ
も
欠
点
。
し
か
し
こ
れ
は
私
の
「
能
」

に
も
通
ず
る
非
難
か
も
知
れ
な
い
。
呵
々
。

前
月
八
月
二
十
劇
日
に
は
「
迷
路
」
は
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分

は
「
迷
路
」
全
篇
に
わ
た
る
作
者
白
身
の
反
省
と
も
い
え
よ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
迷
路
」
の
中
の
能
、
謡
曲
に
つ
い
て
は
発
表
当
初
か
ら
注

目
さ
れ
て
き
た
し
、
作
者
自
身
も
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
に

つ
い
て
の
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
そ
の
「
ス
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ

ソ
」
と
能
楽
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
し
て
み
た
い
。
現
行
数
音
曲
と
い
わ
れ
る
曲
目

の
中
か
ら
、
作
者
が
こ
の
作
品
の
中
に
書
き
こ
ん
だ
の
は
2
1
曲
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
れ

ら
の
曲
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
し
て
い
か
な
る
効
果
を
も
た

ら
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
あ
た
り
を
探
ろ
う
と
患
う
。

「
迷
路
」
に
曲
名
が
見
え
る
能
楽
は
前
述
の
ご
と
く
2
1
曲
で
あ
る
。
そ
れ
を
章
別

に
記
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

＜
熊
掌
と
爪
∨
　
松
風

＜
江
島
宗
通
∨
　
郡
部
　
遊
行
柳
　
山
姥
　
槍
垣
　
熊
野
　
雷
電
　
卒
塔
婆
小
町

隅
田
川
　
恋
の
重
荷
　
歌
占

∧
秋
＞
　
楊
貴
妃
　
安
宅
　
道
成
寺
　
遅
々

＜
歴
史
＞
　
郡
部
　
小
原
御
幸

＜
方
船
の
人
々
∨
　
山
姥
　
槍
垣
　
卒
塔
婆
小
町
　
遅
々
　
鷺
．
羽
衣
　
閑
寺
小

町
　
姥
捨
　
俊
寛

複
数
の
章
に
み
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
江
島
宗
通
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
登
場
す

る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
能
楽
曲
に
つ
い
て
、
場
面
と
の
か
か
わ

り
、
効
果
な
ど
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

∧
松
風
＞
　
三
保
子
は
六
畳
の
居
間
に
端
座
し
て
、
「
松
風
」
の
曲
ま
ひ
か
ら
キ
リ
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注
5

ま
で
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
練
習
し
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
一
方
を
夫
人
の
細
つ
そ
り

し
た
右
の
肩
で
支
へ
ら
れ
、
紐
の
朱
の
い
ろ
も
黄
い
ろ
つ
ぼ
く
寂
び
た
烏
胴
の
鼓

は
、
松
風
村
雨
の
憂
愁
と
と
も
に
、
打
ち
手
の
秘
め
た
念
ひ
を
も
い
っ
し
ょ
に
包

み
こ
ん
で
、
玉
の
や
う
な
音
を
た
て
た
。
（
熊
掌
と
爪
）

今
は
阿
藤
子
爵
夫
人
で
あ
る
三
保
子
に
は
、
若
い
頃
遠
縁
の
貧
し
い
恋
人
が
い

た
。
し
か
し
阿
藤
家
と
の
縁
談
に
際
し
、
色
恋
と
結
婚
は
別
だ
と
し
て
あ
の
優
し
い

祖
母
が
無
慈
悲
に
も
そ
の
伸
を
裂
い
た
。
一
方
、
能
「
松
風
」
は
、
須
磨
に
流
講
の

在
原
行
平
と
松
風
、
村
雨
と
い
う
姉
妹
の
海
女
の
物
語
で
、
や
が
て
許
さ
れ
て
都
に

帰
っ
た
行
平
へ
の
恋
慕
の
情
の
激
し
さ
が
主
題
で
あ
る
。
「
曲
ま
ひ
か
ら
キ
リ
ま
で
」

と
は
、
「
あ
は
れ
い
に
し
へ
を
、
思
ひ
出
づ
れ
ば
懐
し
や
」
で
始
ま
り
松
風
狂
乱
の

部
分
に
続
く
、
今
は
会
え
な
い
恋
人
を
し
の
ぶ
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
三

保
子
の
再
び
会
え
ぬ
恋
人
曹
長
へ
の
思
い
と
重
な
り
、
作
者
は
そ
れ
を
「
打
ち
手
の

秘
め
た
念
ひ
を
も
い
っ
し
ょ
に
包
み
こ
ん
で
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
松
風
の
狂

乱
は
、
三
保
子
と
い
う
異
常
な
、
魔
性
の
女
性
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

な
お
、
三
保
子
の
打
つ
　
「
鳥
胴
の
鼓
」
は
、
弥
生
子
が
轟
の
師
匠
尾
上
始
太
郎
か

ら
譲
り
受
け
た
鼓
が
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
。
「
尾
上
始
太
郎
さ
ん
が
あ
る
時
、
神
田
明

神
下
の
古
道
具
屋
で
鼓
が
目
に
と
ま
っ
て
買
い
求
め
ら
れ
、
幸
祥
光
さ
ん
の
家
で
よ

く
調
べ
て
み
た
ら
、
胴
に
幸
小
左
衛
門
の
極
付
が
あ
り
、
擬
人
も
あ
っ
て
『
黒
い
胴

で
大
変
い
い
鼓
』
と
の
こ
と
で
」
と
座
談
会
で
も
語
り
、
随
筆
「
二
つ
の
鼓
」
（
昭

2
）
で
も
同
様
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
鳥
胴
と
か
擬
人
な
ど
に
無
知
の
者
に
は
猫

に
小
判
の
叙
述
で
あ
る
が
、
弥
生
子
に
は
愛
着
の
深
い
鼓
で
あ
る
。

＜
耶
鄭
＞
　
江
島
宗
通
の
午
陸
の
熟
睡
ぶ
り
の
比
愉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。寝

つ
く
の
も
早
く
、
「
耶
邸
」
　
の
シ
テ
の
慮
生
が
、
寝
台
を
塾
ど
つ
た
作
り
物

の
一
畳
台
に
飛
び
こ
ん
だ
途
端
、
夢
中
の
帝
王
ら
し
く
寛
寛
と
眠
っ
て
し
ま
ふ
や

う
に
、
（
江
島
宗
通
）

と
あ
る
。
一
方
、
「
歴
史
」
の
章
に
出
て
く
る
「
耶
邸
」
は
、
東
条
首
相
の
父
親
が

ワ
キ
宝
生
の
弟
子
筋
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
時
々
軽
い
役
で
狩
り
出
さ
れ
、
「
郡
部
」

の
輿
か
き
な
ど
に
も
よ
く
出
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
で
す
が
同
じ
舞
台
に
い
た
し
て
も
、
父
親
の
ヮ
キ
ヅ
レ
や
輿
か
き
と
は
達

ひ
、
東
条
も
こ
の
た
び
は
日
本
を
し
ょ
っ
て
の
、
む
し
ろ
、
東
亜
の
共
栄
圏
一
帯

の
運
命
を
身
一
つ
に
引
き
受
け
て
の
大
役
で
す
か
ら
、
か
う
な
れ
ば
、
近
衛
の
や

う
で
は
な
く
ど
こ
ま
で
も
膜
を
す
ゑ
ま
せ
う
し
、
ま
た
そ
れ
で
行
っ
て
茸
は
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
1
－
－
」

と
続
い
て
い
る
。

＜
遊
行
柳
∨
　
倍
音
の
た
め
に
こ
れ
か
ら
舞
お
う
と
す
る
「
遊
行
柳
」
の
キ
リ
の
ノ

リ
地
の
調
子
を
と
っ
て
い
た
宗
通
の
も
と
へ
、
二
・
二
六
事
件
の
報
告
に
弟
秀
逸
が

訪
ね
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
「
天
体
の
運
行
の
や
う
に
正
確
」
な
宗
適
の
日
常
生
活
、

「
今
年
ば
か
り
の
風
」
を
も
厭
う
そ
の
生
活
に
も
た
ら
さ
れ
た
血
な
ま
や
さ
い
事
件

の
報
知
で
あ
っ
た
。
こ
の
激
し
い
風
に
吹
か
れ
て
、
「
露
も
木
の
葉
も
散
り
ぢ
り
に

な
り
果
て
て
残
る
朽
木
と
、
な
り
に
け
り
」
（
キ
リ
の
ノ
リ
地
の
詞
章
）
と
い
っ
た

運
命
が
、
日
本
の
国
に
も
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
二
一
六
事
件
は

宗
通
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
雪
の
日
の
事
変
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
桜
田
門
外
で
の
祖
父

の
死
へ
の
思
い
に
つ
ら
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

＜
山
姥
＞
　
山
姥
は
、
わ
が
妄
執
を
晴
ら
し
給
へ
と
云
っ
た
り
す
る
が
、
結
局
、
妄

執
を
晴
ら
す
こ
と
な
ど
は
問
題
で
は
な
く
、
最
後
に
山
廻
り
を
永
久
に
続
け
る
や

う
な
暗
示
が
示
さ
れ
て
あ
る
。
（
中
略
）
善
悪
不
二
と
も
観
じ
ら
れ
、
邪
正
一
知

と
も
観
じ
ら
れ
る
。
さ
う
い
っ
た
大
乗
至
極
の
談
理
を
内
に
裏
ん
で
、
こ
の
怪
奇

な
超
自
然
的
妖
精
を
暫
く
人
間
に
遊
ば
し
て
、
花
を
尋
ね
、
月
を
求
め
、
雪
に
興

じ
て
、
狂
言
綺
語
の
戯
れ
を
さ
せ
る
所
が
眼
目
で
あ
る
。
（
謡
曲
全
集
六
）

妄
執
を
晴
ら
す
も
晴
ら
さ
ぬ
も
問
題
で
は
な
い
。
煩
悩
も
菩
提
も
同
一
現
象
の
裏

表
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
あ
り
の
ま
ま
に
生
き
、
思
う
ま
ま
に
振
舞
う
生
き
方
で
い

い
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
「
山
姥
」
の
主
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
宗
通
の
生

き
方
に
も
つ
な
が
る
。
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柳
は
線
、
花
は
紅
の
い
ろ
い
ろ
で
、
人
間
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
生
き
方
が
あ
れ
ば

こ
そ
、
こ
の
世
は
お
も
し
ろ
い
、
と
観
ず
る
思
ひ
ほ
、
彼
が
今
日
ま
で
生
き
た
生

き
方
を
、
み
ぢ
ん
も
変
へ
ず
押
し
通
さ
う
と
す
る
あ
ら
た
な
肯
定
で
あ
っ
た
。

（
江
島
宗
通
）

戦
乱
に
向
か
う
時
世
、
万
物
流
転
、
世
の
中
が
ど
の
よ
う
に
移
り
動
い
て
も
、
己

れ
の
生
き
方
を
貫
き
通
そ
う
と
す
る
決
意
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

こ
の
曲
は
再
度
終
章
の
「
方
船
の
ひ
と
」
に
登
場
す
る
。

「
（
前
略
）
方
船
へ
乗
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
さ
ま
ざ
ま
あ
る
わ
け
だ

が
、
わ
し
の
気
拝
か
ら
す
れ
ば
、
万
三
郎
、
串
前
を
ま
つ
発
き
に
乗
せ
て
や
り
た

い
。
お
も
へ
ば
こ
れ
も
妄
執
か
、
だ
ら
う
な
。
」

（
中
略
）
万
三
郎
に
わ
か
っ
た
の
は
最
後
の
「
山
姥
」
の
一
句
ぐ
ら
ゐ
で
あ
っ
た

ら
缶
ノ
。

そ
ん
な
妄
執
を
も
よ
し
と
す
る
の
が
、
「
山
姥
」
の
主
題
で
あ
る
。

∧
桧
垣
・
熊
野
＞
　
宗
通
は
能
見
物
を
し
て
も
常
に
ノ
ー
ト
を
手
に
覚
え
を
と
る
。

そ
の
例
と
し
て
こ
の
二
曲
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
別
な
意
味
は
な
い
。
「
筆
記

も
忘
れ
て
、
た
だ
お
も
し
ろ
し
、
お
も
し
ろ
し
と
見
る
や
う
な
能
が
、
一
遍
ぐ
ら
ゐ

見
た
い
も
の
だ
な
。
」
と
言
う
が
、
世
捨
て
人
を
自
認
す
る
宗
通
に
も
「
妄
執
」
は

つ
き
ま
と
う
。

∧
雷
電
∨
　
二
月
二
十
六
日
の
異
変
の
一
日
は
、
降
り
や
ま
ぬ
雪
で
早
く
暮
れ
た
。

宗
通
は
朝
よ
り
は
機
嫌
が
よ
く
、
晩
食
の
あ
と
の
謡
も
、
つ
ね
の
通
り
二
番
う
た

っ
た
。
一
番
は
「
雷
電
」
が
択
ば
れ
た
。
（
江
島
宗
通
）

こ
の
曲
の
選
ば
れ
た
理
由
は
は
っ
き
り
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
主
権
的
な
も
の

へ
の
反
抗
と
し
て
珍
ら
し
い
曲
柄
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
そ
し
て
「
文
句
や
、
型
で
表

現
さ
れ
る
激
し
い
愈
隋
と
隈
意
は
、
宗
通
の
こ
こ
ろ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
平
生

で
も
な
に
か
思
ひ
の
鬱
す
る
時
に
は
、
『
雷
電
』
が
よ
く
舞
は
れ
、
う
た
ほ
れ
る
の

である。」
謡
の
あ
と
の
大
鼓
は
再
び
「
雷
電
」
で
あ
り
、
「
う
た
ひ
終
へ
た
ば
か
り
の
キ
リ

が
く
り
返
し
、
く
り
返
し
打
た
れ
た
。
」
（
江
島
宗
通
）

竜
を
伴
ひ
、
黒
雲
に
乗
っ
て
、
内
裏
を
電
光
で
引
き
裂
い
て
荒
れ
狂
ふ
菅
公
の

怨
霊
な
る
雷
神
は
、
鎮
め
よ
う
と
す
る
僧
正
が
紫
簾
殿
で
祈
れ
ば
、
弘
微
殿
に
飛

び
、
僧
正
が
そ
こ
に
移
れ
ば
、
清
涼
殿
が
轟
然
た
る
雷
鳴
に
包
ま
れ
、
そ
の
清
涼

殿
で
祈
れ
ば
梨
壷
、
梅
壷
と
駈
け
め
ぐ
る
。
強
吟
の
激
し
い
段
章
で
蓑
は
さ
れ

た
、
法
力
と
、
雷
神
の
戦
ひ
が
、
大
鼓
特
有
の
厳
か
に
、
乾
い
た
、
あ
た
か
も
電

光
の
炸
裂
す
る
に
似
た
直
射
音
で
、
楽
券
そ
の
も
の
よ
り
は
、
打
ち
手
の
心
魂
か

ら
絞
り
だ
す
や
う
な
掛
け
声
を
伴
ひ
、
か
あ
ー
ん
、
か
あ
ー
ん
、
染
井
の
雪
の
夜

の
森
に
冴
え
て
ひ
び
い
た
。

こ
の
曲
の
主
題
は
「
菅
豆
粕
の
怨
霊
が
雷
電
の
鬼
神
と
な
っ
て
内
裏
を
荒
ら
し
宮

廷
人
に
報
服
し
ょ
う
と
し
た
が
、
天
台
座
主
の
法
力
に
打
ち
勝
ち
得
な
か
っ
た
こ
と

を
措
く
」
（
謡
曲
全
集
五
）
こ
と
に
あ
り
、
曲
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
終
る
。

こ
れ
ま
で
な
れ
や
宥
し
給
へ
、
開
法
秘
密
の
法
味
に
預
か
り
帝
は
天
満
大
自

在
、
天
神
と
贈
官
を
、
菅
重
箱
に
下
さ
れ
け
れ
ば
、
壊
し
や
生
き
て
の
恨
み
、
死

し
て
の
悦
び
こ
れ
ま
で
な
り
や
こ
れ
ま
で
と
て
、
黒
雲
に
う
ち
乗
っ
て
虚
空
に
上

ら
せ
給
ひ
け
り
。

道
真
の
怨
霊
は
屈
服
し
、
天
神
の
神
号
と
贈
官
を
得
て
退
散
す
る
。
つ
ま
り
、

「
主
権
的
な
も
の
へ
の
反
抗
」
は
膜
く
だ
け
に
終
る
の
で
あ
る
が
、
小
説
で
は
あ
く

ま
で
も
法
力
（
権
力
）
と
雷
神
と
の
戦
い
そ
の
も
の
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

宗
通
の
憤
怒
を
表
現
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

∧
卒
塔
婆
小
町
∨
　
「
卒
塔
婆
小
町
」
観
能
の
た
め
の
京
都
行
・
名
所
め
ぐ
り
・
金

閣
寺
・
足
利
義
満
・
世
阿
弥
と
い
う
連
想
の
中
に
位
置
す
る
曲
で
あ
る
。

彼
は
世
阿
弥
に
債
倒
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
庇
護
者
の
義
満
が
好
き
で
あ
り
、
同

じ
気
拝
で
尊
氏
を
も
好
い
て
ゐ
た
。
従
っ
て
彼
を
大
逆
人
と
し
た
、
同
時
に
ま
た

そ
れ
は
、
祖
父
江
島
近
江
守
を
許
賊
に
し
て
穀
さ
せ
た
、
水
戸
学
派
の
史
的
批
判

に
は
服
さ
な
か
っ
た
。
（
江
島
宗
通
）

古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
上
』
は
、
こ
の
曲
の
前
半
を
「
差
別
談
と
平
等
観
の
争
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い
で
、
宗
教
問
答
の
形
を
と
る
」
と
い
う
が
、
高
野
聖
の
正
論
を
「
悪
と
い
ふ
も
善

な
り
」
と
す
る
逆
縁
の
論
法
に
よ
っ
て
論
破
し
、
僧
を
し
て
「
頭
を
地
に
つ
け
て
、

三
度
礼
」
を
さ
せ
た
才
気
溢
れ
る
小
町
の
反
骨
ぶ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
宗
通
の
本
領
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
曲
を
登
場
さ
せ
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

「
方
船
の
ひ
と
」
で
も
再
び
、
こ
の
曲
を
老
女
物
の
代
表
と
し
て
登
場
さ
せ
る
。

「
卒
塔
婆
小
町
」
は
ど
う
だ
。
朽
ち
た
り
と
も
仏
体
を
尻
に
敷
い
て
、
ワ
キ
僧

に
沓
め
ら
れ
る
と
、
極
楽
の
う
ち
な
ら
ば
こ
そ
あ
し
か
ら
め
、
そ
と
は
な
に
か
は

苦
し
か
る
べ
き
と
、
洒
落
の
め
す
ば
あ
さ
ん
で
、
ま
た
深
草
の
少
将
の
首
夜
道
ひ

ま
で
学
ん
で
見
せ
る
。

宗
通
の
「
こ
こ
ろ
を
変
質
的
に
封
じ
て
ゐ
る
や
り
場
の
な
い
鬱
憤
と
騎
慢
」
は
、

こ
の
小
町
に
通
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

∧
隅
田
川
＞
　
こ
の
曲
の
主
題
を
「
子
を
慕
う
厨
親
の
心
」
と
す
る
こ
と
に
異
存
は

な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
は
宗
通
と
阿
藤
三
保
子
と
の
関
連
で
み
る
と
、
妻
子
の
な
い
宗

通
と
夫
も
子
も
あ
る
三
保
子
と
の
対
照
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
愚
鈍
な
夫
に
愛
情
を

持
て
な
い
三
保
子
は
、
わ
が
子
息
文
を
溺
愛
す
る
。
そ
の
子
ど
も
へ
の
愛
、
そ
れ
が

こ
こ
に
「
隅
田
川
」
を
登
場
さ
せ
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
三
人
の
子
に
教
育
マ
マ
的

と
も
言
う
べ
き
愛
情
を
注
い
で
き
た
弥
生
子
に
と
っ
て
、
こ
の
曲
は
身
に
つ
ま
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
彼
女
の
作
品
に
は
こ
の
曲
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。

∧
恋
の
重
荷
＞
　
類
曲
に
「
汝
鼓
」
が
あ
る
が
、
主
題
は
男
の
恋
の
執
念
で
あ
ろ

う
。
小
説
で
は
、
「
阿
藤
様
の
奥
様
が
お
見
え
に
な
っ
た
日
に
限
っ
て
、
『
恋
の
重

荷
』
を
お
出
し
に
な
り
ま
す
も
の
。
」
と
と
み
堅
言
わ
せ
て
い
る
。
老
人
の
高
貴
な

女
人
へ
の
恋
慕
と
い
う
意
味
で
、
と
み
ほ
こ
の
こ
と
を
関
の
口
説
に
し
て
い
る
。
た

だ
、
宗
通
は
庭
掃
き
の
老
人
の
よ
う
な
卑
脇
な
身
で
は
な
い
が
。

そ
れ
で
は
宗
通
の
三
保
子
に
対
す
る
心
情
は
ど
ん
な
も
の
か
。
「
秋
」
の
章
か
ら

引
用
し
ょ
う
。

三
保
子
の
内
証
ご
と
は
、
萬
た
く
、
優
雅
に
、
な
に
の
も
の
患
ひ
も
な
さ
さ
う

に
見
え
る
美
し
い
姿
に
隠
さ
れ
た
、
悲
し
い
女
の
人
間
的
な
苦
悩
の
現
ほ
れ
と
し

て
額
か
れ
、
な
ほ
も
愛
し
さ
、
あ
は
れ
さ
を
増
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
若
く
し
て

世
に
す
ね
、
憎
悪
や
、
反
揆
や
、
敵
意
の
み
が
ひ
た
す
ら
貯
へ
ら
れ
て
来
た
宗
通

の
暗
い
胸
の
秘
密
は
、
こ
の
一
片
の
薔
薇
に
よ
っ
て
、
わ
づ
か
に
ほ
の
暖
い
も
の

を
充
へ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ
か
つ
た
。

ま
た
、
「
好
き
な
こ
と
、
好
き
な
も
の
は
無
性
に
好
き
な
彼
が
、
彼
女
に
注
い
で

ゐ
る
奇
妙
な
、
父
親
め
い
た
偏
愛
の
甘
さ
」
と
も
あ
る
。

庭
掃
き
の
老
人
を
「
運
命
」
の
空
し
い
約
束
、
「
人
間
」
の
、
な
に
か
へ
の
絶
え

ざ
る
憧
れ
の
象
徴
と
考
え
、
「
今
日
ま
で
人
生
的
に
な
に
の
憧
れ
も
な
く
生
き
た
こ

と
（
中
略
）
希
望
も
期
待
も
も
た
ず
、
ま
た
憎
し
み
と
軽
蔑
は
あ
つ
て
も
、
他
を
愛

す
る
こ
と
は
知
ら
な
い
」
自
分
に
、
救
い
の
な
い
淋
し
さ
を
感
じ
る
瞬
間
、
宗
通
は

「
三
界
無
安
猶
火
宅
」
の
旬
を
切
実
に
思
う
。
そ
し
て
「
歌
占
」
の
曲
を
舞
う
こ
と

を
思
い
つ
く
の
で
あ
る
。

＜
歌
占
＞
　
「
狂
乱
し
て
地
獄
の
曲
舞
を
舞
は
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
」
（
謡
曲
全

集
三
）
。
そ
の
曲
舞
の
初
め
の
部
分
に
「
き
の
ふ
も
徒
ら
に
過
ぎ
、
け
ふ
空
し
く
暮
れ

な
ん
と
す
」
と
い
う
詞
旬
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
こ
の
時
の
宗
通
の
心
境
で
あ
っ
た
ろ

う
。
こ
の
曲
の
狂
乱
の
原
因
は
神
慮
に
逆
っ
た
ゆ
え
と
『
帯
曲
全
集
』
は
い
う
が
、

宗
通
も
ま
た
人
間
の
自
然
の
生
き
方
を
拒
否
し
た
が
ゆ
え
に
、
孤
独
地
獄
に
墜
ち
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

∧
楊
貴
妃
＞
　
「
秋
」
の
草
に
こ
の
曲
が
選
ば
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
弟
秀
通
の
シ

ナ
行
き
と
の
関
連
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
は
心
の
通
わ
な
い
三
保
子
夫
妻
と
対
照
的

な
、
相
思
相
愛
の
玄
宗
と
楊
貴
妃
を
、
と
い
っ
た
東
園
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

方
士
が
求
め
、
求
め
て
、
つ
ひ
に
楊
貴
妃
を
そ
こ
に
兄
い
だ
し
た
蓬
莱
官
の
や

う
な
超
現
実
の
仙
界
が
、
も
し
ど
こ
か
に
あ
つ
た
と
し
て
、
そ
こ
に
一
瞬
身
を
お

く
こ
と
で
人
間
の
愚
か
さ
、
み
に
く
さ
、
卑
し
さ
、
嫉
み
、
嘘
、
偽
り
の
l
切
を

脱
却
し
得
る
も
の
な
ら
、
そ
の
剰
郡
に
、
若
い
日
か
ら
の
生
涯
を
賭
け
て
も
惜
し

く
は
な
か
つ
た
、
と
き
へ
思
ほ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

現
世
か
ら
脱
却
す
る
方
途
と
し
て
の
能
楽
、
そ
の
現
世
と
は
明
治
以
来
の
近
代
日
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本
の
歩
み
が
も
た
ら
し
た
現
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
か
ら
脱
出
し
て
楊
貴
妃
の
仙
界

に
一
瞬
た
り
と
も
遊
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
宗
通
の
求
め
た
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
、
観
世
の
流
儀
に
な
い
「
玉
簾
」
の
小
事
で
舞
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、

宗
通
の
権
威
へ
の
挑
戦
、
時
流
へ
の
反
逆
の
意
図
が
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま

た
、
世
阿
弥
の
言
う
「
し
て
見
て
、
よ
き
に
つ
く
べ
し
」
の
実
践
で
も
あ
る
。

∧
安
宅
∨
　
疾
く
疾
く
立
て
や
、
手
束
弓
の
、
心
許
す
な
関
守
び
と
、
畷
申
し
て
さ

ら
ば
よ
と
て
、
笈
を
お
っ
取
り
、
肩
に
う
ち
掛
け
、
虎
の
尾
を
躇
み
、
毒
蛇
の
口

を
、
逃
が
れ
た
る
こ
こ
ち
し
て
、
陸
奥
の
国
へ
ぞ
、
下
り
け
る
。

息
子
に
召
集
の
か
か
る
の
を
怖
れ
る
梅
岩
万
三
郎
の
心
境
で
あ
る
。
著
者
が
徴
兵

検
査
を
受
け
、
兵
役
に
服
す
る
の
は
、
人
生
の
（
安
宅
の
）
関
所
を
通
ら
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

∧
道
成
寺
∨
　
シ
テ
の
激
し
い
気
迫
と
執
念
は
宗
通
の
そ
れ
に
通
う
も
の
が
あ
る
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
気
迫
と
執
念
が
、
「
小
鼓
の
烈
し
い
掛
け
声
と
、
気
の
こ
も
っ
た

打
音
と
が
、
極
め
て
長
い
休
拍
子
を
い
ち
い
ち
間
に
は
さ
ん
で
何
回
も
繰
り
返
さ
れ

る
」
（
古
典
文
学
大
系
）
と
い
う
乱
拍
子
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

∧
小
原
御
幸
∨
　
日
米
開
戦
の
±
l
月
の
あ
左
目
、
宗
通
は
と
み
に
、
今
度
こ
そ
は

本
格
の
修
羅
場
だ
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
地
獄
め
ぐ
り
と
患
っ
て
み
れ
ば
間
違
ひ
な
い
。
」

と
語
る
。
と
み
は
そ
れ
が
「
小
原
御
幸
」
か
ら
の
連
想
だ
と
知
っ
て
い
た
。
そ
こ
に

は、

女
院
は
六
道
の
有
様
正
に
御
覧
じ
け
る
と
か
や
。
仏
菩
薩
の
位
な
ら
で
は
見
給

ふ
事
た
き
に
不
審
に
こ
そ
侯
へ
。

と
あ
る
。
宗
通
は
そ
れ
を
受
け
て
「
仏
菩
薩
の
位
に
し
て
わ
づ
か
に
見
得
る
と
し
た

も
の
を
、
人
間
の
身
で
経
験
す
る
の
だ
。
」
と
覚
悟
す
る
の
で
あ
る
。
大
原
に
閑
居

の
身
の
建
礼
門
院
と
、
世
を
す
ね
て
染
井
に
隠
棲
す
る
宗
通
と
の
関
連
も
こ
こ
に
は

あ
ろ
う
。

∧
程
々
・
常
＞
　
扮
装
は
「
温
々
」
の
赤
ず
く
め
に
対
し
て
、
「
鷺
」
は
自
ず
く
め

で
あ
り
、
「
温
々
」
が
舞
台
を
唐
土
滞
陽
の
江
の
ほ
と
り
と
す
る
に
対
し
て
「
鷺
」

は
京
の
都
神
泉
苑
に
舞
台
を
と
る
と
い
う
よ
う
に
、
対
照
的
な
曲
を
並
べ
て
い
る
。

＜
羽
衣
＞
　
ノ
ア
の
方
船
と
の
比
較
対
照
上
選
ば
れ
た
曲
で
あ
ろ
う
。
「
荒
涼
と
し

て
幽
暗
な
泥
土
の
下
界
」
（
戦
敗
国
日
本
）
か
ら
昇
天
す
る
天
女
は
、
洪
水
か
ら
救

わ
れ
る
方
船
の
人
、
万
三
郎
そ
の
人
で
あ
る
。
万
三
郎
の
芸
こ
そ
が
、
派
土
の
日
本

に
白
光
を
放
た
せ
る
の
だ
と
宗
通
は
確
信
し
て
い
る
。

＜
関
寺
小
町
＞
　
主
題
は
栄
華
の
過
去
の
追
想
で
あ
り
、
「
終
に
は
老
の
常
の
、
首

噛
り
の
春
は
来
れ
ど
も
、
昔
に
帰
る
秋
は
な
し
。
あ
ら
来
し
方
恋
し
や
あ
ら
来
し
方

恋
し
や
。
」
と
請
う
、
こ
れ
が
宗
通
の
心
情
で
あ
っ
た
ろ
う
。

＜
姥
捨
・
梅
垣
・
卒
塔
婆
小
町
∨
　
宗
通
は
能
の
老
女
の
美
を
讃
え
て
芸
術
の
永
遠

を
説
き
、
戦
火
に
も
滅
び
な
い
と
す
る
。
ま
た
一
方
、
こ
れ
ら
老
女
物
に
共
通
す
る

執
念
、
妄
執
が
そ
の
ま
ま
宗
通
の
能
楽
へ
の
執
着
に
つ
ら
な
る
。
「
お
も
へ
ば
こ
れ

も
妄
執
か
、
だ
ら
う
な
。
」
と
自
嘲
す
る
。

＜
俊
寛
＞
　
万
三
郎
と
の
別
離
の
謡
に
選
ば
れ
た
曲
目
。
そ
の
意
図
は
「
方
船
と
、

鬼
界
ケ
島
へ
の
迎
ひ
の
船
と
、
行
く
も
の
、
残
さ
れ
る
も
の
へ
繋
が
る
お
も
ひ
か
ら

で
あ
っ
た
ら
う
。
」
と
は
っ
き
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。
意
志
に
反
し
て
残
さ
れ
る
俊

寛
と
、
自
ら
の
意
志
で
残
る
宗
通
、
赦
免
船
に
乗
る
は
康
板
、
成
経
の
二
人
で
残
る

は
俊
寛
た
だ
一
人
、
方
船
に
乗
る
は
万
三
郎
一
人
、
残
る
は
宗
通
と
と
み
。
「
俊
寛
」

を
踏
ま
え
な
が
ら
も
微
妙
に
変
化
を
も
た
せ
て
い
る
。

A
蛇
足
Ⅴ
宗
通
の
姓
江
島
は
、
膨
大
な
能
楽
資
料
を
収
蔵
し
て
い
た
鴻
山
文
庫
の

所
有
者
、
わ
ん
や
書
店
主
故
江
島
伊
兵
衛
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
迷
路
」
を
中
心
に
、
弥
生
子
の
小
説
と
能
楽
と
の
か
か
わ
り
を
み
て
き
た
。
彼

女
の
能
楽
へ
の
造
詣
と
親
灸
と
は
、
作
品
に
充
分
生
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

道
請
の
深
さ
を
ひ
け
ら
か
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
場
面
場
面
に
登
場
さ
せ

る
必
然
性
を
充
分
計
量
し
、
選
曲
し
て
い
る
こ
と
は
、
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

「
迷
路
」
に
お
け
る
能
楽
が
、
宗
通
に
の
み
か
か
わ
っ
て
登
場
す
る
の
も
そ
の
一
つ
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の
証
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
弥
生
子
は
滅
多
に
小
説
に
能
・
謡
曲
を
も
ち
込
ま
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

∧注＞1
　
「
歴
史
的
現
実
と
創
造
1
『
迷
路
』
を
め
ぐ
っ
て
1
」
（
昭
3
2
）

2
　
『
迷
路
』
を
終
っ
て
」
（
昭
3
1
）

3
　
国
事
新
聞
（
昭
3
1
・
9
・
2
9
）
（
全
集
月
報
1
9
所
収
）

4
　
『
世
界
』
十
月
号
に
は
「
迷
路
」
の
最
終
章
が
耽
り
、
武
田
泰
淳
「
森
と
湖
の
ま
つ

り
」
も
連
載
中
で
あ
っ
た
。

5
　
「
迷
路
」
（
『
中
央
公
論
』
昭
1
2
・
1
1
）
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

「
一
方
を
夫
人
の
細
つ
そ
り
し
た
肩
で
支
へ
ら
れ
、
春
め
い
て
お
ほ
ら
か
に
籠
も
っ
た
音

の
う
ち
に
松
風
村
雨
の
姉
妹
と
と
も
に
打
手
を
も
い
っ
し
ょ
に
包
み
と
み
な
が
ら
、
優
雅

な
鳥
胴
は
鳴
っ
た
。
」

※
　
本
稿
中
に
引
用
し
た
野
上
弥
生
子
の
作
品
は
、
全
て
第
Ⅰ
、
Ⅱ
期
の
『
野
上
弥
生
子
全

集
』
（
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。


