
秦
恒
平
﹁
慈
子
﹂
論
ノ
ー
ト

︱

揺
ら
ぐ
慈
子

︱

永

栄

啓

伸

平
成
二
十
四
年
四
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
五
巻
第
二
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
四
十
五
巻
第
二
号

平

成

二

十

四

年

四

月

十

日

秦
恒
平
﹁
慈
子
﹂
論
ノ
ー
ト

︱

揺
ら
ぐ
慈
子

︱

永

栄

啓

伸

□

要

旨

こ
の
作
品
は
︑
秦
恒
平
が
太
宰
治
賞
を
受
賞
す
る
以
前
に
﹃
斎
王
譜
﹄
と
題
さ
れ
て
自
費
出
版
さ
れ
︑
受
賞
後
︑
大
幅
に
改
稿
さ
れ
て
︑
単
行

本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
︒
そ
う
い
う
経
緯
を
も
つ
作
品
だ
け
に
︑
初
期
の
秦
文
学
の
特
徴
が
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
作
者
自
ら
︑
早
く
か
ら
言

う
よ
う
に
︑
︿
絵
空
事
﹀︿
身
内
﹀︿
死
な
れ
る
﹀︿
魂
の
併
存
﹀
な
ど
︑
秦
文
学
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
︑
漱
石
の
作
品

か
ら
得
ら
れ
た
着
想
で
あ
る
点
を
検
証
し
な
が
ら
︑
現
世
の
関
係
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
︿
絵
空
事
﹀
と
呼
ば
れ
る
世
界
︵
イ
デ
ア
ル

な
世
界
︶
の
﹁
私
﹂
と
慈
子
の
純
粋
な
愛
が
︑
現
実
の
世
界
︵
リ
ア
ル
の
世
界
︶
に
侵
食
さ
れ
︑
崩
壊
し
て
ゆ
く
と
き
︑
二
人
は
ど
う
立
ち
向
か

う
の
か
を
考
察
し
た
︒
慈
子
の
父
母
や
複
雑
な
家
系
の
遠
い
時
間
の
累
積
が
︑﹁
徒
然
草
﹂
の
成
立
考
を
背
景
に
し
て
︑
兼
好
・
奨
子
内
親
王
︑
朱

雀
光
之
・
肇
子
︑﹁
私
﹂・
慈
子
︑
の
哀
し
い
愛
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
物
語
の
重
層
構
造
に
も
注
目
し
な
が
ら
︑
慈
子
の
生
き
方
を
検
討
し
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

秦
恒
平

慈
子

来
迎
院
の
世
界

絵
空
事

身
内
観
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(１
︶
漱
石
﹃
こ
こ
ろ
﹄
の
受
容

か
つ
て
小
森
陽
一
が
﹁﹃
こ
こ
ろ
﹄
を
生
成
す
る
﹃
心
臓
ハ
ー
ト

﹄﹂︵
﹁
成
城
国
文
学
﹂
昭
和
六
○
・
三
︶
を
書
い
て
︑
そ
の
小
説
の
末
尾
の
読
み

と
し
て
︑﹁
私
﹂
と
﹁
奥
さ
ん
﹂
と
の
共
生
を
指
摘
し
た
︒
翌
昭
和
六
十
一
年
に
︑
秦
恒
平
は
戯
曲
﹁
心

わ
が
愛
﹂︵
俳
優
座
公
演
︶

を
書
き
︑
二
人
の
結
末
と
し
て
結
婚
を
描
い
た
︒
の
ち
︑
さ
ら
に
論
旨
を
明
確
に
し
た
﹁
漱
石
作
﹃
こ
こ
ろ
﹄
の
心
見

﹁
静
﹂
と
︑

静
か
な
心
と
﹂︵
﹁
新
潮
﹂
平
成
四
・
九
︶
を
発
表
し
た
︒
テ
ク
ス
ト
論
が
研
究
界
を
揺
る
が
せ
て
い
た
昭
和
六
十
年
代
︑
当
然
そ
の
読
み

を
め
ぐ
っ
て
︑
三
好
行
雄
が
反
論
し
て
︑︿
こ
こ
ろ
﹀
論
争
と
も
言
う
べ
き
応
酬
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

七
年
後
︑
小
森
は
﹁﹁
私
﹂
と
い
う
︿
他
者
﹀
性
﹂︵
﹁
文
学
﹂
平
成
四
・
一
○
︶
で
︑
こ
と
さ
ら
結
末
だ
け
が
取
り
あ
げ
ら
れ
︑
論
じ
ら

れ
た
不
満
を
記
し
て
︑
本
来
の
主
題
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
︒

そ
の
多
く
は
︑
論
の
結
末
近
く
に
あ
る
﹁
つ
き
つ
め
ら
れ
た
孤
独
の
ま
ま
︑︿﹁
奥
さ
ん
﹂

︱

と

︱

共
に

︱

生
き
る
こ
と
﹀﹂
と
い

う
記
述
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
︑
後
日
譚
を
め
ぐ
っ
て
の
︑﹁
深
読
み
に
過
ぎ
る
﹂︑
な
い
し
は
﹁
小
説
そ
れ
自
体
か
ら
逸
脱
し
た
読

み
﹂
と
い
う
批
判
で
あ
っ
た
︒
ま
た
先
の
指
摘
が
同
じ
時
期
に
発
表
さ
れ
た
秦
恒
平
の
戯
曲
﹃
こ
こ
ろ
﹄
と
重
ね
ら
れ
︑
あ
た
か
も

私
が
︑﹁
奥
さ
ん
﹂
と
﹁
私
﹂
の
結
婚
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
か
の
よ
う
な
誤
解
も
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
︒

冒
頭
に
ふ
れ
た
小
森
の
論
(
１
)

は
︑﹁
故
郷
を
棄
て
た
﹁
先
生
﹂
は
︑
結
局
﹁
奥
さ
ん
﹂﹁
御
嬢
さ
ん
﹂
と
の
間
で
擬
似
的
な
﹁
家
族
﹂
関
係

を
構
成
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
﹂
人
で
あ
り
︑﹁
奥
さ
ん
﹂
と
﹁
私
﹂
は
こ
の
よ
う
な
関
係
性
に
と
ら
わ
れ
な
い
﹁
自
由
な
人
と
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人
と
の
組
合
わ
せ
を
生
き
る
﹂
と
い
う
意
味
で
︿
共
生
﹀
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
︒
し
か
し
︿
共
生
﹀
と
は
何
か
︑
と
思
う
︒

一
緒
に
住
み
︑
一
緒
に
生
き
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
思
う
︒
文
脈
上
で
は
︑
夫
婦
関
係
は
も
ち
ろ
ん
︑
あ
ら
ゆ
る
家
族
関
係
の
成
立
が

否
定
さ
れ
て
︑
事
実
の
特
定
を
す
り
抜
け
よ
う
と
す
る
論
理
展
開
の
周
到
さ
を
感
じ
さ
せ
る
︒
と
は
言
え
︑
︿﹁
奥
さ
ん
﹂
︱

と

︱

共

に

︱

生
き
る
﹀
と
い
う
物
言
い
に
︑
よ
そ
よ
そ
し
く
生
き
る
二
人
の
姿
を
想
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
作
品
の
構
成
を
︑﹁﹁
先
生
﹂

の
遺
書
を
汽
車
の
中
で
読
み
︑
こ
の
世
の
中
に
た
っ
た
一
人
残
さ
れ
た
﹁
奥
さ
ん
﹂
と
出
会
っ
て
か
ら
︑
今
そ
の
遺
書
を
自
ら
の
手
記
の

中
に
引
用
し
よ
う
と
す
る
ま
で
の
﹁
私
﹂
が
︑
生
き
て
き
た
生
の
過
程
を
示
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
﹂︵
傍
線
引
用
者
︶
と

論
断
す
る
と
き
︑
傍
線
部
の
内
実
は
︑﹁
先
生
﹂
の
死
後
の
か
な
り
の
時
間
を
︑﹁
私
﹂
と
﹁
奥
さ
ん
﹂
が
無
縁
に
過
ご
し
た
は
ず
が
な
い

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
言
外
に
︑
小
森
は
︑
結
末
を
﹁
奥
さ
ん
﹂
と
﹁
私
﹂
の
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
想
定
し
な
が
ら
︑
し
か

し
あ
く
ま
で
慎
重
に
﹁
こ
れ
以
上
の
解
釈
は
し
な
い
﹂
と
踏
み
と
ど
ま
る
表
現
を
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
続
け
て
︑
孤

独
を
自
覚
し
︑
他
人
と
は
血
と
肉
で
繋
が
ろ
う
と
し
て
い
た
﹁
私
﹂
が
︑﹁﹁
先
生
﹂
と
呼
び
か
け
た
人
を
失
っ
た
﹁
奥
さ
ん
﹂
と
︑﹁
頭
﹂

で
な
く
﹁
心
臓
﹂
で
か
か
わ
っ
て
い
た
﹁
奥
さ
ん
﹂
と
出
会
っ
た
と
き
︑
選
ば
れ
る
べ
き
﹁
道
﹂
と
﹁
愛
﹂
は
︑﹁
Ｋ
﹂
と
﹁
先
生
﹂
の

そ
れ
を
徹
底
し
て
差
異
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
﹂
と
記
す
と
き
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
﹁
先
生
﹂
の
よ
う
な
擬
似
的
な
家
族
関
係
か
ら
︑

真
の
﹁
精
神
と
肉
体
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
な
く
﹂
築
か
れ
る
べ
き
共
生
︑
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
小
森
論
が
︑
秦
の
い
う
結
婚
と
い
う
結
末
へ
の
﹁
可
能
性
を
指
摘
し
た
﹂
と
考
え
る
の
は
︑
た
し
か
に
﹁
誤
解
﹂
だ
っ

た
と
言
え
よ
う
︒
偶
然
に
も
︑
同
じ
主
旨
の
内
容
が
二
人
に
よ
っ
て
︑
ま
っ
た
く
同
じ
時
期
に
書
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
秦
は
す
で

に
昭
和
六
十
年
一
月
︑
限
定
豪
華
本
﹃
四
度
の
瀧
﹄︵
珠
心
書
肆
︶
の
﹁
跋

︱
﹃
心
﹄﹂
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒
長
い
引
用
に
な
る
が
︑

秦
文
学
の
根
幹
に
関
わ
る
思
念
が
読
み
取
れ
る
の
で
厭
わ
ず
に
引
い
て
み
た
い
︒

秦
恒
平
﹁
慈
子
﹂
論
ノ
ー
ト

︱
揺
ら
ぐ
慈
子
︱
︵
永
栄
︶
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余
儀
な
い
遠
く
に
﹁
世
間
﹂
が
ひ
ろ
が
る
︒
そ
の
中
で
日
々
数
え
切
れ
な
い
﹁
他
人
﹂
と
出
会
っ
て
き
た
︒
す
べ
て
親
子
で
あ
れ
何

で
あ
れ
と
も
あ
れ
生
じ
た
人
間
関
係
の
一
切
を
︑
親
疎
の
区
別
な
く
︑
私
は
﹁
他
人
﹂
と
思
う
︒
人
の
世
と
は
他
人
の
世
の
意
味
だ

ろ
う
︒
だ
が
︑
人
交
わ
り
す
べ
て
が
﹁
他
人
﹂
と
﹁
他
人
﹂
と
ば
か
り
で
は
﹁
淋
し
く
て
﹂
生
き
か
ね
る
と
︑
例
え
ば
夏
目
漱
石
﹃
心
﹄

の
﹁
先
生
﹂
は
考
え
て
い
た
︒
私
も
そ
う
思
っ
た
︒
そ
れ
で
﹁
他
人
﹂
の
中
か
ら
﹁
身
内
﹂
を
求
め
た
︒﹃
心
﹄
の
﹁
先
生
﹂
が
﹁
私
﹂

を
︑﹁
私
﹂
が
﹁
先
生
﹂
を
求
め
た
よ
う
に
で
あ
る
︒﹁
倶
ニ
一
処
ニ
会
フ
﹂
確
信
が
あ
っ
て
の
あ
の
﹁
先
生
﹂
は
先
に
死
に
︑﹁
私
﹂

も
ま
た
係
累
の
す
べ
て
を
う
ち
捨
て
て
︑
未
亡
人
と
な
っ
た
﹁
奥
さ
ん
﹂
の
も
と
へ
走
っ
た
︒﹁
倶
ニ
生
き
︑
倶
ニ
死
ヌ
﹂
べ
き
一

体
の
﹁
身
内
﹂
と
し
て
﹁
先
生
﹂
は
若
い
二
人
を
こ
の
世
に
残
し
た
︒
愛
の
小
説
で
も
あ
る
﹃
心
﹄
の
未
来
は
︑
い
や
﹃
心
﹄
の
か

く
書
か
れ
て
い
る
現
在
進
行
形
は
︑
必
ず
︑
こ
う
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
で
こ
そ
﹁
奥
さ
ん
﹂
ひ
と
り
を
残
し
て
何
故

に
⁝
⁝
と
い
う
︑
若
い
読
者
た
ち
の
こ
ぞ
っ
て
挙
げ
る
﹁
先
生
﹂
へ
の
不
満
や
不
審
に
も
正
し
く
応
え
ら
れ
る
︒
本
文
を
こ
ま
や
か

に
読
め
ば
そ
の
伏
線
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
の
に
︑﹃
心
﹄
が
発
表
さ
れ
て
こ
の
か
た
七
十
年
︑
一
人
と
し
て
こ
う
い
う
﹃
心
﹄
の

読
み
が
書
け
な
か
っ
た
の
は
︑
作
者
と
作
品
の
大
き
な
不
幸
で
あ
っ
た
︒
と
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ
罪
を
背
負
っ
た
﹁
先
生
﹂
は
︑
死

ん
で
﹁
私
﹂
に
化
り
変
り
︑﹁
妻
﹂
と
﹁
倶
生
倶
死
﹂
の
本
望
を
生
き
直
す
の
で
あ
る
︒
現
に
﹁
遺
書
﹂
が
公
開
さ
れ
て
い
る
の
は
︑

す
で
に
そ
う
い
う
暮
ら
し
が
︑﹁
身
内
﹂
の
愛
が
︑
子
供
す
ら
生
れ
て
事
実
成
立
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒

当
該
部
分
は
︑﹁
漱
石
作
﹃
こ
こ
ろ
﹄
の
心
見
﹂
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
本
論
の
主
旨
は
﹁
こ
こ
ろ
﹂
を
論
じ
る
こ
と
で

は
な
く
︑
初
期
の
秦
恒
平
の
文
学
︑
と
り
わ
け
﹁
慈
子
﹂
が
︑
か
な
り
深
い
部
分
で
漱
石
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

想
像
す
れ
ば
︑
生
後
ま
も
な
く
母
乳
不
足
の
た
め
に
里
子
に
出
さ
れ
︑
二
才
か
ら
九
才
ま
で
塩
原
家
の
養
子
と
な
っ
た
︑
言
わ
ば
大
人

の
都
合
に
翻
弄
さ
れ
た
漱
石
の
幼
少
時
代
の
経
歴
が
︑
秦
恒
平
自
ら
の
︿
貰
い
子
﹀
と
し
て
の
生
い
立
ち
に
重
ね
ら
れ
︑
早
く
か
ら
作
品
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に
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
卒
業
の
と
き
︑
一
つ
年
上
の
恋
す
る
人
が
贈
っ
て
く
れ
た
本
が
﹃
心
﹄
で
あ
っ
た
と
熱

く
述
懐
も
し
て
い
る(
２
)

︒

初
期
作
品
の
特
徴
で
あ
る
︑
他
人
と
身
内
と
い
う
着
想
が
︑
漱
石
の
作
品
︑
と
く
に
﹃
こ
こ
ろ
﹄
か
ら
得
た
ら
し
い
こ
と
︑
さ
ら
に
言

え
ば
︑
世
間
の
規
範
に
縛
ら
れ
た
人
間
関
係
と
絵
空
事
と
し
て
の
愛
の
二
層
構
造
が
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
代
助
の
言
う
﹁
矛
盾
か
も
知
れ

な
い
︒
然
し
夫
は
世
間
の
掟
と
定
め
て
あ
る
夫
婦
関
係
と
︑
自
然
の
事
実
と
し
て
成
り
上
が
つ
た
夫
婦
関
係
と
が
一
致
し
な
か
つ
た
と
云

ふ
矛
盾
な
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
﹂
と
い
っ
た
言
葉
に
発
想
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
(３
)

︑
ま
た
柄
谷
行
人
の
﹁
意
識
と
自
然(４
)

﹂
が
指
摘
す
る
よ

う
に
︑
漱
石
の
断
章
﹁
二
個
の
者
が

sa
m
e
sp
a
c
e
ヲ

o
c
c
u
p
y
ス
ル
訳
に
は
行
か
ぬ
﹂
の
一
節
か
ら
︑﹁
漱
石
は
人
間
と
人
間
の
関
係
を

意
識
と
意
識
の
関
係
と
し
て
み
る
よ
り
も
︑
ま
ず
互
い
が
同
じ
空
間
を
占
め
よ
う
と
し
て
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ふ
う
な
︑
な

ま
な
ま
し
い
肉
感
と
し
て
︑
い
い
か
え
れ
ば
存
在
論
的
な
側
面
に
お
い
て
感
受
し
て
い
た
の
だ
﹂
と
い
う
発
想
が
︑﹃
戯
曲

こ
ゝ
ろ
﹄︵
湖

の
本
②
︶
に
お
い
て
︑
夏
の
房
州
の
海
水
浴
場
で
︑﹁
世
間
﹂
を
広
い
海
に
例
え
︑
そ
の
中
に
無
数
に
存
在
す
る
﹁
島
﹂
に
人
が
一
人
ず

つ
し
か
立
て
な
い
孤
独
︑
そ
の
﹁
島
﹂
に
二
人
で
立
つ
と
い
う
愛
の
幻
想
︑
な
ど
の
場
面
に
秦
恒
平
流
に
解
釈
さ
れ
て
深
め
ら
れ
て
生
か

さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
︒
あ
る
い
は
﹃
門
﹄
に
も
見
ら
れ
る
︿
父
母
未
生
以
前
の
本
来
﹀
と
い
う
観
念
を
指
摘
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
か
︒

三
枝
和
子
の
随
筆
﹁﹁
聖
書
﹂
の
話(
５
)

﹂﹂
に
よ
っ
て
︿
ぶ
も
み
し
ょ
う
い
ぜ
ん
﹀
と
読
む
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
が
︑
三
枝
は
仏
教
の
も
つ
﹁
血

縁
を
否
定
し
た
場
所
に
一
人
の
人
間
を
お
い
て
把
握
す
る
考
え
か
た
﹂
と
記
し
て
い
る
︒

絶
対
の
孤
独
と
愛
︑
こ
れ
が
秦
文
学
の
出
発
点
と
言
え
よ
う
︒
そ
れ
は
家
族
関
係
を
信
じ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
発
し
︑
わ
が
︿
身
内
﹀

を
︿
他
人
﹀
の
中
か
ら
さ
が
す
と
い
う
︑
い
わ
ば
恋
や
愛
の
内
発
的
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
︒

Ｋ
の
自
殺
の
原
因
は
︑
岸
田
俊
子(
６
)

の
言
う
よ
う
に
︑
一
途
な
﹁
道
へ
の
挫
折
で
も
な
け
れ
ば
失
恋
で
も
な
く
︑
友
を
失
っ
た
寂
し
さ
﹂

で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
れ
も
︑
裏
切
り
が
︑
無
二
の
親
友
で
あ
る
は
ず
の
﹁
先
生
﹂
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
起
因
す
る
と
い
う
事
実

秦
恒
平
﹁
慈
子
﹂
論
ノ
ー
ト

︱
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ら
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は
︑
絶
望
的
に
Ｋ
を
突
き
放
し
た
︒
し
か
し
﹁
明
治
の
精
神
﹂
に
殉
じ
た
︑
と
言
い
︑
Ｋ
を
裏
切
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
る
﹁
先
生
﹂
の

自
死
は
︑﹁
作
者
の
願
望
の
あ
ら
わ
れ
﹂
で
あ
る
と
柄
谷
行
人
は
評
し
︑﹁
友
人
を
裏
切
っ
た
罪
意
識
が
︑
あ
る
い
は
明
治
が
終
っ
た
と
い

う
終
末
感
が
︑
こ
の
作
品
を
お
お
っ
て
い
る
暗
さ
や
先
生
の
自
殺
決
行
に
匹﹅

敵﹅

し﹅

な﹅

い﹅
(７
)

﹂
と
述
べ
る
︒

秦
恒
平
は
﹁
先
生
﹂
の
自
殺
に
つ
い
て
は
︑﹁﹁
奥
さ
ん
﹂
が
死
ん
だ
事
実
は
認
め
ら
れ
ず
︑
し
か
も
﹁
私
﹂
は
﹁
先
生
の
遺
書
﹂
を
公

開
し
て
い
る
の
だ
︒
何
が
︑
そ
れ
を
︑
可
能
に
し
て
い
る
の
か
﹂︵
﹁
こ
こ
ろ
﹂
の
心
見
︶
と
問
い
︑﹁
奥
さ
ん
を
残
し
て
︑
私
の
出
現
と
存

在
に
心
安
ん
じ
て
︑
や
っ
と
や
っ
と
自
決
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
﹂︵
心
の
問
題
︶
と
推
理
し
て
い
る
︒

以
下
︑
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
漱
石
の
﹃
こ
こ
ろ
﹄
を
︑
少
な
く
て
も
﹃
こ
こ
ろ
﹄
が
は
ら
む
問
題
を
取
り
込
ん
だ
は

ず
の
︑
作
品
﹃
慈
子
﹄
を
読
ん
で
み
た
い
︒

(２
︶
作
品
の
楕
円
構
造
に
つ
い
て

作
者
の
自
解
︵
﹃
湖
の
本
⑨

慈
子
︵
上
︶﹄
の
﹁
作
品
の
後
に
﹂
︶
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
作
品
の
成
立
過
程
は
︑
昭
和
三
十
八
年
に
﹁
徒
然
草
﹂

に
関
心
を
抱
き
︑
東
京
大
学
国
文
科
研
究
室
の
書
庫
に
通
っ
て
文
献
を
ノ
ー
ト
に
と
り
︑
ま
ず
論
文
と
し
て
﹁
徒
然
草
の
執
筆
動
機
に
つ

い
て
﹂︵
﹁
同
志
社
美
学
﹂
一
二
︑
一
三
号

昭
和
四
一
・
一
○
︑
昭
和
四
二
・
三
︶
を
仕
上
げ
た
︒
そ
の
構
想
を
も
と
に
︑
ま
ず
﹃
斎
王
譜
﹄
が

書
か
れ
︑
昭
和
四
十
一
年
十
月
に
菅
原
万
佐
の
名
で
私
家
版
と
し
て
出
版
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
そ
れ
に
徹
底
的
に
手
を
加
え
︑
改
題
し
て
︑

昭
和
四
十
七
年
四
月
に
書
き
下
ろ
し
小
説
と
し
て
筑
摩
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
の
が
﹃
慈
子
﹄
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
作
家
以
前
の
要

素
を
多
分
に
含
み
持
つ
こ
の
作
品
は
︑
初
期
の
秦
恒
平
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

作
品
構
造
に
つ
い
て
︑
野
呂
芳
男
は
﹃
集
英
社
文
庫(
８
)

﹄
の
解
説
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
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作
品
﹁
清
経
入
水
﹂
で
昭
和
四
十
四
年
に
太
宰
治
賞
を
受
賞
し
た
作
家
秦
恒
平
氏
の
世
界
は
︑
過
去
と
現
在
と
の
二
焦
点
を
持
っ
た

楕
円
の
よ
う
に
見
え
る
︒﹁
慈
子
﹂
に
は
兼
好
法
師
の
﹁
徒
然
草
﹂
に
対
す
る
作
者
独
自
の
解
釈
と
︑
小
説
の
主
人
公
た
ち
を
め
ぐ

る
今
の
世
界
と
が
相
互
に
緊
張
関
係
を
保
ち
な
が
ら
︑
し
か
も
渾
然
た
る
調
和
を
作
り
あ
げ
て
い
る
が
︵
中
略
︶﹁
慈
子
﹂
に
お
け

る
二
焦
点
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
兼
好
法
師
が
﹁
徒
然
草
﹂
を
書
き
始
め
る
に
至
っ
た
か
の
解
釈
と
︑
当
尾
宏
・
朱
雀
慈
子
の
織
り
成

す
人
生
絵
模
様
と
は
︑
こ
の
小
説
の
楕
円
形
式
を
形
造
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
形
式
は
内
容
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に

あ
る
︒

こ
の
解
説
は
︑
作
者
の
私
家
版
全
集
と
も
い
う
べ
き
﹃
湖
の
本
⑩

慈
子
︵
下
︶・
月
皓
く
・
底
冷
え
﹄
に
そ
っ
く
り
再
録
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
は
︑
そ
の
す
ぐ
れ
た
解
説
を
手
が
か
り
に
︑
若
干
の
考
察
を
加
え
て
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
︒

ま
ず
︑
第
一
の
﹁
ど
の
よ
う
に
し
て
兼
好
法
師
が
﹁
徒
然
草
﹂
を
書
き
始
め
る
に
至
っ
た
か
﹂
は
︑
京
都
泉
涌
寺
に
あ
る
来
迎
院
の
朱

雀
光
之
先
生
が
生
前
︑
独
り
言
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
主
人
公
の
﹁
私
﹂︵
当
尾
宏
︶
は
︑
十
年
前
︑
高
校
二
年
生
の
と
き
︑

ふ
と
訪
れ
た
来
迎
院
で
︑
先
生
と
慈
子
と
︑
先
生
の
い
と
こ
で
あ
る
︑
お
利
根
さ
ん
に
出
会
う
︒
慈
子
は
当
時
九
才
で
あ
っ
た
︒
父
親
の

女
性
問
題
に
関
す
る
家
庭
の
煩
わ
し
さ
で
悩
ん
で
い
た
﹁
私
﹂
は
︑﹁
来
迎
院
へ
い
っ
て
し
ま
え
ば
す
べ
て
世
外
の
こ
と
と
な
っ
た
︒
生

ま
れ
る
以
前
か
ら
の
家
の
よ
う
で
あ
っ
た
﹂
と
感
じ
︑
い
つ
も
暖
か
く
迎
え
て
く
れ
る
こ
の
場
こ
そ
が
︑
本
来
の
自
分
の
居
場
所
で
あ
る

と
思
い
︑
足
繁
く
通
い
始
め
る
︒﹁
私
﹂
に
と
っ
て
︑
来
迎
院
の
世
界
は
︑
世
間
と
か
け
離
れ
た
別
世
界
で
あ
り
︑
他
者
の
侵
入
に
よ
っ

て
汚
さ
れ
た
く
な
い
清
い
世
界
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
だ
か
ら
現
実
の
女
性
像
を
象
徴
す
る
よ
う
な
岩
田
磬
子
に
︑
慈
子
と
一
緒
の
姿
を
知

ら
れ
た
と
き
︑﹁
私
﹂
は
﹁
小
さ
な
息
を
呑
ん
だ
﹂︒
そ
れ
は
他
人
に
は
見
ら
れ
た
く
も
知
ら
れ
た
く
も
な
い
別
世
界
で
あ
っ
た
︒
そ
の
気

秦
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持
ち
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
︒

〝
隠
す
〟
と
い
う
よ
り
〝
守
る
〟
と
い
う
気
も
ち
で
︑
先
生
や
お
利
根
さ
ん
の
こ
と
︑
朱
雀
慈
子
の
こ
と
を
固
く
秘
し
た
︒
来
迎
院

の
人
た
ち
は
こ
の
ひ
た
む
き
な
姿
勢
を
揺
る
が
そ
う
と
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
︒
現
実
の
煩
い
か
ら
離
れ
て
愛
だ
け
を
守
る
と
い
う

の
は
絵
空
事
な
の
で
あ
る
︒
絵
空
事
に
は
絵
空
事
に
し
か
な
い
不
壊
の
値
が
あ
る
こ
と
を
先
生
が
︑
慈
子
が
︑
私
に
お
し
え
た
︒

主
人
公
は
来
迎
院
の
人
た
ち
に
︑
い
わ
ゆ
る
︿
父
母
未
生
以
前
の
本
来
﹀
を
感
知
し
え
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
世
界
と
は
︑
ほ
ぼ
同
時
期

に
書
か
れ
た
﹁
畜
生
塚(
９
)

﹂
の
な
か
で
﹁
今
の
私
の
生
活
は
す
べ
て
旅
さ
き
の
生
活
で
あ
り
︑
家
庭
は
仮
の
宿
で
す
︒
私
は
い
つ
か
︑
死
ぬ

と
い
う
手
段
で
あ
の
本
来
の
家
︵
こ
の
本
来
と
い
う
言
葉
は
よ
く
い
う
父
母
未
生
以
前
の
本
来
で
す
︶
へ
戻
り
︑
本
来
の
家
族
︵
身
内
︶
に
逢
う

で
し
ょ
う
﹂
と
語
ら
れ
た
世
界
で
あ
り
︑
世
間
の
約
束
事
で
結
ば
れ
た
関
係
と
は
別
の
︑︿
身
内
﹀
と
い
う
本
来
の
血
族
へ
の
帰
属
と
帰

還
の
願
望
の
世
界
で
あ
っ
た
︒
た
だ
そ
こ
は
︑
あ
く
ま
で
世
間
の
現
実
と
は
違
っ
た
時
間
に
生
き
る
世
界
で
あ
り
︑
そ
の
世
界
で
の
愛
は

絵
空
事
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
︑
現
実
の
侵
食
を
う
け
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
れ
が
秦
恒
平
が
文
学
的
出
発
点
と
し
た
︿
身
内
﹀
の
論
理
で

あ
っ
た
(

)

︒
そ
れ
故
に
︑
そ
の
気
持
ち
は
︑
六
年
後
に
妻
と
婚
約
し
て
上
京
し
︑
結
婚
を
し
て
娘
も
生
ま
れ
た
現
在
も
︑
変
わ
る
こ
と
は
な

10

い
︒
物
語
の
現
在
は
︑
そ
の
十
年
後
と
あ
る
か
ら
︑﹁
私
﹂
は
東
京
に
住
む
二
十
六
︑
七
才
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
り
︑
慈
子
は
﹁
私
﹂

と
同
じ
大
学
に
進
み
︑
卒
業
論
文
に
﹁
日
本
古
瓦
文
様
の
意
匠
史
的
考
察
﹂
を
選
ぼ
う
と
思
っ
て
い
る
大
学
二
年
生
か
三
年
生
︑
十
九
才

と
推
定
で
き
る
︒

前
年
の
六
月
︑
朱
雀
先
生
は
四
十
六
才
の
若
さ
で
世
を
去
っ
た
︒
墓
参
の
と
き
︑﹁
み
ん
な
に
死
な
れ
て

﹂
と
絶
句
し
た
お
利
根

さ
ん
の
言
葉
は
︑
複
雑
な
家
系
と
﹁
遠
い
〝
は
か
ら
い
〟﹂
を
経
験
し
た
う
え
で
言
わ
れ
た
も
の
だ
が
︑﹁
宏
に
逢
い
た
か
っ
た

﹂
と
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い
う
先
生
の
遺
言
を
知
っ
た
﹁
私
﹂
も
初
め
て
実
感
と
し
て
︿
死
な
れ
た
﹀
こ
と
を
思
っ
た
︒
作
者
の
言
に
よ
れ
ば
︑﹁﹃
畜
生
塚
﹄
は
初

め
て
﹁
身
内
﹂
と
い
う
私
な
り
の
認
識
を
表
現
し
て
い
た
作
品
﹂
で
あ
り
︑
続
く
﹃
慈
子
﹄
は
﹁﹁
生
ま
れ
・
死
な
れ
﹂
と
い
う
私
な
り

の
発
見
を
加
え
た
﹂︵
湖
の
本
⑪

畜
生
塚
・
初
恋
の
﹁
作
品
の
後
に
﹂
︶
作
品
だ
っ
た
と
解
説
さ
れ
て
い
る
︒﹃
慈
子
﹄
は
︑
ま
ず
は
多
く
の

係
累
に
死
な
れ
︑
そ
の
死
を
背
負
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
の
人
の
物
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
朱
雀
家
の
本
家
が
東
京
世
田
谷
の
下
深
沢
に
あ
っ
た
た
め
︑
慈
子
は
時
々
上
京
し
て
︑﹁
私
﹂
と
密
会
す
る
︒﹁
私
﹂
は
︑
当
然

の
こ
と
な
が
ら
﹁
妻
と
私
︑
慈
子
と
私
に
︑
重
な
り
合
わ
な
い
別
世
界
が
あ
る
﹂
と
気
づ
い
て
い
て
︑
そ
の
秘
め
た
絵
空
事
と
呼
ば
れ
る

時
空
は
︑
脆
弱
な
も
の
で
︑
現
実
の
侵
食
を
受
け
れ
ば
た
ち
ま
ち
解
体
す
る
と
い
う
怯
え
を
感
じ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
迪
子
さ
ん
は
こ
の

頃
お
げ
ん
き
で
す
の

﹂
と
︑
突
然
慈
子
が
妻
の
名
を
口
に
し
た
と
き
︑﹁
私
﹂
が
思
わ
ず
感
じ
取
る
も
の
だ
が
︑
同
様
の
怯
え
と
焦

燥
は
慈
子
に
も
あ
る
こ
と
は
︑
そ
う
尋
ね
た
当
人
の
﹁
慈
子
の
眼
は
光
っ
て
︑
幽
か
に
焦
ら
立
っ
て
さ
え
い
た
﹂
の
場
面
に
窺
い
知
れ
る
︒

い
ま
︑
絵
空
事
の
世
界
と
現
実
世
界
が
対
峙
し
︑
き
わ
ど
く
均
衡
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

物
語
の
進
行
は
︑
先
生
の
遺
し
た
言
葉
に
誘
わ
れ
︑
ま
た
慈
子
の
依
頼
も
あ
っ
て
︑
主
人
公
は
東
大
の
図
書
館
な
ど
で
精
力
的
に
文
献

に
あ
た
り
︑﹁
徒
然
草
﹂
の
成
立
考
に
つ
い
て
調
べ
始
め
る
︒
そ
の
途
中
︑
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
ろ
う
︒

周
到
に
読
め
ば
﹁
徒
然
草
﹂
全
般
は
兼
好
そ
の
人
を
解
説
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
︒
だ
が
他
方
︑
兼
好
の
筆
が
入
念
に
何
か
大
切

な
部
分
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
︒︵
略
︶
意
識
し
て
あ
あ
い
う
形
式
で
兼
好
個
人
の
秘
め
て
憚
り
あ
る
感
懐
を
表
出
し

た
も
の
と
私
は
考
え
は
じ
め
て
い
た
︒
小
説
は
絵
空
事
と
い
う
考
え
方
を
兼
好
は
ま
さ
し
く
逆
用
し
た
の
で
は
な
い
か
︒

〝
い
で
や
此
の
世
に
う
ま
れ
て
は
︑
ね
が
は
し
か
る
べ
き
事
こ
そ
お
ほ
か
め
れ
〟
と
叫
ぶ
よ
う
に
兼
好
が
書
き
は
じ
め
た
の
は
︑
人
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の
生
ま
れ
に
ま
つ
わ
る
品
性
階
級
の
高
下
に
対
す
る
批
判
だ
っ
た
︒

端
的
に
い
う
と
︑
兼
好
は
こ
の
身
分
の
高
下
を
か
な
り
強
く
意
識
し
た
人
で
あ
り
︑
彼
自
身
の
出
家
遁
世
に
し
て
も
真
の
入
信
に

依
る
よ
り
︑
僧
と
い
う
身
分
に
出
て
却
っ
て
世
俗
の
階
級
を
外
へ
超
え
よ
う
と
願
っ
た
形
跡
が
あ
る
︒

興
味
深
い
の
は
︑
兼
好
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
︑
こ
れ
ら
二
点
︑
す
な
わ
ち
物
語
の
持
つ
重
層
性
︵
表
層
と
深
層
が
関
わ
り
合
い
な
が
ら

意
味
を
醸
し
出
す
構
造
︶︑
お
よ
び
歴
史
的
身
分
制
度
︵
差
別
︶
へ
の
批
判
な
ど
︑
そ
っ
く
り
作
者
の
創
作
手
法
や
動
機
の
自
解
と
重
ね
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
秦
恒
平
の
作
風
は
初
期
︑
私
小
説
的
手
法
を
使
い
な
が
ら
︑
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
一
種
の
非
日
常

世
界
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒︿
当
尾
宏
も
の
﹀
と
も
呼
べ
る
一
連
の
私
小
説
群
は
︑
事
実
と
虚
構
の
あ
わ
い
に
真
実
を
隠
し
︑
ま

た
巧
み
に
表
出
し
︑
本
当
か
嘘
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
描
く
こ
と
を
特
徴
と
し
た
︒
作
者
自
身
も
笠
原
伸
夫
と
の
対
談
の
な
か
で
︑﹁
そ

の
方
法
を
丹
念
に
逆
用
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
思
い
き
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
可
能
だ
し
︑
私
小
説
風
に
︑
本
当
の
こ
と
と
思
わ
れ
れ
ば
思

わ
れ
て
い
い
よ
う
な
書
き
方
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
か
な
り
思
い
き
っ
た
嘘
が
書
け
る
︑
と
思
っ
た
の
は
事
実
で
す
ね(

)

﹂
と
︑
自
覚
的
な

11

手
法
だ
っ
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
︒

﹁
私
﹂
は
︑
兼
好
が
﹁
徒
然
草
﹂
を
書
い
た
動
機
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
︒
第
二
十
四
段
の
前
半
に
あ
る
︿
斎
王
﹀
に
注
目
し
︑
そ
れ

は
後
宇
多
院
の
第
一
皇
女
奨
子
内
親
王
で
あ
り
︑
若
き
兼
好
は
彼
女
に
心
を
寄
せ
︑﹁
貴
女
中
の
貴
女
と
し
て
﹂
念
頭
に
お
き
な
が
ら
も

﹁
叶
う
ま
じ
き
思
慕
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
︑
ま
た
延
政
門
院
一
条
は
主
君
で
あ
る
堀
川
具
守
の
愛
人
で
あ
り
︑
そ
の
許
さ
れ
ぬ
人
と
の
失
恋

を
嘆
い
て
出
家
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︑
な
ど
︿
兼
好
失
恋
説
﹀
に
思
い
を
巡
ら
す(

)

︒
加
え
て
︑
兼
好
の
兄
の
死
︑
延
政
門
院
の
死
な
ど
︑

12

さ
ま
ざ
ま
な
痛
ま
し
い
事
件
が
重
な
り
﹁
哀
悼
と
無
常
迅
速
の
感
懐
を
こ
め
て
徒
然
草
の
筆
を
執
り
あ
げ
た
の
で
は
な
い
の
か
﹂
と
推
理

す
る
︒
そ
し
て
そ
の
背
後
に
﹁
絵
空
事
と
は
い
い
切
れ
な
い
現
実
感
が
あ
る
哀
し
み
の
漂
っ
た
印
象
﹂
を
感
じ
取
り
︑﹁
失
せ
る
こ
と
の
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な
か
っ
た
青
春
時
代
の
劣
等
感
の
息
づ
か
い
﹂
を
読
む
︒
そ
れ
は
ま
た
先
生
が
な
ぜ
︑
徒
然
草
の
成
立
考
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
の
か
と

い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
︒
詳
し
く
は
︑
後
章
で
お
利
根
さ
ん
が
明
か
す
慈
子
の
両
親
の
複
雑
な
家
系
の
説
明
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い

が
︑
家
系
を
継
承
す
る
な
か
で
自
死
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
慈
子
の
母
肇
子
の
存
在
も
︑
や
り
き
れ
な
い
現
実
と
し
て
︑
重
み
を
も
っ
て
く
る
︒

ま
た
︑
先
生
の
メ
モ
に
あ
っ
た
〝
従
者
の
眼
〟
に
つ
い
て
は
︑﹁
追
慕
﹂
や
﹁
女
へ
の
敬
愛
﹂
を
全
面
に
出
し
﹁
聡
明
で
多
感
な
青
年

兼
好
の
内
な
る
哀
し
み
に
も
は
っ
き
り
関
係
の
あ
る
所
で
︑
こ
の
哀
し
み
を
汲
み
と
ら
ね
ば
兼
好
出
家
に
至
る
人
間
劇
を
洞
察
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
﹂
と
言
い
︑﹁
従
者
の
屈
従
す
る
視
覚
を
超
え
て
自
立
す
る
一
つ
の
〝
魂
の
眼
〟
を
願
っ
た
兼
好
の
も
が
き
で
あ
る
﹂

と
︑
兼
好
の
厳
し
い
身
分
社
会
で
の
立
ち
位
置
に
も
言
及
し
て
い
る
︒
野
呂
芳
男
の
言
う
﹁
秦
氏
の
反
骨
の
精
神
が
垣
間
見
え
て
﹂
い
る

と
言
う
一
節
と
響
き
合
う
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
に
醸
し
出
さ
れ
る
の
は
︑
絵
空
事
と
は
け
っ
し
て
言
え
な
い
現
実
の
︑
身
分
制
度
ゆ
え

の
叶
え
ら
れ
な
い
恋
情
と
哀
し
み
と
も
言
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
徒
然
草
﹂
を
解
釈
し
て
い
く
過
程
は
︑﹁
私
﹂
と
慈
子
の
現
実
と
の
関
わ
り
よ
う
と
絡
め
て
進
め
ら
れ
て
い
く
︒
こ
の

関
わ
り
を
読
み
解
く
こ
と
が
︑
作
品
の
奥
行
き
を
さ
ら
に
増
す
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
福
田
淳
子
が
︑
こ
の
複
雑
な
関
係
を
明
解
に

﹁
利
根
に
真
実
を
聞
く
こ
と
で
兼
好
と
奨
子
内
親
王
︑
光
之
と
肇
子
︑
更
に
︿
私
﹀
と
慈
子
を
同
線
上
に
結
ん
だ
﹂
と
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
︒
福
田
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
︒

慈
子
を
現
実
に
晒
す
こ
と
を
嫌
っ
て
守
ろ
う
と
す
る
︿
私
﹀
も
ま
た
︑︿
慈
子
﹀
と
い
う
斎
王
思
慕
を
抱
え
持
っ
た
︒
劣
等
感
と
い

う
言
葉
で
は
括
り
切
れ
な
い
共
通
の
哀
し
み
を
心
に
秘
め
持
つ
︑
兼
好
・
光
之
・︿
私
﹀
が
一
つ
に
結
ば
れ
る
と
同
時
に
︑
愛
憎
劇

に
は
発
展
す
る
こ
と
の
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
︿
特
殊
な
三
角
関
係
﹀
が
浮
上
し
︑
兼
好
の
奨
子
内
親
王
︑
光
之
の
肇
子
︑︿
私
﹀
の
慈

子
と
い
う
重
な
り
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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鮮
や
か
に
相
互
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
指
摘
で
あ
る
︒
た
だ
﹁
私
﹂
が
﹁
斎
王
思
慕
﹂
と
い
う
性
質
の
も
の
を
抱
い
て
い
た
か
︑

ま
た
劣
等
感
に
似
た
﹁
共
通
の
哀
し
み
﹂
を
共
有
し
て
い
た
か
︑
に
つ
い
て
は
些
か
懐
疑
的
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
私
﹂
の
特
徴
は
︑
終
始
︑

優
柔
不
断
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
︑
自
分
の
現
実
生
活
を
崩
そ
う
と
は
し
な
い
強
靭
な
意
思
を
も
っ
て
い
る
︒
だ
か
ら
一
層
︑
慈
子
の
愛

が
切
な
く
哀
し
く
見
え
る
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
と
も
あ
れ
︑
時
空
を
超
え
た
こ
の
愛
の
あ
り
よ
う
は
︑
い
く
ぶ
ん
歪

ん
だ
愛
と
も
言
え
よ
う
が
︑
こ
の
難
解
な
作
品
を
貫
く
主
旋
律
と
な
っ
て
い
る
︒
次
に
︑
彼
ら
の
背
後
に
渦
巻
く
呪
縛
か
ら
の
脱
却
を
試

み
る
﹁
私
﹂
と
慈
子
の
生
き
方
を
検
討
し
た
い
と
思
う
︒

(３
︶
慈
子
の
揺
ら
ぎ

物
語
の
拘
束
力

野
呂
芳
男
の
指
摘
に
あ
っ
た
︑
二
つ
目
の
﹁
当
尾
宏
・
朱
雀
慈
子
の
織
り
成
す
人
生
絵
模
様
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
上
述
の
よ

う
に
︑
妻
子
と
の
現
実
生
活
と
対
峙
す
る
か
た
ち
で
︑
慈
子
と
の
愛
の
世
界
が
共
存
す
る
︒
不
倫
だ
と
か
男
の
勝
手
な
夢
想
だ
と
か
言
う

ま
え
に
︑
作
者
は
こ
の
﹁
イ
デ
ア
ル
な
世
界
﹂
を
現
実
に
晒
さ
れ
な
い
至
純
な
愛
の
世
界
に
仕
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
現
実
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
端
的
な
一
例
と
し
て
︑
保
津
川
か
ら
嵐
山
に
遊
ん
だ
二
人
が
﹁
嵐
峡
館
﹂
で
休
憩
を
と
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
︒

湯
ぶ
ね
に
沈
ま
せ
た
慈
子
の
向
う
む
き
の
優
し
い
肩
か
ら
背
が
思
い
の
ほ
か
小
さ
く
な
め
ら
か
に
光
っ
て
い
た
︒
首
す
じ
の
白
い
翳

り
の
向
う
に
︑
湯
だ
つ
け
む
り
に
に
じ
ん
で
対
岸
の
み
ご
と
な
山
々
が
︑
瀬
の
音
を
渓
深
く
に
た
た
え
な
が
ら
緑
一
色
に
︑
重
な
り
︑

ひ
し
め
き
︑
も
み
合
っ
て
︑
広
々
と
窓
い
っ
ぱ
い
に
明
る
く
迫
っ
て
い
た
︒
ち
か
ら
づ
よ
く
撓
う
緋
鯉
の
か
た
ち
が
︑
鮮
や
か
に
水

を
は
ね
る
遠
い
響
き
を
伴
っ
て
ま
ば
ゆ
く
眼
の
底
を
染
め
た
︒
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美
し
い
物
語
を
書
こ
う
と
企
て
た
作
者
の
意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
自
然
描
写
だ
が
︑︿
重
な
り
︑
ひ
し
め
き
︑
も
み
合
っ
て
﹀︿
ち

か
ら
づ
よ
く
撓
う
緋
鯉
﹀
が
︿
鮮
や
か
に
水
を
は
ね
る
﹀
光
景
は
︑
慈
子
の
肢
体
の
動
き
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
誘
う
︒
と
い
う
の

は
︑
す
ぐ
後
の
﹁
あ
の
万
緑
一
頃
の
山
々
に
見
下
ろ
さ
れ
た
湯
ぶ
ね
の
中
で
︑
慈
子
を
肩
か
ら
抱
き
寄
せ
た
︒
日
光
に
澄
ん
だ
あ
た
た
か

な
縞
目
が
揺
ら
ぎ
︑
白
い
脚
が
流
れ
る
よ
う
に
伸
び
て
湯
ぶ
ね
の
端
を
蹴
っ
た
の
を
忘
れ
は
し
な
い
﹂
の
一
文
と
呼
応
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑﹁
嵐
峡
館
で
の
慈
子
の
〝
提
案
〟
は
想
い
出
し
て
も
平
静
な
も
の
だ
っ
た
︒
た
の
し
そ
う
な
調
子
で
さ
え
あ
っ
た
﹂

と
記
さ
れ
る
︑︿
提
案
﹀
と
は
何
を
さ
す
の
か
︒
そ
の
﹁
突
飛
な
提
案
﹂
を
︑﹁
私
﹂
が
﹁
不
謹
慎
と
咎
め
る
気
も
ち
を
幾
分
か
は
私
自
身

が
抑
え
つ
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
問
い
返
さ
れ
る
と
き
︑
提
案
の
内
実
は
不
謹
慎
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
︑
そ
こ
か

ら
自
然
に
導
き
出
さ
れ
る
の
は
︑
慈
子
の
方
か
ら
肉
体
関
係
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︿
イ
デ
ア
ル
な
世
界
﹀
か
ら
︿
リ

ア
ル
な
世
界
﹀
へ
慈
子
が
踏
み
出
す
第
一
歩
で
あ
っ
た
︒
そ
の
欲
望
は
﹁
私
﹂
に
も
否
定
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
と
記
さ
れ
る
が
︑
注
目

す
べ
き
は
︑﹁
私
﹂
は
慈
子
の
誘
い
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
︑
い
わ
ば
受
身
の
姿
勢
で
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
ど
こ
か
し
ら
言
い

訳
め
い
た
︑
責
任
の
が
れ
に
似
た
物
言
い
に
見
え
る
︒
こ
れ
は
﹁
絵
空
事
の
世
界
﹂
を
守
る
と
言
い
つ
つ
︑
実
は
﹁
現
実
の
世
界
﹂
の
安

寧
を
ね
が
っ
て
︑
慈
子
と
一
定
の
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
心
情
に
因
っ
て
い
る
︒
そ
の
距
離
を
保
つ
た
め
に
︑
無
意
識
の
う
ち
に
も
﹁
私
﹂

は
受
身
の
姿
勢
を
取
っ
て
し
ま
う
の
だ
︒
現
実
生
活
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
迫
っ
て
く
る
慈
子
の
影
か
ら
︑
遠
ざ
か
る
よ
う
に
︑﹁
私
﹂

は
﹁
徒
然
草
﹂
に
没
頭
す
る
︒
そ
の
心
境
は
次
の
よ
う
に
述
懐
さ
れ
る
︒

危
う
い
調
和
︑
妻
と
慈
子
と
の
中
に
立
ち
ふ
さ
が
り
互
い
に
盲
い
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
得
ら
れ
る
調
和
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
︒
妻

は
慈
子
を
知
ら
な
い
が
︑
慈
子
は
自
分
が
妻
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
︒
妻
を
守
る
論
理
か
と
思
っ
た
も
の
が
︑
妻
を
誣
う
る
論
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理
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ず
︑
守
る
誣
う
る
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
論
理
を
喰
い
破
る
ち
か
ら
が
動
い
て
リ
ア
ル
な
世
界
と
イ
デ
ア
ル
な
世

界
と
が
相
侵
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
破
滅
だ
︒

慈
子
を
女
と
し
て
抱
き
︑
そ
し
て
も
っ
と
し
っ
か
り
抱
き
た
い
と
想
う
よ
う
に
な
っ
た
時
︑
私
の
世
界
に
は
あ
や
し
い
翳
が
さ
し
て

い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
誰
よ
り
も
何
よ
り
も
︑
あ
の
慈
子
へ
の
欲
望
を
飾
る
た
め
の
誘
惑
の
哲
学
を
私
は
大
切
に
育
て
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
︒
当
の
慈
子
が
も
し
そ
う
私
を
告
発
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
︑
劫
火
に
焼
か
れ
て
堕
ち
る
私
は
醜
悪
な
メ
フ
ィ
ス
ト

フ
ェ
レ
ス
を
演
じ
る
ば
か
り
か
︑
妻
も
慈
子
も
︑
つ
ま
り
リ
ア
ル
も
︑
イ
デ
ア
ル
も
元
も
子
も
な
く
な
る
の
だ
っ
た
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
不
倫
﹂
と
呼
ば
れ
る
関
係
に
漂
う
︑
後
ろ
め
た
い
背
徳
の
影
も
あ
る
︒
け
れ
ど
も
﹁
私
﹂
の
不
安
は
と
も
か
く
︑
作
者
は

﹁
私
た
ち
の
こ
の
現
在
と
全
く
同
時
同
所
に
別
世
界
の
存
在
が
重
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
い
う
魂
の
﹁
無
限
の
併
存
﹂
を
説
い

て
︑
二
つ
の
世
界
の
衝
突
と
崩
壊
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
︒
慈
子
を
現
実
に
晒
せ
ば
︑﹁
雪
消
え
の
よ
う
に
失
わ
れ
て
﹂
し
ま
う
︒
そ
う

か
と
言
っ
て
現
実
に
お
け
る
恋
人
や
愛
人
と
い
う
関
係
に
な
れ
ば
︑
も
は
や
﹁
〝
来
迎
院
〟
の
慈
子
で
は
あ
り
難
い
の
だ
﹂
と
﹁
私
﹂
は

思
う
︒
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
︑﹁
二
人
が
克
ち
抜
く
か
︑
二
人
な
が
ら
消
え
失
せ
る
し
か
な
い
﹂
と
い
う
の
は
︑
い
か
に
も
危
う
い
︒

つ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
の
だ
︒﹁
私
﹂
に
と
っ
て
慈
子
は
︑
あ
く
ま
で
﹁
〝
来
迎
院
〟
の
慈
子
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
言
う
ま
で
も

な
く
︑
そ
れ
は
絵
空
事
の
世
界
に
慈
子
を
封
じ
込
め
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
私
﹂
が
守
ろ
う
と
す
る
の
は
︑
現
実
の
妻
や
子
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
︒

表
現
を
変
え
れ
ば
︑
慈
子
は
﹁
私
﹂
に
よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
物
語
に
よ
っ
て
︑
絵
空
事
の
世
界
に
拘
束
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
し
か

し
︑
慈
子
は
も
は
や
﹁
私
﹂
の
夢
想
に
付
き
合
っ
て
い
ら
れ
な
い
︒
た
め
ら
い
な
が
ら
︑
現
実
に
愛
を
求
め
︑
自
立
し
よ
う
と
す
る
女
性
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に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
︒
い
か
に
背
後
に
複
雑
な
家
系
の
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
︑
ま
た
作
品
の
意
図
が
︑
お
利
根
さ
ん
の
よ
う
に
﹁
遠
い
︑

深
い
は
か
ら
い
﹂
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
強
い
る
に
せ
よ
︑
慈
子
は
い
ま
現
実
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
︒
そ
の
た
め
に
︑

自
ら
肉
体
関
係
を
﹁
提
案
﹂
し
た
の
だ
︒
こ
の
現
実
で
︑
す
が
り
頼
れ
る
も
の
は
﹁
私
﹂
ひ
と
り
で
あ
る
︒︿
来
迎
院
の
世
界
に
住
む
こ
と
﹀

と
︿
現
実
に
生
き
る
こ
と
﹀
の
間
で
︑
慈
子
の
こ
こ
ろ
は
揺
ら
い
で
い
る
︒
物
語
に
抗
っ
て
自
立
す
る
意
思
が
芽
生
え
︑
お
利
根
さ
ん
の

遺
書
が
そ
の
後
押
し
を
す
る
か
に
見
え
る
が
︑
苦
境
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
衝
撃
的
な
例
と
し
て
︑
慈
子
が
﹁
私
﹂
の
子

を
流
産
す
る
事
件
を
あ
げ
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
慈
子
の
意
思
に
反
し
て
︑
現
実
は
﹁
私
﹂
の
子
供
の
存
在
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
の
と
き
﹁
私
﹂
が
考
え
る
こ
と
は
︑
些
か
心
許
な
い
も
の
で
あ
る
︒
流
産
と
い
う
事
実
は
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
︑
﹁
自
身
に
問
い

か
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
い
え
ば
︑
そ
れ
を
悦
ん
で
い
る
の
か
哀
し
ん
で
い
る
の
か
で
あ
っ
た

﹂
と
戸
惑
い
︑
毅
然
と
し
て
病
院
か

ら
帰
っ
て
い
く
慈
子
を
見
な
が
ら
︑﹁
慈
子
と
私
と
の
間
に
超
え
が
た
い
現
世
的
不
毛
の
拡
が
る
ら
し
い
こ
と
を
︑
血
の
色
が
は
じ
め
て

私
に
教
え
た
︒
二
人
し
て
生
む
べ
き
子
に
今
の
今
死
な
れ
た
親
は
︑
虚
し
く
路
上
に
声
を
失
っ
て
別
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂
と
記
さ
れ

る
︒
さ
ら
に
﹁
私
﹂
は
﹁
慈
子
は
ど
う
す
る
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
思
い
な
が
ら
も
﹁
一
度
も
︑
自
分
は
ど
う
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
な
い

で
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
﹂︒
絵
空
事
の
世
界
が
現
実
と
交
錯
し
て
倒
壊
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
︑﹁
私
﹂
に
は
も
は
や
﹁
絵
空
事
に

は
絵
空
事
に
し
か
な
い
不
壊
の
値
が
あ
る
﹂
と
言
え
る
よ
う
な
凛
と
し
た
姿
勢
は
な
い
︒︿
身
内
観
﹀
を
語
る
資
格
も
﹁
私
﹂
に
は
な
い
︒

慈
子
は
も
う
解
放
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
物
語
の
枠
組
は
︑
来
迎
院
の
世
界
︵
慈
子
が
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
命
の
世
界
︶
へ
と
慈
子
を
引
き
戻
さ
ず
に
お
か
な
い

よ
う
で
あ
る
︒

慈
子
の
母
が
最
期
に
洩
ら
し
た
あ
の
︑
深
い
遠
い
〝
は
か
ら
い
〟
が
安
ら
か
な
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
︑
慈
子
は
私
へ
結
び
合
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わ
さ
れ
た
こ
と
を
父
や
母
の
有
り
難
い
遺
産
と
考
え
た
い
の
だ
っ
た
︒
慈
子
は
私
と
離
れ
が
た
く
な
っ
て
い
た
︒
お
利
根
さ
ん
の
死

に
よ
っ
て
父
の
こ
と
が
も
う
捉
え
よ
う
も
な
い
ほ
ど
巨
大
な
波
に
な
っ
て
慈
子
の
中
で
う
ね
っ
た
︒
先
生
と
私
と
が
慈
子
の
中
で
一

つ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
っ
た
し
︑
そ
の
こ
と
で
こ
そ
慈
子
は
︑
父
が
世
に
赦
さ
れ
な
い
以
上
は
き
っ
と
お
兄
さ
ん
も
人
に
赦
さ
れ

な
い
だ
ろ
う
と
思
い
当
て
た
の
で
あ
る
︒︵
傍
線
引
用
者
︶

来
迎
院
の
存
在
意
味
を
考
え
る
と
き
︑
父
や
母
や
お
利
根
さ
ん
だ
け
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
︑
慈
子
や
﹁
私
﹂
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

に
気
が
つ
く
︒
そ
の
背
景
に
︑
父
の
死
後
︑
慈
子
は
朱
雀
家
か
ら
淀
屋
家
︵
利
根
の
家
系
︶
を
嗣
ぐ
こ
と
に
な
り
︑
淀
屋
老
人
か
ら
︑
朱

雀
家
が
代
々
続
い
た
公
卿
の
家
だ
っ
た
が
﹁
安
政
大
獄
の
頃
に
そ
れ
と
は
無
関
係
に
︑
何
か
し
ら
内
輪
の
も
め
事
の
あ
と
病
い
だ
た
り
が

し
て
絶
え
た
ん
だ
そ
う
だ
﹂
と
聞
か
さ
れ
る
︒
父
の
話
は
ま
っ
た
く
出
る
こ
と
は
な
く
︑﹁
そ
う
な
の
か
︑
父
は
そ
ん
な
に
も
人
に
赦
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
か

と
痛
感
す
る
︒
何
故
に
そ
ん
な
に
父
は
疎
じ
ら
れ
る
の
か
︒
慈
子
は
不
審
に
思
う
︒

ま
ず
︑
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
︑
大
き
な
う
ね
り
の
な
か
で
︑
本
来
の
あ
り
よ
う
と
し
て
︑﹁
私
﹂
と
慈
子
は
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
︒
光
之
と
肇
子
が
︑
兄
妹
で
あ
り
な
が
ら
純
粋
な
愛
か
ら
慈
子
を
生
ん
だ
よ
う
に
︑
そ
し
て
そ
れ
が
原
因
で
自
死
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
と
も
︑
世
間
の
関
係
性
か
ら
乖
離
し
て
至
純
の
愛
は
存
在
し
う
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
な
ぜ
﹁
先
生
﹂
と
﹁
私
﹂
が

重
ね
合
わ
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
解
釈
の
糸
口
と
し
て
︑
漱
石
の
﹃
こ
こ
ろ
﹄
に
お
け
る
﹁
先
生
﹂
と
﹁
私
﹂
の
関
係
を
参
考
に
考

え
て
み
た
い
︒

『こ
こ
ろ
﹄
の
先
生
の
遺
志
は
︑
自
分
の
死
後
︑
残
さ
れ
た
奥
さ
ん
と
﹁
私
﹂
が
︿
共
生
﹀
す
る
こ
と
を
望
み
な
が
ら
︑
そ
れ
を
明
ら

か
に
書
き
表
わ
す
こ
と
な
く
︑
読
み
の
領
域
で
可
能
な
解
釈
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑﹃
慈
子
﹄
の
先
生
の
遺
志
は
︑
死
後
︑
慈
子

と
﹁
私
﹂
が
結
ば
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
︒
そ
れ
は
︑
お
利
根
さ
ん
が
語
る
な
か
に
︑
二
人
の
将
来
の
関
係
に
つ
い
て
﹁
自
然
と
お
父
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様
の
あ
る
確
信
は
固
く
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
﹂
と
あ
っ
て
明
確
に
推
測
で
き
る
︒﹃
こ
こ
ろ
﹄
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
︑
そ
の
︿
結
ば
れ
﹀

が
現
世
の
も
の
で
な
く
て
よ
い
と
自
覚
的
に
認
識
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
両
方
に
共
有
さ
れ
る
の
は
︑﹁
先
生
﹂
＝
﹁
私
﹂
と
い
う
等
式

で
あ
り
︑﹁
私
﹂
が
﹁
先
生
﹂
の
ま
え
に
出
現
し
た
と
き
か
ら
︑﹁
先
生
﹂
は
﹁
私
﹂
に
自
分
自
身
を
投
影
さ
せ
て
い
た
気
配
が
あ
る
︒
お

利
根
さ
ん
の
﹁
あ
な
た
を
み
て
︑
あ
な
た
の
少
年
ら
し
い
む
き
な
所
や
︑
ど
こ
か
寂
し
く
大
人
び
た
所
を
先
生
は
ご
自
分
の
も
の
の
よ
う

に
想
わ
れ
て
い
ま
し
た
﹂
と
い
う
部
分
も
そ
の
一
端
で
あ
る
︒
秦
恒
平
の
解
釈
で
は
︑﹃
こ
こ
ろ
﹄
の
先
生
は
︑﹁
死
ん
で
﹁
私
﹂
に
化
り

変
り
︑﹁
妻
﹂
と
﹁
倶
生
倶
死
﹂
の
本
望
を
生
き
直
す
﹂
こ
と
に
な
る
の
は
︑
先
の
引
用
に
見
た
通
り
で
あ
る
︒

だ
か
ら
︑
残
っ
た
者
に
︑
妻
や
娘
を
託
し
た
い
気
持
ち
は
同
じ
心
理
構
造
で
は
な
か
っ
た
か
︒
そ
し
て
託
さ
れ
る
者
﹁
私
﹂
は
︑
託
さ

れ
た
者
﹁
慈
子
﹂
に
と
っ
て
︑
託
す
る
者
﹁
先
生
﹂
と
等
し
く
見
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
︑
と
推
測
さ
れ
る
︒

で
は
︑
朱
雀
先
生
の
罪
と
は
何
だ
っ
た
の
か
︒
慈
子
と
お
利
根
さ
ん
と
三
人
で
︑
京
都
の
来
迎
院
に
来
住
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
︑

物
静
か
に
人
生
を
送
っ
た
先
生
の
過
去
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
︒
お
利
根
さ
ん
が
語
る
第
三
章
か
ら
簡
単
に
概
要
を
見
て
み

た
い
︒

朱
雀
光
之
の
悩
み
は
自
分
の
出
生
に
あ
っ
た
︑
と
お
利
根
さ
ん
は
言
う
︒
元
子
爵
の
朱
雀
謙
之
と
麟
子
に
は
子
供
が
な
く
︑
謙
之
の
妹

と
田
倉
繚
の
子
で
あ
る
光
之
を
養
子
と
し
た
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
後
︑
麟
子
に
子
供
が
で
き
︑
肇
子
と
名
付
け
ら
れ
︑
光
之
の
五
才
下
の
妹

と
し
て
仲
睦
ま
じ
く
育
て
ら
れ
た
︒
肇
子
と
仲
の
よ
か
っ
た
利
根
は
光
之
の
従
兄
妹
に
当
た
り
︑
三
人
は
よ
く
行
動
を
と
も
に
し
た
が
︑

肇
子
を
連
れ
ず
に
光
之
が
京
都
奈
良
に
遊
ん
だ
折
り
︑
居
合
わ
せ
た
利
根
は
肇
子
へ
の
羨
望
・
嫉
妬
か
ら
︑
出
生
の
秘
密
を
口
走
っ
て
し

ま
う
︒
そ
れ
を
知
っ
た
光
之
は
朱
雀
家
を
嗣
ぐ
の
は
肇
子
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
う
︒

幼
い
頃
か
ら
︑
病
弱
で
︑
肋
膜
や
結
核
な
ど
を
患
っ
て
い
た
が
︑
昭
和
十
六
年
︑
胃
の
具
合
を
悪
く
し
た
光
之
は
︑
房
総
の
勝
浦
へ
療
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慈
子
﹂
論
ノ
ー
ト

︱
揺
ら
ぐ
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︱
︵
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養
に
行
っ
て
い
た
︒
そ
の
地
か
ら
肇
子
に
手
紙
が
届
い
て
︑﹁
ぼ
く
は
お
父
様
の
本
当
の
子
で
は
な
く
︑
お
父
様
に
は
甥
で
お
前
に
は
従

兄
妹
に
当
た
る
﹂
こ
と
︑﹁
朱
雀
の
家
を
お
前
が
嗣
が
な
い
と
い
け
な
い
﹂
こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
っ
た
︒
ち
ょ
う
ど
肇
子
に
は
切
迫
し
た

縁
談
が
あ
り
︑
利
根
に
相
談
に
来
た
と
き
の
顔
は
蒼
ざ
め
て
い
た
と
言
う
︒
事
件
は
そ
の
二
年
後
に
起
こ
っ
た
︒﹁
こ
の
肇
子
さ
ん
が
妊

娠
な
す
っ
た
こ
と
を
ご
両
親
に
打
ち
あ
け
ら
れ
た
の
で
す
︒
肇
子
さ
ん
と
並
ん
で
お
兄
様
が
頭
を
低
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
﹂︒
光
之
は
謹

慎
の
よ
う
に
朱
雀
家
を
出
さ
れ
︑
肇
子
は
秋
に
慈
子
を
出
産
し
た
︒
そ
の
後
ま
も
な
く
︑
利
根
に
慈
子
を
託
し
て
﹁
短
剣
を
胸
に
突
き
立

て
﹂
自
死
し
て
し
ま
う
︒
肇
子
は
こ
の
よ
う
に
語
り
残
し
て
い
る
︒

あ
の
方
と
自
分
と
は
兄
弟
で
も
従
兄
妹
で
も
あ
り
︑
ま
た
恋
人
同
士
で
夫
婦
で
さ
え
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
︑
今
︑
こ
う
し
て
私
た

ち
の
娘
の
顔
を
の
ぞ
き
︑
遠
く
を
流
れ
る
潮
の
響
き
を
聞
い
て
い
る
と
︑
こ
う
い
う
い
ろ
ん
な
現
在
で
の
関
係
と
は
ま
る
で
違
っ
た

遠
い
昔
か
ら
の
配
慮
と
い
う
か
は
か
ら
い
と
い
う
か
︑
血
で
も
約
束
で
も
な
い
結
ば
れ
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ
て
︑
あ
ふ
れ
そ
う
な
恋

し
さ
慕
わ
し
さ
も
そ
の
深
み
に
戻
っ
て
直
接
に
感
じ
る
時
︑
あ
あ
こ
の
世
の
こ
と
な
ん
か
何
だ
っ
て
い
い
ん
だ
︑
自
分
は
一
番
い
い

こ
と
を
し
て
き
た
の
だ
︑
あ
の
方
と
は
絶
対
に
一
つ
な
の
だ
と
信
じ
な
い
で
は
お
れ
な
い
︑
と

︒

人
間
関
係
の
究
極
の
︿
結
ば
れ
﹀
の
深
み
と
愛
し
さ
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
を
底
流
す
る
思
想
だ
と
思
わ
れ
る
︒
宗
教
的
で
す
ら
あ
る
︑

と
野
呂
が
指
摘
し
︑
自
殺
を
美
化
す
る
作
品
で
は
な
い
︑
と
評
す
る
所
以
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
︑
魂
の
﹁
無
限
の
併
存
﹂
を
説
き
︑
関
係

性
を
超
え
た
愛
の
普
遍
性
へ
の
志
向
が
あ
り
︑︿
真
の
身
内
﹀
こ
そ
が
感
知
し
う
る
夢
想
に
近
い
﹁
血
で
も
約
束
で
も
な
い
結
ば
れ
の
深

さ
﹂
に
よ
る
絶
対
の
愛
の
か
た
ち
が
示
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
近
親
相
姦
に
似
た
こ
の
禁
忌
を
超
え
た
愛
が
︑
先
生
の
生
涯
背
負
わ
ね
ば
な

ら
な
い
罪
で
あ
っ
た
︒
謹
慎
の
よ
う
に
朱
雀
家
を
出
さ
れ
た
先
生
は
︑
死
後
も
実
家
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
物
静
か
に
思
索
し
な
が
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ら
︑
四
十
六
才
の
若
さ
で
逝
く
︒

慈
子
は
︑
こ
の
よ
う
な
︑
お
利
根
さ
ん
が
語
っ
た
父
母
の
遠
い
由
来
の
︿
は
か
ら
い
﹀
の
呪
縛
を
実
感
し
理
解
し
つ
つ
︑
そ
れ
で
も
後

に
続
く
利
根
の
自
死
が
︑
そ
の
呪
縛
か
ら
自
分
を
解
き
放
つ
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
︒
な
ぜ
な
ら
利
根
の
遺
書
は
﹁
慈
子
は
生
き
て

ゆ
く
者
で
あ
り
︑
死
ぬ
日
と
て
も
も
っ
と
別
の
意
味
で
新
し
い
死
を
選
ん
で
ほ
し
い
﹂
と
望
み
︑
自
分
を
﹁
〝
死
な
れ
た
者
の
最
後
の
死
〟﹂

と
定
義
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
実
際
︑
淀
屋
の
家
で
は
慈
子
を
ア
メ
リ
カ
に
留
学
さ
せ
る
話
も
進
ん
で
い
た
︒
し
か
し
こ
の
留
学
が
二
人
の

別
れ
の
契
機
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
の
で
明
確
な
返
事
が
で
き
な
い
︒
こ
の
新
し
い
出
発
に
お
い
て
す
ら
︑
慈
子
は
来
迎
院
の
世
界
と
現
実

の
あ
わ
い
で
揺
ら
い
で
い
る
の
で
あ
る
︒
流
産
し
た
﹁
す
で
に
生
命
絶
え
た
生
ま
れ
ざ
り
し
者
の
た
め
に
﹂
慈
子
は
︑
主
人
公
の
一
字
を

と
っ
た
〝
朱
雀
宏
之
〟
と
い
う
命
名
を
せ
が
み
︑﹁
み
ん
な
と
一
緒
に
住
ん
で
い
ま
す
わ
︒
私
た
ち
を
待
っ
て
い
ま
す
わ
﹂
と
︑
別
の
時

空
で
の
そ
の
子
と
﹁
私
﹂
の
結
び
に
拘
泥
し
て
い
る
︒

最
後
に
も
う
一
例
を
見
て
み
た
い
︒
末
尾
で
あ
る
︒
日
本
橋
高
島
屋
を
家
族
連
れ
で
お
と
ず
れ
た
主
人
公
一
家
の
ま
え
に
慈
子
が
あ
ら

わ
れ
る
場
面
で
あ
る
︒

高
島
屋
の
ぞ
い
て
く
る
つ
も
り
さ
と
朝
の
電
話
を
切
っ
た
時
も
︑﹁
そ
う
な
の
﹂
と
言
葉
す
く
な
だ
っ
た
︒
慈
子
の
眼
は
私
を
さ

が
し
て
い
た
︒
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
が
不
安
げ
に
揺
れ
︑
胸
へ
あ
て
て
い
る
手
が
と
て
も
美
し
い
︒
呼
ぼ
う
と
し
て
︑
は
っ
と
口
の
な
か

で
慈
子
と
い
う
名
が
凍
え
て
消
え
た
︒
も
う
み
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
︑
慈
子
は
一
度
人
か
げ
に
隠
れ
な
が
ら
動
い
て
い
た
︒
表

情
と
胸
騒
ぎ
と
が
き
し
っ
て
裂
け
た
︒
頬
か
ら
寒
く
︑
は
っ
き
り
と
そ
れ
が
分
っ
た
︒
潰
れ
た
う
め
き
が
咽
喉
に
絡
ん
だ
︒
身
を
翻

し
て
︑
走
っ
た
︒
足
が
す
く
ん
で
い
た
︒

｢ひ
ど
い
わ

﹂

秦
恒
平
﹁
慈
子
﹂
論
ノ
ー
ト

︱
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私
は
そ
う
聞
い
た
︒
慈
子
は
︑
あ
か
く
な
っ
て
︑
低
声
で
も
う
一
度
可
愛
く
同
じ
こ
と
を
い
っ
た
︒
急
に
私
を
見
失
っ
た
娘
が
大

声
で
叫
ん
で
い
た
︒
パ
パ

と
叫
び
な
が
ら
娘
は
か
け
て
き
て
手
を
把
っ
た
︒
慈
子
は
掌
で
口
を
抑
え
︑
み
る
み
る
血
の
気
を

失
っ
て
い
っ
た
︒
女
面
の
前
か
ら
妻
が
ゆ
っ
く
り
振
り
向
こ
う
と
し
て
い
た
︒

来
迎
院
の
世
界
が
︑
現
実
を
ま
え
に
し
て
︑
脆
く
も
倒
壊
す
る
よ
う
に
見
え
る
︒
こ
の
あ
と
︑
慈
子
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
以

上
に
︑
主
人
公
は
ど
う
い
う
行
動
を
と
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
︒
お
そ
ら
く
﹁
私
﹂
は
︑
妻
が
慈
子
を
認
め
る
ま
え
に
素
早
く
長
女
の
手
を

ひ
い
て
妻
の
も
と
に
戻
る
の
だ
ろ
う
︒
無
残
に
も
慈
子
は
ひ
と
り
取
り
残
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
物
語
の
も
つ
拘
束
力
で
あ
り
力
学
で
あ
る
︒

現
実
か
ら
の
鋭
い
シ
ッ
ペ
返
し
を
受
け
て
慈
子
は
う
ず
く
ま
り
暫
く
は
立
て
な
い
だ
ろ
う
︒
小
森
陽
一
(

)

は
︑
こ
の
末
尾
に
つ
い
て
﹁
慈
子

13

は
そ
の
﹁
絵
空
事
﹂
の
﹁
愛
﹂
を
︑
現
実
の
生
と
し
て
選
び
と
ろ
う
と
し
て
﹂﹁
父
︑
母
︑
お
利
根
さ
ん
︑
あ
ま
つ
さ
え
自
分
の
子
供
の

死
を
も
背
負
っ
て
︑
〝
死
な
れ
た
者
〟
の
生
を
た
だ
ひ
と
り
生
き
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
﹂
と
的
確
に
分
析
し
て
い
る
︒

夢
か
ら
醒
め
た
よ
う
な
﹁
私
﹂
の
裏
切
り
の
前
に
︑
慈
子
の
哀
し
い
愛
は
行
方
を
見
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
今
度

こ
そ
︑
ま
っ
た
く
別
の
時
空
で
︑︿
真
の
身
内
﹀
と
し
て
二
人
の
愛
は
固
く
結
ば
れ
る
と
い
う
魂
の
遍
在
論
は
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
︒

作
品
は
問
い
か
け
て
く
る
︒
し
か
し
慈
子
は
︑
た
し
か
に
小
森
が
指
摘
す
る
よ
う
に
﹁
〝
い
ま
は
な
き
人
〟
ゆ
え
に
イ
デ
ア
ル
な
世
界
に

自
己
完
結
的
に
生
き
る
女
た
ち
の
面
影
が
投
影
﹂
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
︑
福
田
の
言
う
よ
う
に
﹁︿
絵
空
事
﹀
の
愛
を
選
択
﹂
し
た
と

し
て
も
︑
慈
子
は
い
ま
︑
死
者
た
ち
と
そ
れ
を
語
る
人
た
ち
の
呪
縛
を
受
け
な
が
ら
︑
絵
空
事
の
世
界
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
︑
躊

躇
し
︑
抗
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
︒

だ
か
ら
︑
慈
子
の
愛
は
︑
そ
し
て
﹁
私
﹂
の
愛
は
︑
消
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
︑
と
読
者
は
考
え
始
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
慈
子
は
︑
や
が
て
静
か
に
身
を
起
こ
し
︑
毅
然
と
立
ち
去
る
だ
ろ
う
︒
ち
ょ
う
ど
流
産
の
後
︑
見
送
り
を
拒
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ん
で
病
院
を
立
ち
去
っ
た
よ
う
に
︒
そ
れ
が
物
語
の
復
元
力
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
作
者
は
兼
好
の
﹁
徒
然
草
﹂
の
成
立
に
つ
い
て
考

え
︑︿
身
内
﹀
の
論
理
や
魂
の
遍
在
を
説
き
︑﹁
先
生
﹂
と
そ
の
父
母
に
ま
つ
わ
る
複
雑
な
家
系
の
な
か
で
筋
を
通
し
て
生
き
た
肇
子
や
お

利
根
さ
ん
の
自
死
を
描
き
︑﹁
私
﹂
と
慈
子
の
愛
の
物
語
を
延
々
と
書
き
連
ね
て
き
た
の
で
あ
る
︒

︵
注
︶

︵
１
︶
小
森
陽
一
﹁
﹃
こ
こ
ろ
﹄
を
生
成
す
る
﹃
心
臓
﹄﹂︵﹁
成
城
国
文
学
﹂
昭
和
六
○
・
三
︶︒
の
ち
﹃
文
体
と
し
て
の
物
語
﹄︵
昭
和
六
三
・
四

筑
摩

書
房
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒
引
用
は
こ
の
書
に
拠
る
︒
な
お
︑
一
章
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
に
発
表
年
月
を
付
し
た
の
は
︑
影
響
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
︒

︵
２
︶
秦
恒
平
﹃
死
な
れ
て
・
死
な
せ
て
﹄︵
平
成
四
・
三

弘
文
社
︶

︵
３
︶
柄
谷
行
人
﹁
自
然
と
意
識
﹂︵﹃
畏
怖
す
る
人
間
﹄
昭
和
四
七
・
二

冬
樹
社
︶

︵
４
︶
注
３
に
同
じ
︒
そ
の
な
か
で
﹁
自
然
﹂
の
概
念
を
説
き
な
が
ら
︑﹁
こ
れ
は
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
代
助
が
︑
﹁
世
間
の
掟
と
定
め
て
あ
る
夫
婦
関
係
﹂

よ
り
﹁
自
然
の
事
実
と
し
て
成
り
上
が
つ
た
夫
婦
関
係
﹂
の
方
が
正
当
な
の
だ
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
以
下
の
柄

谷
氏
の
引
用
は
こ
の
書
に
拠
る
︒

︵
５
︶
三
枝
和
子
﹁
﹁
聖
書
﹂
の
話
﹂︵﹁
文
学
界
﹂
平
成
九
・
一
二
︶

︵
６
︶
岸
田
俊
子
﹁
﹃
こ
こ
ろ
﹄
に
広
が
る
意
味
の
余
白
﹂︵
平
川
祐
弘
・
鶴
田
欣
也
編
書
﹃
漱
石
の
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
ど
う
読
む
か
︑
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か
﹄

平
成
四
・
一
一

新
曜
社
︶

︵
７
︶
注
３
に
同
じ
︒

︵
８
︶
野
呂
芳
男
﹃
慈
子
﹄
解
説
︵
昭
和
五
三
・
一
二

集
英
社
文
庫
︶︒
以
下
︑
野
呂
氏
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
︒

秦
恒
平
﹁
慈
子
﹂
論
ノ
ー
ト

︱
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︵
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︵
９
︶
﹁
畜
生
塚
﹂
︵
﹁
新
潮
﹂
昭
和
四
五
・
二
︶

︵

︶
拙
稿
﹁
秦
恒
平
﹃
隠
水
の
﹄
愛
﹂︵﹁
文
藝
空
間
﹂
九
号

平
成
五
・
一
○
︶︑
お
よ
び
﹁
秦
恒
平
﹁
初
恋
﹂
論
︱
︱
連
鎖
す
る
面
影
の
な
か
で
﹂︵﹁
皇

10

學
館
論
叢
﹂
第
四
一
巻
第
四
号

平
成
二
○
・
八
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵

︶
秦
恒
平
・
笠
原
伸
夫
﹁
対
談
﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
罪
は
わ
が
前
に
﹄
昭
和
五
○
・
九

筑
摩
書
房
︶
の
折
り
込
み
別
冊
︒

11
︵

︶
福
田
淳
子
﹁
秦
恒
平
﹁
慈
子
﹂
論
﹂︵﹁
文
藝
空
間
﹂
九
号

平
成
五
・
一
○
︶︒
福
田
氏
は
こ
の
な
か
で
︑
秦
恒
平
の
文
学
の
特
徴
で
あ
る
︑
絵
空

12

事
や
身
内
観
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
な
が
ら
︑﹁
徒
然
草
﹂
が
﹁
慈
子
﹂
の
な
か
で
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
も
︑
丁
寧
か
つ
適
切
に
分
析
し
て

い
る
︒
以
下
︑
福
田
氏
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
︒

︵

︶
小
森
陽
一
﹁
秦
恒
平
・﹁
慈
子
﹂
の
慈
子
﹂︵﹁
国
文
学
﹂
昭
和
五
九
・
三

臨
時
増
刊
号
︶︒

13︹
付
記
︺
漱
石
の
﹁
こ
こ
ろ
﹂
の
表
記
に
関
し
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
著
書
・
著
作
で
の
使
用
の
ま
ま
用
い
た
︒

︵
な
が
え

ひ
ろ
の
ぶ
・
日
本
近
代
文
学
会
会
員
︶
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