
一

　
『
春
雨
物
語
』
の
稿
本
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
の
は
、「
春
雨
草
子
」、
天
理
冊
子
本
、
文
化
五
年
本
、
富
岡
本
、
天
理
巻
子
本
の
五
種

類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
五
種
は
生
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
意
見
が
あ
り
、
最
終
稿
に
つ
い
て
結
論
が
出
て
い
な
い
。
そ
の
内
、

現
在
唯
一
の
完
全
本
が
、
巻
末
に
「
文
化
五
年
春
三
月
」
の
年
記
が
あ
る
文
化
五
年
本
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
死
首
の
咲
顔
」
と
い
う

題
名
が
つ
け
ら
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
文
化
五
年
本
の
み
で
あ
る
。
天
理
巻
子
本
に
は
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
末
尾
部
分

だ
ろ
う
と
い
う
断
片
が
残
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
断
片
に
は
「
死
首
の
咲
顔
」
と
い
う
題
名
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
内
容
か

ら
考
え
て
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
結
末
の
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。

（
前
欠
）
へ
に
て
空
し
く
成
り
た
り
と
人
告
た
れ
と
、
一
族
た
れ
も
〳
〵
、
に
く
し
と
て
、
問
も
ゆ
か
す
。
五
蔵
法
師
は
、
父
な

れ
は
舟
の
た
よ
り
も
と
め
て
行
。
死
か
ら
た
も
と
め
て
、
又
、
舟
に
の
せ
て
庵
に
か
へ
り
、
是
も
冢
な
ら
へ
て
つ
き
た
れ
と
、
宗
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か
墓
は
改
装
と
い
ふ
事
し
て
、
す
こ
し
隔
て
祭
り
た
つ
。
よ
ろ
つ
に
心
ゆ
き
て
行
ふ
。
か
の
親
か
鬼
也
と
て
、
人
皆
い
ふ
。
い

な
、
お
や
に
似
ぬ
は
、
五
僧
法
師
こ
そ
鬼
子
な
れ
と
て
、
鬼
律
師
と
名
よ
ひ
し
と
そ
、
か
た
り
つ
た
へ
た
り
け
り
。

　

そ
れ
に
対
し
、
文
化
五
年
本
の
「
死
首
の
咲
顔
」
は
、
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

五
曹
は
や
か
て
髪
そ
り
て
法
し
と
な
り
、
こ
の
山
の
寺
に
入
て
、
い
み
し
き
大
と
こ
の
名
と
り
た
り
。
元
助
は
、
母
を
た
す
け

て
、
播
磨
の
そ
う
の
方
へ
し
り
そ
き
て
、
鋤
秋
（
鍬
）
と
り
て
、
む
か
し
に
同
し
。
母
も
機
た
て
ゝ
、
た
く
は
た
千
ゝ
姫
の
神
に

似
た
り
。
曾
次
か
つ
ま
は
、
お
や
の
里
へ
か
へ
り
て
、
こ
れ
も
尼
と
な
り
し
と
そ
。
妹
か
首
の
ゑ
み
た
る
ま
ゝ
に
あ
り
し
こ
そ
、

い
と
た
け
〳
〵
（
し
）
け
れ
と
、
人
皆
か
た
り
つ
た
へ
た
り
。

　

森
田
喜
郎
氏
は
、
天
理
巻
子
本
の
断
片
の
内
容
と
、
そ
の
断
片
に
題
名
が
未
提
示
と
い
う
状
況
を
踏
ま
え
、
天
理
巻
子
本
に
修
め
ら

れ
て
い
る
断
片
は
「
い
な
、
お
や
に
似
ぬ
は
、
五
僧
法
師
こ
そ
鬼
子
な
れ
と
て
、
鬼
律
師
と
名
よ
ひ
し
と
そ
、
か
た
り
つ
た
へ
た
り
け

り
。」
の
箇
所
が
、
五
蔵
の
賛
美
で
結
ば
れ
て
い
る
と
し
、
文
化
五
年
本
の
結
び
は
、「
妹
か
首
の
ゑ
み
た
る
ま
ゝ
に
あ
り
し
こ
そ
、
い

と
た
け
〳
〵
（
し
）
け
れ
と
、
人
皆
か
た
り
つ
た
へ
た
り
。」
と
、
宗
の
賛
美
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、「
両
者
を
比
較
し
て

み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
結
び
が
前
者
は
五
蔵
、
後
者
は
宗
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
理
巻
子
本
は
内
容
が
よ
ほ
ど
異
な
っ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
化
五
年
本
は
そ
の
結
末
か
ら
「
死
首
の
咲
顔
」
と
い
う
篇
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、

も
し
か
し
た
ら
、
天
理
巻
子
本
は
五
蔵
に
即
し
た
篇
名
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な（
1 
）い。」
と
、
文
章
の
推
敲
の
み
な
ら
ず
、
執
筆

意
図
の
変
化
ま
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
変
特
筆
す
べ
き
意
見
だ
と
思
わ
れ
る
。
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確
か
に
、「
死
首
の
咲
顔
」
が
同
題
材
と
し
て
い
る
の
が
源
太
騒
動
で
あ
り
、
そ
の
源
太
騒
動
の
顛
末
に
基
づ
き
執
筆
し
た
「
ま
す

ら
を
物
語
」
で
は
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
五
蔵
と
同
じ
立
場
で
あ
る
右
近
の
登
場
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
人
物
像
が
全
く
見
え
て
こ

な
い
。

　

対
し
て
、「
死
首
の
咲
顔
」
は
五
蔵
に
沿
っ
て
話
が
展
開
し
て
い
く
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
彼
の
人
物
形
象
は
際
立
っ
て
い
る
。

自
ら
の
考
え
を
持
ち
、
自
ら
の
考
え
に
即
し
て
行
動
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
五
蔵
像
の
読
み
方
も

様
々
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
森
田
氏
の
「
五
蔵
に
即
し
た
篇
名
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
意
見
は
、
大
変

説
得
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
森
山
重
雄
氏
は
、
篇
名
を
変
え
た
と
ま
で
は
言
わ
な
い
も
の
の
、
五
蔵
の
人
物
形
象
の
豊
か
さ
に
注
目
す

る
。　

た
だ
「
ま
す
ら
を
物
語
」
で
明
瞭
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
右
内
で
あ
る
。
右
内
は
弟
姫
や
団
次
を
通
じ
て
間
接
的
に
し
か
書

か
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
事
件
に
対
し
て
、
ど
う
処
し
た
か
あ
い
ま
い
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
が
一
つ
の
重
要
な
動

機
と
な
っ
て
、「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
が
、
改
め
て
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
、
秋
成
は
実
説
か
ら
大
き
く
離
れ
、
右
内

（
五
蔵
）
中
心
の
物
語
を
新
し
く
創
造
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
も
は
や
実
際
に
あ
っ
た
源
太
騒
動
の
右
内
で
は
な
い
。
新
し

く
創
造
さ
れ
た
秋
成
的
靑
年
の
像
で
あ（
2 
）る。

　

五
蔵
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
賛
否
両
論
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
優
柔
不
断
の
矛
盾
し
た
人
物

と
し
て
、
評
価
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
森
山
氏
は
そ
れ
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
異
な
る
角
度
か
ら
見
た
と
き
、
次
の

よ
う
に
豊
富
な
人
物
像
と
し
て
五
蔵
を
捉
え
て
い
る
。
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こ
の
五
蔵
像
を
、
矛
盾
に
満
ち
た
前
後
撞
着
し
た
も
の
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
暗
示
的
な
沈
黙
を
蔵
し
た
深
い
心
の
持
主
と

し
て
み
る
か
で
、
評
価
が
わ
か
れ
て
く
る
。
わ
た
し
は
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
の
価
値
は
、
五
蔵
像
の
創
造
に
あ
る
と
み
る
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
一
見
優
柔
不
断
に
み
え
る
五
蔵
の
弱
さ
こ
そ
、
近
世
文
学
に
稀
に
み
る
複
雑
な
心
情
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
た

い
。
周
囲
の
誰
を
も
不
幸
に
し
ま
い
と
い
う
五
蔵
の
配
慮
が
、
遂
に
悲
劇
を
招
来
す
る
と
い
う
典
型
的
な
例
が
こ
こ
に
あ
る
。
わ

た
し
は
か
つ
て
、『
雨
月
物
語
』
の
勝
四
郎
と
か
豊
雄
は
、
運
命
が
外
か
ら
襲
っ
て
く
る
も
の
で
、
そ
れ
を
甘
受
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
の
に
、
五
蔵
は
運
命
を
自
分
の
中
に
集
中
し
て
し
ま
っ
て
、
自
分
の
行
動
を
縛
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
一
段
と
高
め
ら
れ

た
人
間
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
豊
雄
や
勝
四
郎
ら
は
、
自
分
の
悪
を
知
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
五
蔵
は
自
分
の

悪
を
意
識
し
て
い
る
。
自
分
の
み
が
善
で
、
五
曽
次
が
悪
だ
と
い
う
観
念
は
な
い
の
で
あ
る
。
五
蔵
は
地
平
線
的
に
理
解
し
う
る

部
分
と
、
理
解
を
絶
し
た
沈
黙
の
部
分
を
秘
め
た
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
弟
姫
中
心
の
「
ま
す
ら
を
物
語
」

は
、
五
蔵
中
心
の
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
と
し
て
改
作
さ
れ
た
。
こ
の
五
蔵
像
は
、
豐
雄
や
勝
四
郎
に
萌
芽
し
て
い
た
も
の
の
一
層

の
深
化
で
あ
る
。
こ
う
い
う
五
蔵
像
を
創
造
し
た
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
は
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
「
二
番
煎
じ
」
で
は
あ
り
え

な
い
し
、
ま
た
「
大
衆
の
再
ぶ
甘
い
恋
愛
小
説
」
で
も
な（
3 
）い。

　

こ
の
森
山
氏
の
「
五
蔵
の
弱
さ
こ
そ
、
近
世
文
学
に
稀
に
み
る
複
雑
な
心
境
を
表
現
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
大
変
傾
聴
す
べ

き
意
見
で
あ
る
。
五
蔵
は
社
会
規
範
の
「
孝
」
と
、
あ
だ
心
の
「
情
」
の
間
で
大
き
く
揺
れ
て
い
る
。「
周
囲
の
誰
を
も
不
幸
に
し
ま

い
と
い
う
」
配
慮
が
、
彼
を
「
優
柔
不
断
に
み
」
せ
る
の
で
あ
る
。
五
蔵
は
森
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
秋
成
的
青
年
の
像
」
で
あ

り
、「
社
会
的
規
範
」
と
「
あ
だ
心
」
の
間
で
常
に
揺
れ
て
い
た
、
秋
成
自
身
に
他
な
ら
な
い
。『
癇
癪
談　

下
』
に
、
こ
の
道
理
に
対

す
る
記
述
が
あ
る
。
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其
の
こ
と
わ
り
を
お
し
い
た
だ
き
て
も
、
そ
の
を
し
へ
の
ま
ま
に
お
こ
な
ふ
人
は
あ
ら
ぬ
げ
な
り
。
あ
る
じ
も
、
こ
れ
が
た
ぐ
ひ

な
る
べ
し
。
よ
し
や
な
す
も
な
さ
ぬ
も
、
わ
れ
さ
か
し
お
ろ
か
の
み
に
は
あ
ら
で
、
か
し
こ
き
人
も
、
世
に
お
し
た
て
ら
れ
て

は
、
お
こ
な
へ
ど
猶
か
ひ
な
き
も
の
か
。

道
理
を
大
切
に
行
お
う
と
し
て
も
無
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
賢
さ
と
は
関
係
な
い
も
の
で
あ
り
、
無
理
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
効
果
が
な

い
と
述
べ
て
い
る
。
秋
成
が
如
何
に
実
社
会
で
道
理
を
遂
行
し
よ
う
と
頑
張
り
、
悩
ん
だ
か
と
言
う
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
の
た
め
息
が

聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。「
孝
」
を
尽
く
そ
う
と
努
力
は
す
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
や
は
り
「
あ
だ
心
」
で
あ
ろ
う
と
「
情
」
を

選
ぶ
と
い
う
五
蔵
の
選
択
は
、
秋
成
の
価
値
観
を
表
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

秋
成
に
は
、
人
は
銘
々
の
生
業
に
い
そ
し
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
う
精
神
が
「
ま
め
心
」
で
あ
り
、
反
対
に
学
問
や
芸
術
に

従
う
精
神
は
「
あ
だ
心
」
で
あ
り
、「
ま
め
心
」
を
脅
か
す
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
五
蔵
の
父
五
曾
次
は
、
そ
の
「
父
に
似
す
、
う

ま
れ
つ
き
宮
こ
人
」
の
五
蔵
が
「
手
書
、
詩
や
文
こ
の
み
習
」
う
こ
と
に
つ
い
て
、
不
満
を
も
っ
て
お
り
、
五
蔵
に
書
物
は
福
の
神
が

嫌
う
の
で
、
処
分
す
る
よ
う
に
と
忠
告
す
る
。

お
の
れ
か
部
屋
に
は
、
書
物
と
か
い
ふ
も
の
た
か
く
つ
み
、
夜
は
油
火
か
ゝ
け
て
、
無
や
く
の
つ
い
え
す
る
。
是
も
福
の
神
は
き

ら
ひ
た
ま
ふ
と
云
ふ
。
反
古
買
に
は
損
す
へ
し
。
も
と
の
商
人
よ
ひ
て
価
と
れ
。
親
の
知
ら
ぬ
事
し
り
て
何
か
す
る

書
物
を
福
の
神
が
嫌
う
た
め
、
書
を
好
む
者
は
福
の
神
か
ら
嫌
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
秋
成
は
『
癇
癪
談　

上
』
で
、
述
べ
て
い

る
。
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書
を
よ
む
は
、
貧
を
ま
ね
く
た
め
な
り
。
と
あ
な
が
ち
に
い
は
れ
け
り
。
蛍
の
火
か
げ
。
雪
の
ひ
か
り
。
隣
の
壁
の
こ
ぼ
れ
を
た

の
む
た
く
ひ
。
お
ほ
か
り
け
り
。
み
や
こ
に
。
浪
華
に
。
書
籍
あ
ま
た
買
ひ
つ
み
て
。
も
た
り
と
い
ふ
人
も
。
こ
が
ね
千
ひ
ら
を

つ
ひ
や
せ
し
人
は
。
い
と
稀
な
り
と
や
。

五
蔵
が
「
あ
だ
心
」
を
体
現
化
し
た
人
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
五
曾
次
は
「
ま
め
心
」
を
体
現
化
し
た
人
物
で
あ
る
。
五
曾
次
は
右
記

し
た
よ
う
に
、
貧
を
招
か
な
い
た
め
に
、
五
蔵
に
書
を
処
分
す
る
よ
う
、
厳
し
く
言
い
つ
け
て
い
る
。
ま
た
、
確
か
に
『
蛇
性
の
婬
』

の
豊
雄
は
、
自
ら
の
手
で
真
女
子
を
退
治
し
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
「
ま
め
心
」
が
「
あ
だ
心
」
を
排
斥
し
た
と
い
う
見
方
を
す
る
事
は

理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
秋
成
が
「
ま
め
心
」
の
た
め
に
、「
あ
だ
心
」
を
排
斥
す
る
対（
4 
）象と
考
え
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
は

疑
問
が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
ま
め
心
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
あ
だ
心
」
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
反
対
も
し
か
り
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
心
は
非
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
互
い
互
い
の
様
相
を
映
し
出
す
。
五
蔵
と
五
曾
次
も
同
じ
で
あ
る
。
自
分

が
何
者
で
あ
る
か
を
自
覚
す
る
た
め
に
は
一
人
で
は
で
き
な
い
。
自
分
を
映
し
出
す
、
陰
と
な
る
も
の
陽
と
な
る
も
の
が
、
必
要
で
あ

る
。
五
曾
次
は
ま
さ
し
く
、
五
蔵
を
映
し
出
す
鏡
の
役
割
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

　

前
述
し
た
よ
う
に
、『
春
雨
物
語
』
の
五
種
の
稿
本
の
う
ち
、「
死
首
の
咲
顔
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
文
化
五
年
本
、
天
理

巻
子
本
の
二
種
で
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
が
最
終
稿
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
検
討
途
中
で
あ
る
。
も
し
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
→

「
死
首
の
咲
顔
」（
文
化
五
年
本
）
→
天
理
巻
子
本
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
弟
姫
を
受
け
て
、
宗
に
注
目
し
た
話
が
書

き
表
さ
れ
、
そ
の
後
五
蔵
を
中
心
に
し
た
話
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
も
し
、
成
立
過
程
が
、「
ま
す
ら
を
物
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語
」
→
天
理
巻
子
本
→
「
死
首
の
咲
顔
」（
文
化
五
年
本
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
で
は
唯
一
「
明
瞭
に
書
か
れ

て
い
な
い
」
右
近
に
「
複
雑
な
心
情
を
表
現
」
し
た
五
蔵
を
中
心
人
物
に
お
い
た
話
し
に
作
り
か
え
ら
れ
た
も
の
の
、
さ
ら
に
宗
に
注

目
す
る
話
し
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
弟
姫
の
立
場
か
ら
話
を
展
開
す
る
こ
と
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
成
立
過
程
が
変

わ
る
こ
と
で
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
執
筆
意
図
の
変
化
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
木
越
治
氏
の

言
う
「
ま
す
ら
を
物
語
」
か
ら
「
死
首
の
咲
顔
」
へ
の
改
槁
の
様
相
を
検
討
す
る
こ
と
が
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
執
筆
意
図
を
考
察
す

る
に
は
重
要
だ
と
い
う
説
く
意
味
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
、「
死
首
の
咲
顔
」
は
、
天
理
巻
子
本
に
末
尾
部
分
の
断
片
が
残
る
の
を
除
け
ば
、
文
化
五
年
三
月
の
奥
書
を
持
つ
『
春
雨

物
語
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
が
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
春
雨
物
語
』
の
改
槁
過
程
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
特
に
、
従
来
の
富
岡
本
・
天
理
巻
子
本
最
終

稿
説
に
疑
問
が
出
さ
れ
、
文
化
五
年
本
最
終
稿
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
現
段
階
に
あ
っ
て
、「
ま
す
ら
を
物
語
」「
死
首
の
咲
顔
」

と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
成
立
時
期
を
確
定
し
う
る
テ
キ
ス
ト
同
士
で
あ
っ
て
し
か
も
比
較
が
可
能
な
唯
一
の
例
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
か
ら
「
死
首
の
咲
顔
」
へ
の
改
槁
の
様
相
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま

ま
文
化
五
年
本
の
執
筆
意
図
が
那
辺
に
あ
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
向
性
を
ど
こ
ま
で
押
し
広
げ

て
い
け
る
か
に
よ
っ
て
、
文
化
五
年
本
最
終
槁
説
の
是
非
は
内
在
的
に
決
定
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。「
ま
す
ら
を
物
語
」
を
「
秋

成
集
中
の
傑
作
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
日
本
文
学
中
の
絶
品
」（
佐
藤
春
夫
）
と
評
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
評

価
を
い
く
ら
く
り
か
え
し
て
も
、
そ
れ
を
捨
て
て
「
大
衆
小
説
的
気
味
が
あ
」
り
「
二
番
煎
じ
の
あ
じ
き
な
さ
」
し
か
感
じ
取
れ

な
い
「
死
首
の
咲
顔
」
に
な
ぜ
代
え
た
の
か
、
と
い
う
き
わ
め
て
素
朴
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
で
あ（
5 
）る。
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「
ま
す
ら
を
物
語
」
は
、
文
化
三
年
四
月
十
七
日
、
德
川
家
康
の
命
日
に
あ
わ
せ
て
京
部
近
郊
の
一
乗
寺
村
円
光
寺
で
催
さ
れ
た
東
照

宮
祭
の
宴
席
で
出
会
っ
た
渡
辺
源
太
翁
の
人
枘
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
残
る
二
種
の
テ
キ
ス
ト
は
、
と
も
に
文
化
四

年
に
は
成
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
導
入
箇
所
に
は
、
そ
の
執
筆
理
由
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。「
ま
さ
し
事
」
を
伝
え
て
い
な
い
都
賀
庭
鐘
の
『
西

山
物
語
』
は
「
よ
き
人
を
あ
や
ま
つ
い
た
つ
ら
文
」
で
あ
る
か
ら
、「
ま
さ
し
事
」
を
伝
え
よ
う
と
筆
を
執
っ
た
と
あ
る
。

西
山
物
語
と
云
ふ
も
の
、
な
ま
さ
か
し
人
の
作
り
な
し
た
り
し
は
、
か
へ
り
て
よ
き
人
を
あ
や
ま
つ
い
た
つ
ら
文
也
け
り
。
唐
土

の
演
義
小
説
、
此
国
の
物
か
た
り
ふ
み
、
其
作
り
し
人
の
さ
か
し
愚
に
て
、
世
に
遺
れ
る
と
、
や
か
て
の
時
に
跡
な
く
亡
ふ
に
い

ち
し
る
け
れ
は
、
い
ふ
も
さ
ら
也
。
是
も
は
や
く
に
ほ
ろ
ひ
し
数
に
そ
有
け
る
。
さ
て
、
此
の
ま
さ
し
事
、
お
ろ
そ
け
の
筆
に
は

書
と
ゝ
む
ま
し
け
れ
と
、
譌
り
な
ら
ぬ
に
は
、
後
長
く
つ
た
へ
よ
と
そ
思
ふ
。
読
見
ん
人
、
く
り
言
め
き
た
る
を
お
し
は
か
り
し

て
、
又
か
た
り
つ
け
よ
か
し
。

渡
辺
源
太
翁
に
あ
っ
た
感
動
に
推
さ
れ
て
、
書
き
進
め
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
文
章
か
ら
は
、
秋
成
の
意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
の

で
あ
る
が
、
な
ぜ
『
春
雨
物
語
』
に
収
録
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
『
春
雨
物
語
』
は
「
物
が
た
り
さ
ま
の
ま
ね
ひ
」
と
い
う
趣

旨
で
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
ま
さ
し
事
」
を
伝
え
よ
う
と
し
た
「
ま
す
ら
を
物
語
」
は
志
向
が
違
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
し
か
し
そ
の
最
後
に
は
、「
今
日
、
こ
の
翁
か
人
に
交
り
て
、
い
と
、
う
ら
ゝ
か
に
心
よ
け
な
る
を
見
れ
は
、
そ
の
む
か
し
の

有
り
さ
ま
、
実
に
し
か
こ
そ
有
つ
ら
め
と
お
も
ふ
給
へ
ら
る
ゝ
」
と
確
信
し
、「
く
は
し
き
事
は
聞
き
漏
ら
し
つ
べ
し
。」
と
思
い
つ
つ

も
、
書
き
表
し
た
結
果
「
老
が
た
ど
た
ど
し
き
筆
に
は
、
又
も
瑾
つ
け
や
す
ら
ん
。
さ
る
は
、
味
気
な
き
さ
か
し
ら
事
な
り
け
り
」
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と
、
締
め
く
く
っ
て
い
る
。「
ま
す
ら
を
物
語
」
も
、
書
き
記
し
て
み
た
結
果
、
ど
う
や
ら
「
さ
か
し
ら
事
」
で
あ
る
と
い
う
思
い
に

至
っ
た
感
想
を
も
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の
感
想
と
同
じ
内
容
が
『
春
雨
物
語
』
の
序
に
あ
る
。

さ
れ
と
、
お
の
か
世
の
山
か
つ
め
き
た
る
に
は
、
何
を
か
か
た
り
出
ん
。
む
か
し
此
頃
の
事
と
も
も
、
人
に
欺
か
れ
し
を
、
我
い

つ
は
り
と
し
ら
て
、
人
を
あ
さ
む
く
。
よ
し
や
よ
し
、
寓
こ
と
か
た
り
つ
ゝ
け
て
、
ふ
み
と
お
し
い
た
ゝ
か
す
る
人
も
あ
れ
は
と

て
、（
富
岡
本
）

　

こ
こ
で
も
「
い
つ
は
り
」
と
知
ら
ず
に
「
人
を
あ
さ
む
く
」
と
あ
り
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
で
も
当
初
「
ま
さ
し
事
」
を
記
そ
う
と

筆
を
執
り
つ
つ
、
物
語
の
収
束
に
当
た
っ
て
振
り
返
る
と
「
味
気
な
き
さ
か
し
ら
事
な
り
け
り
」
と
、
漏
ら
し
た
感
想
と
同
じ
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。「
ま
す
ら
を
物
語
」
が
『
春
雨
物
語
』
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
が
、「
ま
さ
し
事
」
を
書
き
記
し
た
か
ら
と
い
う

理
由
で
は
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
秋
成
は
、
源
太
騒
動
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
話
し
の
骨
子
を
使
い
つ
つ
、
秋
成
独
自
の
世
界
を
創

作
し
た
か
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
、
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
創
作
方
法
は
、
ま
さ
し
く
『
雨
月
物
語
』
の
「
菊
花
の
約
」
や
「
蛇
性
の
婬
」
が
中
国
白
話
小
説
の
「
範
巨
卿
雞
黍
死

生
交
」（『
古
今
小
説
』）
や
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」（『
警
世
通
言
』）
の
骨
子
を
使
い
つ
つ
、
自
ら
の
世
界
を
そ
の
中
に
落
と
し
込
む

と
い
う
手
法
と
同
じ
で
あ
る
。
む
し
ろ
秋
成
が
得
意
な
表
現
方
法
で
あ
り
、
創
作
方
法
と
い
え
る
。
源
太
騒
動
を
記
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
話
を
構
成
し
て
い
る
あ
る
要
素
に
、
秋
成
が
触
発
さ
れ
筆
を
執
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
死
首
の
咲
顔
」
が
執
筆
さ
れ
た
と
、
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、「
死
首
の
咲
顔
」
が
「
ま
す
ら
を
物
語
」
か
ら
大
き
く
か
わ
っ
た
部
分
に
注
目
し
て
み
た
い
。
源
太
騒
動
と
い
う
事
件
の
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縛
り
が
あ
る
た
め
「
ま
す
ら
を
物
語
」
で
は
表
現
で
き
な
い
要
素
に
注
目
し
た
と
き
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
は
、「
ま
す

ら
を
物
語
」
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
重
要
人
物
で
あ
る
弟
姫
は
、「
死
首
の
咲
顔
」
の
宗
に
至
っ
て
、
全
く
別
人
に
仕
立
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
一
切
の
思
い
を
口
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
五
蔵
の
言
う
こ
と
に
素
直
に
従
う
女
性
で
あ
る
。
弟
姫
の
よ
う
に

自
ら
死
を
選
ぶ
こ
と
で
、
右
近
へ
の
想
い
の
強
さ
を
表
現
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
宗
は
た
だ
じ
っ
と
五
蔵
が
来
る
こ
と
を
待
ち
、

五
蔵
の
訪
れ
を
喜
ぶ
。
そ
の
様
子
か
ら
周
囲
は
宗
の
五
蔵
へ
の
愛
情
を
感
じ
入
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
は
五
蔵
に
沿
っ
て
そ
の
存
在

を
周
囲
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
を
さ
れ
て
い
る
。
読
者
は
い
わ
ば
、
五
蔵
や
母
、
兄
の
目
を
通
し
て
、
宗
と
い
う
存
在
を
認
識
し

て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
弟
姫
と
宗
の
愛
情
表
現
の
違
い
を
比
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
五
蔵
中
心
の
話
し
が
記
さ
れ
、
弟
姫
の
描
写
は
五
蔵
に
合
わ

せ
た
宗
と
い
う
人
物
像
に
変
化
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
五
蔵
中
心
の
話
の
表
題
は
「
死
首
の

咲
顔
」
で
は
な
い
。
五
蔵
が
物
語
の
核
だ
と
分
別
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
秋
成
が
何
度
も
手
直
し
を
し
た
と
い
っ
て
も
、
登
場

人
物
の
名
前
自
体
に
変
化
が
な
い
こ
と
か
ら
、
表
現
の
細
か
な
書
き
直
し
程
度
で
、
人
物
形
象
へ
の
大
き
な
改
作
は
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

「
ま
す
ら
を
物
語
」
で
影
の
薄
か
っ
た
右
近
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
秋
成
は
自
分
の
創
作
を
織
り
込
ま
せ
や
す
く
、
筆
を
加
え

た
。
そ
れ
が
「
死
首
の
咲
顔
」
の
前
身
の
形
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
五
蔵
中
心
の
話
し
を
書
き
進
め
て
い
る
内
に
何
か

に
詰
ま
り
、
宗
を
核
と
す
る
話
に
変
更
し
た
。
そ
れ
故
、
後
半
部
分
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
す
る
と
、「
文
化
五
年
本
」
は

「
天
理
巻
子
本
」
よ
り
も
後
の
作
品
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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三

　
「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
「
ま
す
ら
を
」
は
誰
を
指
す
か
と
い
う
議
論
は
さ
て
お
き
、
弟
姫
は
思
い
人
の
右
近
の
心
変
わ
り
を
疑
い
、

悩
み
苦
し
ん
だ
末
の
決
心
と
し
て
、
自
ら
の
死
を
選
び
、
母
に
そ
の
許
し
を
請
う
の
で
あ
る
。

度
々
の
御
さ
と
し
、
ほ
ね
身
に
し
み
て
侍
る
を
、
た
ゝ
お
に
〳
〵
し
き
心
の
、
お
も
ひ
を
も
や
さ
せ
て
、
死
ね
と
し
ふ
る
に
ぞ
、

胸
つ
ふ
れ
て
う
つ
ゝ
な
く
侍
る
、
さ
ら
は
尼
に
成
て
ん
と
思
へ
と
、
親
兄
の
御
心
に
そ
む
き
て
入
へ
き
道
に
も
あ
ら
し
、
あ
は
れ

今
ま
て
の
命
そ
と
お
ほ
し
な
し
て
、
御
暇
た
ま
は
ら
は
や
、
た
ゝ
う
ら
み
つ
へ
き
は
男
の
心
也
。
親
ゆ
る
し
な
く
は
、
一
た
ひ
は

い
つ
ち
に
も
逃
か
く
れ
て
、
出
交
は
る
世
を
ま
つ
へ
き
も
の
に
い
ひ
し
は
、
な
く
さ
め
か
ね
し
偽
り
か
、
死
は
安
し
、
ひ
た
ふ
る

に
頼
み
て
あ
れ
と
い
ひ
し
は
、
き
の
ふ
の
事
也
、
我
先
死
な
ん
、
云
か
ひ
な
き
人
の
音
つ
れ
は
待
た
し
と
て
、
深
く
思
さ
た
め
た

る
つ
ら
つ
き
也
。

母
は
弟
姫
の
様
子
を
み
て
、
決
心
を
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
見
て
取
り
、
兄
の
源
太
に
は
、
右
近
方
の
父
の
出
方
を
見
て
、
弟
姫

の
行
き
先
の
決
ま
り
を
つ
け
て
く
る
よ
う
言
い
含
め
る
。

此
子
は
物
の
つ
き
た
る
そ
、
さ
れ
と
、
犬
ね
こ
さ
ま
に
て
あ
ら
ん
に
は
、
後
の
世
を
い
と
ほ
し
、
か
の
翁
か
心
は
常
の
事
な
り
、

右
内
こ
そ
い
ふ
か
ひ
な
け
れ
、
養
ふ
と
も
す
つ
る
と
も
、
い
か
に
も
せ
よ
か
し
、
つ
れ
ゆ
き
て
、
か
し
こ
に
て
事
行
な
へ
よ
と

て
、
お
ほ
し
さ
た
め
て
の
た
ま
へ
り
。

東洋法学　第62巻第 2号（2018年12月）

228（11）



こ
の
母
の
言
葉
は
、
娘
弟
姫
の
死
を
既
に
覚
悟
し
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
「
犬
猫
の
様
な
私
通
」
と
い
う
畜
生
道
に
堕
ち
た
ま

ま
に
せ
ず
、
人
間
ら
し
く
死
な
せ
た
い
と
い
う
母
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
弟
姫
は
右
近
の
気
持
ち
を
確
か
め
よ
う
と
、

兄
の
源
太
と
右
近
の
家
へ
行
き
、
右
近
の
父
団
次
に
、
右
近
に
会
わ
せ
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
。
団
次
は
「
と
く

い
ね
」
と
声
を
荒
げ
て
、
威
丈
高
に
二
人
を
追
い
払
お
う
と
す
る
。
右
近
は
「
お
と
つ
日
の
夕
暮
れ
に
紛
れ
て
失
ぬ
」
と
い
う
状
況
だ

と
い
う
。「
今
は
い
か
に
す
る
」
と
い
う
源
太
の
問
い
に
対
し
弟
姫
は
、「
は
た
死
な
ん
と
お
ほ
し
て
、
い
つ
ち
し
ら
す
出
で
給
ふ
な
ら

む
、
か
た
時
も
お
く
れ
て
あ
ら
し
、
御
手
を
給
は
ら
す
は
、
ふ
と
こ
ろ
の
物
も
て
い
さ
き
よ
か
ら
ん
」
と
「
こ
ゝ
に
て
た
ゝ
今
」
と
、

こ
の
場
で
死
ぬ
願
い
を
申
し
出
る
。
源
太
は
「
其
為
に
こ
そ
、
母
の
つ
き
そ
ひ
ゆ
け
と
」
言
い
含
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
団

次
の
許
し
が
な
く
て
も
「
こ
ゝ
汚
さ
ん
」
と
、
弟
姫
の
死
の
援
護
す
る
立
場
を
表
明
す
る
。
団
次
は
死
を
決
し
た
弟
姫
と
源
太
に
対

し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
す
る
筈
が
な
い
と
高
を
く
く
り
「
い
つ
れ
の
所
也
と
も
」
と
、
弟
姫
と
源
太
の
決
行
す
る
意
思
の
表
明
に
対

し
、
形
ば
か
り
と
は
い
え
弟
姫
が
自
分
の
家
の
仏
壇
の
前
で
死
を
遂
げ
る
こ
と
を
、
団
次
は
承
諾
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
ま
す
ら
を
物
語
」
は
周
到
な
手
順
を
ふ
ん
で
か
ら
、
弟
姫
を
斬
首
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
読
者
に
は
弟
姫
の
死
に

納
得
が
い（
6 
）き、
そ
の
死
を
決
し
て
不
自
然
に
は
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
「
死
首
の
咲
顔
」
で
宗
の
首
が
突
然
切
ら
れ
る
こ
と

と
、
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
後
世
の
読
者
か
ら
「
ま
す
ら
を
物
語
」
は
、
死
を
望
み
そ
の
意
志
を
貫
い

て
死
ん
だ
弟
姫
や
、
死
に
導
い
た
源
太
を
「
ま
す
ら
お
」
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
受
け
る
一
方
で
、「
死
首
の
咲
顔
」
は
不
可
思
議
な

作
品
で
あ
り
、「
大
衆
小
説
的
気
味
が
あ
」
り
「
二
番
煎
じ
の
あ
じ
き
な
さ
」
し
か
感
じ
取
れ
な
い
、
と
思
わ
せ
る
原
因
を
作
り
出
し

て
い
る
要
因
で
も
あ（
7 
）る。
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四

　

更
に
、
も
う
一
つ
「
死
首
の
咲
顔
」
で
は
削
除
さ
れ
た
要
素
が
あ
る
。
烈
婦
は
「
お
み
な
し
か
ら
ぬ
も
の
」
つ
ま
り
、「
女
の
仕
合

せ
を
知
ら
ぬ（
8 
）者」
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
弟
姫
の
死
を
覚
悟
し
て
い
る
母
が
、
弟
姫
本
人
に
か
け
る
最
後
の
言
葉
に
記
さ
れ
て

い
る
。
出
立
の
朝
に
、
弟
姫
の
母
は
、
悲
し
い
心
情
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
、
次
の
言
葉
で
娘
弟
姫
に
繰
り
言
を
述
べ
る
、

女
は
よ
き
家
に
め
と
ら
る
ゝ
と
も
、
又
、
其
家
の
を
し
へ
を
い
た
ゝ
き
て
、
お
の
か
心
な
る
世
は
な
き
者
也
、
た
ま
〳
〵
義
と
信

と
の
為
に
刃
に
ふ
し
、
く
ひ
れ
な
と
す
る
を
、
烈
女
と
て
語
り
つ
た
へ
し
も
、
お
も
へ
、
そ
れ
身
幸
ひ
な
き
も
の
ゝ
、
死
に
せ
ま

り
た
る
に
て
、
お
み
な
し
か
ら
ぬ
も
の
に
て
是
に
か
そ
へ
あ
け
ら
れ
、
ほ
ま
れ
有
む
は
、
貞
操
に
か
へ
て
命
を
お
と
し
、
孝
忠
に

た
か
ふ
罪
か
ろ
か
ら
す
、
今
か
く
帰
る
へ
か
ら
ぬ
迷
ひ
路
に
入
た
る
は
、
い
と
苦
し
か
ら
め
、
と
く
ゆ
け
と
て
、
涙
見
せ
す
、
奥

に
ゐ
さ
り
入
給
ふ
。

人
倫
を
は
ず
れ
「
迷
ひ
路
に
入
」
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
娘
は
さ
ぞ
か
し
辛
い
で
あ
ろ
う
と
、
貞
操
の
た
め
に
死
ぬ
娘
の
悲
し
さ
を
、
涙

を
押
し
殺
し
て
述
べ
る
母
の
言
葉
で
あ
る
。
義
だ
の
信
だ
の
で
貞
操
の
為
に
死
に
、
烈
婦
と
し
て
褒
め
称
え
ら
れ
語
り
伝
え
ら
れ
て
い

て
も
、
そ
の
女
性
達
は
そ
の
身
に
幸
せ
が
訪
れ
な
か
っ
た
者
に
す
ぎ
な
く
、
女
の
幸
せ
を
知
ら
な
い
女
で
し
か
な
い
と
い
う
。
思
い
人

右
近
の
た
め
に
死
を
選
ん
だ
弟
姫
は
「
貞
操
に
か
へ
て
命
落
」
す
と
い
う
烈
婦
の
行
為
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た

だ
「
孝
忠
に
違
ふ
罪
」
で
あ
り
、
決
し
て
軽
く
な
い
罪
だ
、
と
そ
の
言
葉
は
厳
し
い
。
し
か
し
そ
の
裏
に
は
、
若
く
し
て
死
に
ゆ
く
娘

へ
の
深
い
愛
情
と
悲
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
は
秋
成
自
ら
の
考
え
方
の
よ
う
で
、『
胆
大
小
心
禄
』
や
『
茶
瘕
酔
言
（
異
文
）』
に
も
同
じ
よ
う
な
一
節
が

あ
る
。す

へ
て
、
忠
臣
、
孝
子
、
貞
婦
と
て
、
名
に
高
き
は
、
必
不
幸
つ
み
〳
〵
て
、
節
に
死
す
る
な
り
。
世
に
あ
ら
は
れ
ぬ
は
、
必
幸

福
の
人
々
な
り
。 

（『
膽
大
小
心
録
』
一
五
五
）

義
士
烈
女
の
世
に
名
を
の
こ
せ
し
を
見
れ
は
、
大
か
た
は
不
幸
の
人
々
な
り
。 

（『
茶
瘕
酔
言
（
異
文
）』
五
五
）

「
ま
す
ら
を
物
語
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
世
に
名
を
残
す
人
は
必
ず
不
幸
な
人
で
、
幸
福
な
人
と
い
う
の
は
世
に
名
を
知
ら
れ

な
い
と
い
う
、
い
か
に
も
秋
成
ら
し
い
言
い
回
し
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
幸
福
な
人
は
世
に
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
な
事

を
し
な
い
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ま
す
ら
を
」
と
称
え
ら
れ
て
い
る
弟
姫
は
、
世
の
中
が
ど
ん
な
に
称
え
よ
う
と
、
彼
女

人
自
身
は
少
し
も
幸
福
で
は
な
く
、
女
と
し
て
の
幸
せ
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
死
ん
で
い
っ
た
可
哀
想
な
女
性
で
し
か
な
い
、
と
い
う
見

解
な
の
で
あ
る
。
弟
姫
の
母
の
嘆
き
は
、
秋
成
本
人
の
弟
姫
へ
対
す
る
悲
し
く
や
る
せ
な
い
思
い
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

世
に
名
を
馳
せ
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
幸
福
な
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
特
に
女
性
は
烈
婦
な
ど
と

い
う
冠
を
被
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
無
名
で
女
の
幸
せ
を
味
わ
え
る
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
、
秋
成
の
願
い
を
感
じ
る

の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
最
後
に
幸
せ
な
思
い
に
包
ま
れ
、
咲
顔
で
亡
く
な
っ
た
宗
に
は
、
母
か
ら
右
記
の
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。
今
に
も
死
に
そ
う
な
宗
を
送
り
出
す
母
は
、
宗
と
対
面
で
き
る
の
も
、
こ
れ
が
最
後
だ
と
思
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
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し
そ
の
送
り
出
し
は
至
っ
て
自
然
な
、
母
が
嫁
ぐ
娘
に
か
け
る
言
葉
で
し
か
な
い
。

我
も
わ
か
き
む
か
し
の
う
れ
し
さ
、
露
わ
す
ら
れ
す
そ
あ
る
、
か
し
こ
に
ま
い
り
て
は
、
た
ゝ
父
の
お
に
〳
〵
し
き
を
よ
く
み
心

と
れ
。
母
君
は
必
す
よ
、
い
と
ほ
し
み
た
ま
ひ
て
ん
と
て
、
よ
そ
ほ
ひ
と
り
つ
く
ろ
ひ
て
、
駕
に
の
る
ま
て
、
万
を
を
し
へ
き
こ

ゆ
。

「
万
を
教
へ
き
こ
ゆ
。」
と
い
う
の
は
、
嫁
ぐ
娘
を
心
配
す
る
母
と
し
て
、
非
常
に
普
通
の
表
現
で
あ
る
。
宗
と
そ
れ
に
付
き
そ
う
元
助

が
出
て
行
っ
て
も
「
母
は
門
火
た
き
て
う
れ
し
げ
也
。」
な
の
で
あ
る
。
娘
の
死
に
対
す
る
心
配
や
悲
し
み
な
ど
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な

い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
時
に
母
が
宗
の
死
を
覚
悟
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
元
助
が
宗
の
首
を
刎
ね
た
こ

と
に
驚
い
た
庄
屋
が
、
元
助
の
母
は
知
ら
な
い
だ
ろ
う
と
息
せ
き
切
っ
て
伝
え
に
行
く
と
、
母
は
い
つ
も
の
通
り
に
布
を
織
っ
て
お

り
、
聞
い
て
も
取
り
乱
し
た
様
子
は
な
く
、

し
か
つ
か
う
ま
つ
り
し
よ
。
こ
ゝ
ろ
え
た
れ
は
お
と
ろ
か
す
、
よ
く
こ
そ
し
ら
せ
た
ま
ふ
と
て
、
お
り
来
て
ゐ
や
ま
ひ
申
。

と
冷
静
に
対
応
し
た
こ
と
に
、
庄
屋
は
更
に
驚
い
た
と
あ
る
。
宗
の
母
は
し
っ
か
り
と
「
こ
ゝ
ろ
え
た
れ
は
」
と
い
う
一
言
を
口
に
し

て
い
る
。
こ
の
一
言
で
、
自
分
の
心
情
を
何
も
口
に
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
微
塵
も
見
せ
な
い
で
、
宗
の
事
だ
け
を
心
配
す
る
と
い
う

気
丈
に
振
る
舞
う
母
の
強
さ
と
、
宗
へ
の
深
い
愛
情
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
で
は
、
秋
成
は
「
死
首
の
咲
顔
」
で
は
母
に
何
も

語
ら
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
宗
が
死
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
死
は
弟
姫
の
よ
う
に
貞
節
を
貫
い
た
「
一
た
ひ
た
て
し
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み
さ
を
に
、
玉
と
砕
け
て
も
、
瓦
の
ま
た
き
に
習
は
し
」
と
い
う
思
い
で
の
死
で
は
な
く
、
幸
せ
に
包
ま
れ
た
死
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
母
は
解
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
出
立
の
時
に
「
う
れ
し
げ
」
だ
っ
た
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ

る
。

五

　
「
ま
す
ら
を
物
語
」
で
は
、
物
語
り
の
焦
点
は
、
や
は
り
「
な
ぜ
、
兄
は
妹
を
殺
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
を

中
心
に
、
話
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
事
の
発
端
は
、
弟
姫
と
右
近
の
密
通
で
あ
る
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
母
は
弟
姫
に
戒

め
る
が
、
弟
姫
の
様
子
を
見
て
い
る
と
諦
め
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
思
い
を
断
ち
切
ら
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
る
。
も
し
、「
強
く

云
へ
ば
、
淵
に
や
沈
ま
ん
、
木
に
や
下
が
り
な
ん
。」
と
弟
姫
が
苦
悩
の
内
に
自
殺
を
す
る
こ
と
を
心
配
し
、
右
近
の
父
団
次
に
縁
談

を
申
し
込
ん
で
く
る
よ
う
兄
に
申
し
つ
け
る
。
し
か
し
、
心
中
は
団
次
は
そ
の
縁
談
に
頓
首
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、

母
は
上
の
言
葉
に
続
け
て
、「
縁
談
申
し
入
れ
る
と
も
、
彼
人
か
た
く
赦
す
ま
じ
。
た
ゞ
是
が
思
や
り
ば
か
り
に
」
と
、
あ
く
ま
で
も

弟
姫
の
意
を
汲
ん
で
あ
げ
る
だ
け
で
も
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
行
動
に
出
る
が
、
思
っ
た
通
り
団
次
は
右
近
と
夫
婦
に
な
る
こ
と
を
取

り
合
わ
な
い
。
団
次
に
拒
ま
れ
て
か
ら
は
、
右
近
も
初
め
の
勢
い
は
ど
こ
へ
や
ら
、
一
向
に
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
悲
し

み
に
暮
れ
た
弟
姫
は
思
い
詰
め
て
し
ま
い
、
母
に
死
な
せ
て
ほ
し
い
と
切
望
す
る
。
そ
の
思
い
を
止
め
ら
れ
な
い
と
見
た
母
は
、
せ
め

て
娘
の
死
が
犬
死
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
一
点
に
考
え
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
死
に
場
所
を
団
次
の
家
の
仏
壇
と
い

う
、
家
の
ま
さ
し
く
象
徴
と
な
る
べ
く
場
所
で
、
弟
姫
の
嫁
ぎ
た
い
と
い
う
悲
願
に
で
き
る
だ
け
近
い
形
で
、
そ
の
思
い
を
遂
げ
さ
せ

て
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
を
強
行
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
弟
姫
の
我
が
儘
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
森
田
氏
が
い
う
よ
う
に
、
慎
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重
に
、
周
到
な
手
順
を
ふ
み
、
団
次
の
許
可
も
も
ら
っ
た
上
で
、
弟
姫
を
斬
首
す
る
の
で
あ
る
。
弟
姫
の
健
気
な
思
い
を
根
底
と
し

て
、
右
近
や
団
次
の
源
太
一
家
を
愚
弄
す
る
態
度
、
母
の
娘
へ
の
深
い
愛
情
か
ら
導
か
れ
る
死
に
際
に
対
す
る
思
慮
深
い
見
解
、
そ
し

て
源
太
の
豪
胆
な
行
動
と
い
う
、
要
素
の
一
つ
一
つ
が
、
ど
れ
も
読
者
に
は
、
兄
が
妹
弟
姫
を
断
腸
の
思
い
で
斬
首
し
た
行
為
に
同
調

さ
せ
、
そ
の
死
を
決
し
て
不
自
然
に
は
感
じ
な
い
よ
う
に
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
死
首
の
咲
顔
」
で
は
話
し
の
焦
点
を
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
と
同
じ
よ
う
に
は
定
め
て
い
な
い
。
兄
が
妹
を
殺
さ
ざ

る
得
な
い
理
由
や
経
緯
を
読
者
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
秋
成
は
執
筆
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
で
は
、
何
を

も
っ
て
「
死
首
の
咲
顔
」
を
執
筆
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ま
す
ら
を
物
語
」
で
は
、
母
は
弟
姫
の
死
へ
の
切
望
た
る
思
い
を
戒
め
て
、
烈
婦
と
い
う
も
の
は
、
ど
ん
な
に
世
に
名
を
語
り
伝
え

ら
れ
て
も
「
女
の
仕
合
せ
を
知
ら
ぬ
者
」
で
あ
る
と
、
強
く
諫
め
て
い
る
。
し
か
し
、
弟
姫
は
母
の
愛
情
深
い
忠
告
も
聞
か
ず
、
烈
婦

の
道
を
選
び
、「
女
の
仕
合
せ
を
知
ら
ぬ
者
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
着
目
し
て
宗
を
見
て
み
よ
う
。
彼
女
の
死
に
際
に
、
孝

行
者
で
決
し
て
親
に
背
か
な
か
っ
た
五
蔵
が
、
烈
火
の
ご
と
く
怒
る
父
に
対
し
、「
こ
の
女
、
我
つ
ま
也
。
追
出
さ
る
れ
は
、
こ
ゝ
よ

り
手
を
と
り
て
出
ん
と
、
兼
て
思
う
に
た
か
は
さ
る
こ
の
あ
し
た
也
。
い
さ
」
と
、
宗
の
手
を
取
っ
て
出
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。

　

作
品
中
に
は
宗
の
不
安
の
言
葉
は
一
切
書
き
記
さ
れ
て
は
い
な
い
、
し
か
し
、
度
々
床
に
伏
し
て
し
ま
い
、
今
日
や
明
日
の
命
か
と

思
わ
れ
る
ほ
ど
憔
悴
し
き
っ
た
状
態
に
対
し
、
読
者
は
自
然
と
宗
に
と
っ
て
は
五
蔵
の
心
が
い
か
ば
か
り
か
と
そ
の
不
安
な
思
い
と
、

そ
の
反
対
に
彼
の
心
を
信
じ
た
い
と
い
う
思
い
と
の
板
挟
み
か
ら
く
る
苦
悩
、
散
々
思
い
煩
っ
た
末
の
事
態
な
の
だ
ろ
う
と
、
容
易
に

思
い
つ
く
。
そ
の
憔
悴
し
切
っ
た
宗
は
、
や
っ
と
五
蔵
の
口
か
ら
、
自
分
を
愛
す
る
こ
と
へ
の
覚
悟
と
も
い
え
る
思
い
を
聞
く
こ
と
が

で
き
、
彼
の
愛
情
を
し
っ
か
り
と
心
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
女
の
仕
合
せ
」
に
満
た
さ
れ
た
、
究
極
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の
幸
せ
な
状
態
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
、
元
助
に
斬
首
さ
れ
た
の
で
、
彼
女
の
最
期
は
最
高
に
幸
せ
な
状
態
で
あ
っ
た
。

　

上
述
の
通
り
、
弟
姫
も
確
か
に
右
近
の
愛
情
を
信
じ
斬
首
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
点
で
は
「
女
の
仕
合
わ
せ
」
の
境
地
で
死
に
至
っ
た

と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
上
述
の
通
り
、
彼
女
の
早
と
ち
り
と
も
い
え
る
思
い
込
み
で
あ
り
、
本
来
の
状
況
を
知
っ
て
い
る
読
者

は
、
弟
姫
の
死
に
な
ん
と
も
心
地
の
悪
さ
を
禁
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
死
に
際
に
立
た
さ
れ
た
弟
姫
と
宗
は
、
ど
ち
ら

も
思
い
人
の
愛
情
を
受
け
止
め
な
が
ら
死
に
向
か
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
境
地
は
全
く
反
対
の
状
態
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
秋
成
は
宗
が
何
の
不
満
を
言
わ
な
く
と
も
、
彼
女
の
心
は
命
を
削
る
ほ
ど
思
い
詰
め
て
い
た
こ
と
―
―
―

そ
れ
は
、
五
蔵
の
優
し
さ
が
故
に
、
様
々
な
と
こ
ろ
に
気
を
遣
い
、
そ
の
結
果
、
五
蔵
の
気
持
ち
が
宗
に
分
か
り
に
く
く
な
る
と
い
う

状
況
を
作
り
出
し
て
い
た
―
―
―
を
読
者
が
同
調
で
き
る
よ
う
に
、
人
物
形
象
や
状
況
を
創
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
は
何
も
言
わ

な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
の
心
の
不
安
な
情
景
は
、
五
蔵
の
行
動
に
対
す
る
母
や
元
助
の
反
応
で
読
者
は
追
い
か
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
、
ど
ん
な
に
憔
悴
し
て
い
て
も
、
五
蔵
の
い
う
こ
と
を
素
直
に
聞
き
、
五
蔵
さ
え
い
れ
ば
体
調
は
良
く
な
る
宗
の
健
気

さ
と
愛
情
深
さ
は
、
そ
の
切
な
さ
が
読
者
の
心
を
く
す
ぐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
の
人
物
形
象
は
、
言
葉
の
な
い
と
こ
ろ
、
言
葉
と
言

葉
の
空
間
か
ら
行
間
か
ら
、
読
者
に
彼
女
の
心
情
を
想
像
さ
せ
て
い
る
。
秋
成
の
筆
致
の
極
地
が
表
れ
て
い
る
と
、
筆
者
は
み
る
の
で

あ
る
。

六

　

源
太
騒
動
に
お
い
て
、
や
ゑ
が
斬
首
さ
れ
た
か
否
か
は
、
実
は
あ
き
ら
か
で
は
な
く
、『
百
箇
条
調
書
』
に
も
『
西
山
物
語
』
に
も

そ
う
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
首
が
切
ら
れ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
記
し
て
い
る
の
は
、
渡
邊
家
に
つ
た
わ
る
言
い
伝
え
を
除
け
ば
、
歌
舞

伎
の
『
け
い
せ
い
節
用
集
』
と
秋
成
の
こ
の
二
作
品
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秋
成
は
こ
の
源
太
騒
動
の
プ
ロ
ッ
ト
に
対
し
、
斬
首
と
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い
う
結
末
に
強
い
思
い
入
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

森
山
重
雄
氏
は
「『
西
山
物
語
』
と
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」」
で
、
斬
首
の
意
味
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

折
口
信
夫
に
よ
れ
ば
、
木
や
水
で
死
ぬ
の
は
、
血
を
落
さ
ぬ
死
に
方
で
、
禁
忌
を
犯
さ
ぬ
自
殺
法
だ
と
い
う
。「
死
首
の
ゑ
が

ほ
」
は
そ
の
逆
で
あ
り
、
首
を
切
る
と
い
う
も
っ
と
も
残
酷
な
、
血
を
あ
や
す
方
法
を
え
ら
ん
で
い
る
。
中
国
の
法
制
史
家
で
あ

る
仁
井
田
陞
に
よ
れ
ば
、
斬
首
は
首
と
胸
と
が
離
れ
離
れ
に
な
る
か
ら
、
再
生
不
可
能
で
あ
り
、
あ
の
世
に
お
け
る
復
活
の
可
能

性
を
奪
う
方
法
だ
と
い
う
。
…
（
中
略
）
…
こ
の
論
理
を
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
に
適
応
す
れ
ば
、
首
を
切
ら
れ
た
宗
の
霊
魂
は
、

あ
の
世
に
お
い
て
再
生
復
活
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
の
「
ゑ
み
」
が
、
恨

み
を
呑
ん
で
死
ん
だ
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
ゑ
み
」
は
、
あ
の
世
に
お
け
る
復
活
再
生
の
代
償
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
。「
ゑ
み
」
に
よ
っ
て
死
の
世
界
か
ら
生
の
世
界
へ
、
満
足
し
て
死
ん
だ
合
図
を
送
っ
て
い
る
と
も
と
れ（
9 
）る。

　

右
記
か
ら
「
ま
す
ら
を
物
語
」
と
「
死
首
の
咲
顔
」
は
、
家
の
和
解
や
、
恋
愛
が
主
体
で
相
手
と
の
一
体
と
い
う
主
題
と
は
か
け
離

れ
た
物
語
で
あ
る
と
、
森
山
氏
は
述
べ
て
い
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
で
弟
姫
は
、
右
近
が
失
踪
し
た
と
父
団
次
か
ら
告
げ
ら
れ
た
途
端
に
、「
は
た
死
な
ん
と
お

ほ
し
て
、
い
つ
ち
し
ら
す
出
給
ふ
な
ら
む
、
か
た
時
も
お
く
れ
て
あ
ら
し
」
と
自
分
の
死
を
決
す
る
。
彼
の
失
踪
は
自
分
と
の
婚
姻
を

許
し
て
も
ら
え
な
い
こ
と
か
ら
、
死
を
選
ん
で
の
行
為
と
思
い
、
自
分
も
遅
れ
て
は
い
け
な
い
と
、
右
近
の
死
を
追
い
か
け
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
読
者
に
は
、
右
近
は
決
し
て
弟
姫
と
の
愛
を
貫
か
ん
と
失
踪
し
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。
前
段
で
の
父
の
叱
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責
に
対
し
て
何
の
表
明
を
し
な
い
右
近
の
様
子
か
ら
、
結
局
兄
源
太
が
言
よ
う
に
「
親
大
事
な
り
と
て
、
人
の
子
を
犬
ね
こ
」
同
然
の

扱
い
を
し
た
こ
と
に
な
っ
た
と
、
読
者
は
気
づ
い
て
い
る
。
弟
姫
が
母
に
訴
え
た
よ
う
に
、
右
近
が
以
前
彼
女
へ
伝
え
た
、「
親
ゆ
る

し
な
く
は
、
一
た
ひ
は
い
つ
ち
に
も
逃
か
く
れ
て
、
出
交
は
る
世
を
ま
つ
へ
き
も
の
に
い
ひ
し
は
、
な
く
さ
め
か
ね
し
偽
」
で
あ
っ

た
。
弟
姫
の
読
み
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

故
に
読
者
は
、
自
分
と
の
愛
情
の
た
め
に
死
を
決
す
る
弟
姫
の
そ
の
恋
心
、
そ
の
純
真
さ
と
、
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
な
が
ら
彼

女
が
死
に
歩
を
進
め
て
い
く
様
子
を
見
守
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
弟
姫
の
死
に
対
し
て
よ
り
意
味
を
持
た
せ
、
彼
女

の
思
い
に
愛
お
し
さ
と
同
情
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
兄
が
妹
を
斬
首
す
る
と
い
う
行
為
は
、
い
く

ら
妹
の
意
志
と
は
い
っ
て
も
、
ど
う
し
て
も
猟
奇
的
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
右
近
の
薄
情
さ
が
対
照
と
な
っ
て
、
よ

り
弟
姫
の
情
の
深
さ
を
浮
き
立
た
せ
、
読
者
は
同
情
と
理
解
を
も
っ
て
彼
女
の
死
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
秋
成
の
見

事
な
手
法
と
い
え
よ
う
。

　

何
よ
り
読
者
に
弟
姫
の
死
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
彼
女
は
当
初
母
に
自
ら
の
自
決
の
意
志
を
告
げ
、
許
し
を
請
い
た
時

の
よ
う
に
、
右
近
の
裏
切
り
を
責
め
、
恨
ん
で
死
ぬ
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
死
に
際
に
は
彼
の
愛
情
を
信
じ
、
彼
へ
の
愛
か

ら
死
を
決
し
た
と
言
う
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
、
勘
違
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。

　

彼
女
は
、
彼
へ
の
愛
を
純
真
に
心
に
抱
い
て
死
を
結
実
さ
せ
た
。
彼
女
の
心
の
中
は
、
愛
で
満
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
残

念
な
こ
と
に
、
そ
の
死
に
顔
は
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
、「
ま
す
ら
を
物
語
」
は
、
あ
く
ま
で
も
源
太
が
妹
を
斬
首
し
た
経

緯
と
彼
の
豪
胆
振
り
を
綴
る
こ
と
に
焦
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
弟
姫
の
死
に
対
す
る
彼
の
振
る
ま
い
が
、
最
も
そ
の
豪
胆
振
り
を

描
写
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
こ
の
弟
姫
の
死
に
際
の
境
地
や
状
況
が
、「
死
首
の
咲
顔
」
で
秋
成
が
表
現

し
た
か
っ
た
宗
の
最
期
に
繋
が
っ
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
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弟
姫
は
思
い
込
み
で
右
近
の
愛
情
を
感
じ
つ
つ
、
自
ら
の
命
を
兄
に
斬
首
さ
せ
た
。
死
を
覚
悟
し
た
心
中
は
、
い
く
ら
気
丈
な
弟
姫

で
あ
っ
て
も
、
さ
ぞ
か
し
恐
怖
に
満
ち
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
宗
は
、
最
愛
の
五
蔵
が
自
ら
の
言
葉
で
、
自
分
を
妻
だ
と

五
曾
次
へ
宣
言
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
間
際
、
ま
だ
仕
合
わ
せ
に
満
ち
足
り
て
い
た
中
で
、
兄
に
突
然
そ
の
命
を
絶
た
れ
る
の
で
あ
る
。

心
の
中
は
、
恐
ら
く
仕
合
わ
せ
で
充
ち
満
ち
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

斬
首
と
い
う
こ
と
は
、
首
が
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
体
の
痛
さ
を
頭
が
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、

引
い
て
い
え
ば
表
情
が
変
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
秋
成
は
そ
の
状
態
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
頭
が
痛
さ
を
感

じ
な
け
れ
ば
、
宗
の
咲
顔
は
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
死
に
顔
が
苦
痛
の
表
情
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
宗
は
そ
の
死
に
顔
に
、

咲
顔
を
保
っ
た
ま
ま
で
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
愛
し
い
五
蔵
の
脳
裏
に
も
、
そ
の
美
し
い
咲
顔
の
み
を
焼
き
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
が
女
性
の
究
極
の
幸
せ
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
、
と
秋
成
は
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
母
が
、
弟
姫
の
死
が
無
駄
死
に
な
ら
な
い
よ
う
、
少
し
で
も
意
味
の
あ
る
死
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の

死
に
際
に
精
一
杯
の
配
慮
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
秋
成
に
、
死
に
際
と
、
そ
の
大
切
さ
に
注
目
さ
せ
た
。
そ
し
て
、「
死
首
の
咲

顔
」
を
執
筆
さ
せ
る
意
欲
を
起
こ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
死
に
際
が
幸
せ
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
そ
れ
ま
で
の
生
活
が
苦
労

続
き
で
あ
っ
て
も
、
幸
せ
な
気
持
ち
を
抱
い
て
死
を
結
実
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
最
高
に
幸
せ
な
気
持
ち
で

死
を
迎
え
る
こ
と
が
、
詰
ま
り
は
究
極
の
幸
せ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。

　

で
は
、
女
性
に
と
っ
て
幸
せ
と
は
な
に
か
。
思
い
人
の
深
い
愛
情
に
包
ま
れ
る
こ
と
が
、
幸
せ
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
女
性
の
究
極
の
幸
せ
の
一
つ
と
し
て
、
思
い
人
の
愛
情
を
感
じ
つ
つ
深
い
愛
情
に
包
ま
れ
、
死
を
迎
え
る
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
を
意
図
と
し
て
、
創
作
さ
れ
た
の
が
「
死
首
の
咲
顔
」
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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（
１
）　

森
田
喜
郎
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
、
三
九
八
頁
。

（
２
）　

森
山
重
雄
「「
ま
す
ら
を
物
語
」
の
成
立
」（『
幻
妖
の
文
学 

上
田
秋
成
』
三
一
書
房
、
一
九
八
二
年
）
二
〇
九
頁
。

（
３
）　

森
山
重
雄
「『
西
山
物
語
』
と
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」」（『
幻
妖
の
文
学 

上
田
秋
成
』
三
一
書
房
、
一
九
八
二
年
）
二
二
三
、
二
二
四
頁
。

（
４
）　

小
林
勇
「「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
小
考
」『
読
本
研
究
』
第
五
輯
上
套
、
一
九
九
二
年
、
渓
水
社
刊
、
三
七
頁
。

（
５
）　

木
越
治
「「
俗
へ
の
意
思
」
―
―
「
死
首
の
咲
顔
」
の
意
味
―
―
」（「
国
語
と
国
文
学
」
第
千
十
四
号　

平
成
二
十
年
五
月
特
集
号
、
東
京
大
学
国

語
国
文
学
会
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）
六
四
頁
。

（
６
）　

森
田
喜
郎
『
上
田
秋
成
』、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
七
一
頁
。

（
７
）　

拙
者
「「
死
首
の
咲
顔
」
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
不
思
議
」（「
東
洋
法
学
」
第
六
十
二
巻
第
一
号
、
東
洋
法
学
会
、
二
〇
一
八
年
七
月
）
二
一
四
頁
。

（
８
）　

中
村
博
保
校
注
「
ま
す
ら
を
物
語
」（
中
村
幸
彦
・
高
田
衛
・
中
村
博
保
校
注
・
訳
者
『
英
草
紙
・
西
山
物
語
・
雨
月
物
語
・
春
雨
物
語
』
小
学

館
、
一
九
九
三
年
）
六
二
九
頁
。

　

そ
し
て
、「
死
首
」
と
は
、
一
つ
の
女
性
の
究
極
の
幸
せ
の
状
態
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
女
性
の
最
も
美
し
く
幸
福
な
表
情

で
あ
る
咲
顔
を
損
な
わ
な
い
で
、
閉
じ
込
め
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
究
極
の
幸
福
で
美
し
さ
の
表
現
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
死
首
」
を
も
っ
て
女
性
の
猛
々
し
さ
も
含
め
た
、
全
体
的
な
美
し
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
秋
成
の

思
考
を
表
現
す
る
た
め
の
発
想
力
に
、
た
だ
た
だ
感
服
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
死
首
の
咲
顔
」、「
ま
す
ら
を
物
語
」『
癇
癪
談
』
の
原
文
は
、
中
村
幸
彦
代
表
編
者
『
上
田
秋
成
全
集　

第
八
巻
』
中
央
公
論
社
、

一
九
九
三
年
に
よ
っ
た
。

　
『
膽
大
小
心
録
』（『
茶
瘕
酔
言
（
異
文
）』
の
原
文
は
、
中
村
幸
彦
代
表
編
者
『
上
田
秋
成
全
集　

第
九
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九

二
年
に
よ
っ
た
。
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（
９
）　

同
注
（
３
）、
二
二
七
、
二
二
八
頁
。

―
な
か
た　

わ
か
ば
・
東
洋
大
学
法
学
部
准
教
授
―
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