
【
論

説
】

「
蛇
性
の
婬
」
に
お
け
る
人
物
形
象
の
創
作
と
中
国
臼
話
小
説
の
影
響
に
つ
い
て

中

田

妙

葉
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「
蛇
性
の
婬
」
は
、
短
編
集
『
雨
月
物
語
』
の
中
で
、
唯
一
の
中
編
作
品
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
他
の
八
編
は
、
各
巻
に
二
編
ず

つ
収
め
ら
れ
て
い
る
な
か
、
巻
之
四
は
こ
の
一
作
品
だ
け
を
収
め
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
中
国
明
代
の
鵜
夢
龍
が
編
纂
し
た
臼
話

小
説
集
『
警
世
通
言
』
第
二
十
八
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
の
翻
案
で
あ
り
、
そ
の
構
成
、
人
物
設
定
、
文
辞
を
踏
襲
し
た
創
作
で

あ
る
。
ま
た
、
清
の
古
呉
墨
浪
子
編
す
る
臼
話
小
説
集
『
西
湖
佳
話
』
巻
之
十
五
「
雷
峰
怪
蹟
」
も
参
照
し
、
さ
ら
に
『
源
氏
物

語
』
を
織
り
込
み
色
々
な
角
度
か
ら
王
朝
ロ
マ
ン
の
風
雅
を
醸
し
出
さ
せ
た
。
そ
の
他
、
日
本
の
典
籍
で
は
『
伊
勢
物
語
』
、
『
万
葉

集
』
、
さ
ら
に
は
安
珍
清
姫
の
道
成
寺
説
話
が
巧
に
利
用
さ
れ
、
中
国
の
典
籍
で
は
『
五
雑
姐
』
や
『
勇
灯
新
話
』
の
「
牡
丹
灯

記
」
、
「
翠
翠
伝
」
、
「
滑
塘
奇
遇
記
」
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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人
物
形
象
の
重
要
性
の
発
見

　
中
村
幸
彦
氏
は
、
中
国
臼
話
小
説
が
日
本
の
戯
作
へ
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
「
近
代
小
説
が
開
眼
さ
れ
た
と
す
る
前
に
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

国
臼
話
小
説
と
中
国
に
お
け
る
そ
の
批
評
が
、
小
説
の
進
歩
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
、

中
で
も
人
物
の
「
個
性
」
・
「
性
格
」
が
、
プ
ロ
ッ
ト
展
開
に
働
き
か
け
る
と
い
う
、
人
物
形
象
の
重
要
性
を
発
見
し
た
と
指
摘
す

る
。　

　
　
金
聖
歎
は
『
水
潜
伝
』
の
「
読
第
五
才
子
書
法
」
の
中
で
「
水
涛
伝
写
一
百
八
個
人
性
格
、
真
是
一
百
八
様
」
な
ど
と
「
性

　
　
格
」
の
語
を
し
ば
し
ば
用
い
、
最
も
多
く
の
文
字
を
つ
い
や
し
た
李
逡
を
初
め
と
し
、
幾
人
か
の
人
物
を
評
し
て
い
る
。
勿

　
　
論
、
　
『
水
潜
伝
』
の
人
物
は
甚
だ
類
型
的
で
、
近
代
小
説
の
性
格
と
等
し
く
は
な
い
が
、
中
国
小
説
に
接
し
た
上
田
秋
成
や
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
亭
馬
琴
ら
は
、
気
質
物
の
気
質
と
は
違
っ
た
性
格
が
小
説
に
必
要
な
こ
と
を
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
悟
っ
た
。

　
近
世
小
説
以
前
の
中
世
説
話
は
、
事
件
を
述
べ
る
小
説
で
あ
る
た
め
、
ス
ト
ー
リ
ー
第
一
主
義
で
あ
り
、
類
型
的
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
近
世
小
説
以
後
の
近
代
小
説
は
、
人
間
を
語
る
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
登
場
人
物
達
の
性
格
や
そ
の
葛
藤
な
ど
、
心
理
の

推
移
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
も
の
の
見
方
、
考
え
方
が
個
性
的
で
写
実
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
作
家
の
個
性
へ
の

自
覚
を
と
も
な
っ
た
批
判
的
精
神
が
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

　
秋
成
は
『
水
潜
伝
』
で
、
き
わ
め
て
明
晰
な
性
格
の
人
物
達
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
国
学
者
で
も
あ
っ
た
秋
成
の
作
品
で
は
、
寓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
が

意
を
人
物
の
性
格
と
行
動
に
託
し
、
事
件
を
引
き
起
こ
す
人
間
の
「
性
」
に
着
目
す
る
。
出
来
事
の
発
端
を
、
人
が
本
来
そ
な
え
て



　
　
　
さ
が

い
る
「
性
」
を
基
と
し
て
と
ら
え
、
作
品
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
が
『
雨
月
物
語
』
で
あ
り
、
　
『
雨
月
』
は
「
性
格
」
を
意
識
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

作
者
に
よ
る
、
日
本
最
初
の
作
品
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
「
蛇
性
の
婬
」
も
他
の
作
品
と
違
わ
ず
怪
異
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、
豊
雄
が
夢
中
に
な
っ
た
蛇
精
が
怪
し
い
魔
力
を
重
ね
る
こ

と
で
、
展
開
す
る
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
題
は
、
「
あ
だ
心
」
か
ら
「
ま
め
心
」
へ
と
転
ず
る
豊
雄
の
人
間
的
成
長
に
よ

っ
て
、
妖
魔
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
る
。
話
の
筋
を
固
め
て
進
め
る
要
因
を
、
作
中
人
物
の
性
格
の
変
化
に
託
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

当
時
に
は
珍
し
い
構
成
で
あ
り
、
そ
し
て
、
『
雨
月
』
の
人
物
の
性
格
の
中
で
最
も
成
功
し
た
の
は
、
「
蛇
性
の
婬
」
の
豊
雄
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
豊
雄
は
文
弱
な
性
格
故
に
、
熊
野
で
蛇
妖
真
女
子
の
魅
入
る
と
こ
ろ
に
な
る
。
吉
野
で
、
当
麻
の
酒
人
に
「
雄
気
し
て
」
と
励
ま

さ
れ
、
己
が
心
の
正
し
か
ら
ぬ
を
反
省
し
、
親
兄
に
仕
え
よ
う
と
紀
州
に
帰
る
。
そ
し
て
芝
の
里
で
は
自
ら
を
犠
牲
に
し
て
、
蛇
妖

か
ら
の
万
事
を
解
決
し
よ
う
と
決
心
す
る
。
こ
の
よ
う
に
豊
雄
は
「
丈
夫
心
」
を
奮
い
起
こ
し
た
結
果
、
法
海
和
尚
の
与
え
た
袈
裟

で
大
蛇
を
「
力
を
き
は
め
て
押
ふ
せ
」
る
勇
気
が
持
て
、
自
ら
妖
魔
を
払
い
の
け
る
の
で
あ
る
。
神
官
や
高
僧
の
励
ま
し
や
、
法
力

の
援
助
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
性
格
の
推
移
を
描
い
た
作
品
と
い
う
の
は
、
近
世
小
説
と
し
て
は
稀
有
で
あ
っ
た
。

東洋法学

二
　
「
蛇
性
の
婬
」
豊
雄
と
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
許
宣
の
人
物
像
の
比
較

　
「
蛇
性
の
婬
」
は
「
臼
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
の
全
体
の
構
成
か
ら
人
物
の
設
定
、
部
分
の
趣
向
、
文
辞
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
要

素
を
引
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
秋
成
は
か
な
り
自
由
な
取
捨
選
択
を
行
っ
た
の
で
、
原
話
と
は
話
こ
そ
そ
っ
く
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り
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
世
界
・
主
題
・
思
想
等
々
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が

後
世
に
引
き
継
ぐ
こ
と
の
難
し
か
っ
た
、
秋
成
の
翻
案
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
蛇
性
の
婬
」
の
要
と
な
る
豊
雄
と
、
原
典
「
臼

娘
子
」
の
許
宣
の
人
物
像
を
比
べ
て
み
よ
う
。

　
豊
雄
は
、
紀
州
三
輪
崎
の
網
元
の
次
男
坊
で
あ
る
。
父
母
は
健
在
で
、
兄
は
質
朴
な
「
よ
く
生
産
を
治
む
」
働
き
者
で
あ
る
。
姉

は
大
和
の
豊
か
な
商
家
へ
嫁
い
で
い
る
。
家
業
は
網
元
で
あ
る
か
ら
生
活
は
豊
か
で
あ
り
、
激
し
い
肉
体
労
働
が
要
求
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
兄
が
担
っ
て
い
る
。
豊
雄
は
末
っ
子
で
甘
や
か
さ
れ
、
生
来
勤
労
を
好
ま
ず
、
文
学
や
学
間
な
ど
の
、
浪
費
的
な
風
流
を
好

ん
だ
。
つ
ま
り
、
田
舎
に
は
珍
し
い
、
線
の
細
い
デ
リ
カ
シ
ー
の
あ
る
イ
ン
テ
リ
青
年
で
あ
る
。
世
俗
的
に
は
非
生
産
者
で
余
計
物

と
さ
れ
る
位
置
づ
け
だ
が
、
両
親
は
豊
雄
の
性
格
や
能
力
を
見
極
め
て
、
好
き
な
学
間
を
さ
せ
て
や
ろ
う
と
伸
び
伸
び
育
て
た
の

で
、
性
格
は
素
直
で
、
「
生
長
優
し
く
」
、
思
い
や
り
深
く
、
温
順
誠
実
な
性
格
の
青
年
に
生
長
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
粉
本
の
「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
で
許
宣
は
如
何
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
都
会
育
ち
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
都
会
人
を
強
調
す
る
性
向
、
ま
た
は
男
気
の
あ
る
特
徴
が
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
親
を
幼
い
時
に
亡
く

し
、
叔
父
の
薬
屋
の
通
い
番
頭
を
し
て
い
る
。
特
に
薬
に
詳
し
い
と
か
、
商
才
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
眉
目
秀
麗
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
。
「
自
娘
子
」
で
は
、
中
心
人
物
が
臼
娘
子
で
あ
り
、
彼
女
の
妖
術
と
行
動
を
通
し
て
話
が
展
開
し
て
い
く
。
許
宣
は
臼
娘

子
が
事
件
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
役
割
に
す
ぎ
な
い
。
臼
娘
子
の
よ
う
な
、
個
性
的
な
人
物
像
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
無

論
、
軟
弱
な
性
格
か
ら
勇
気
あ
る
強
い
人
間
へ
と
成
長
す
る
過
程
が
、
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
豊
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雄
と
い
う
人
物
形
象
の
意
味
を
は
か
る
上
で
許
宣
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
虚
弱
化
と
、
改
篇
の
意
図
が
み
え
て
く
る
の

で
あ
る
。

　
豊
雄
と
は
、
「
常
に
都
風
た
る
事
を
の
み
好
て
、
過
活
心
な
か
り
け
り
」
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
常
に
興
味
の
あ
る
学

間
な
ど
風
雅
な
世
界
に
意
識
を
向
け
、
現
実
に
向
き
あ
う
勇
気
の
な
い
若
者
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
生
活
上
困
難
が
生
じ
た
と
き
に

は
、
た
だ
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
の
み
で
、
現
実
に
向
き
あ
う
こ
と
も
で
き
ず
、
対
処
す
る
な
ど
ほ
ど
遠
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
豊
雄

が
真
女
子
と
再
会
す
る
場
面
に
表
れ
て
い
る
。

　
盗
品
を
手
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
疑
い
を
晴
ら
す
た
め
に
豊
雄
は
武
士
を
真
女
子
の
邸
宅
へ
連
れ
て
行
く
。
し
か
し
邸
宅
は
荒

れ
果
て
、
そ
こ
に
い
た
真
女
子
は
雷
を
起
こ
し
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
奇
怪
な
出
来
事
の
お
陰
で
、
事
件
は
妖
怪
の
仕
業
と
い
う
裁

き
に
な
り
、
豊
雄
の
疑
い
は
晴
れ
る
。
彼
は
大
和
の
姉
の
と
こ
ろ
に
身
を
寄
せ
る
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で
真
女
子
と
ま
ろ
や
が
追
い
か

け
て
き
た
。
す
る
と
豊
雄
は
、
「
あ
な
恐
ろ
し
と
て
内
に
隠
る
る
。
金
忠
夫
婦
こ
は
何
ぞ
と
い
へ
ば
、
か
の
鬼
こ
こ
に
逐
来
る
。
あ

れ
に
近
寄
玉
ふ
な
と
隠
れ
惑
ふ
を
、
…
…
」
と
、
現
実
か
ら
「
隠
れ
惑
う
」
こ
と
し
か
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
同
じ
状
況
下
に
あ

り
な
が
ら
許
宣
は
違
う
様
子
を
み
せ
る
。
追
い
か
け
て
き
た
臼
娘
子
と
青
青
を
見
る
な
り
、

　
　
達
声
叫
道
：
”
死
冤
家
！
自
被
侮
盗
了
官
庫
根
子
，
帯
累
我
吃
了
多
少
苦
，
有
屈
元
伸
，
如
今
到
此
地
位
，
又
赴
来
倣
什
広
？

　
　
可
差
死
人
！
”
（
大
声
で
怒
鳴
り
「
こ
の
野
郎
！
お
前
が
盗
ん
だ
お
上
の
金
の
せ
い
で
、
俺
が
ど
れ
だ
け
苦
労
さ
せ
ら
れ
た

　
　
か
。
濡
れ
衣
も
晴
ら
す
こ
と
で
き
ず
、
や
っ
と
今
落
ち
つ
い
た
っ
て
い
う
の
に
、
ま
た
何
し
に
来
や
が
っ
た
。
こ
の
死
に
損
な

　
　
い
が
！
」
）
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と
、
彼
女
達
は
妖
怪
で
は
な
い
か
と
思
い
な
が
ら
も
、
逃
げ
惑
う
こ
と
な
く
、
面
と
向
か
っ
て
罵
り
、
自
分
の
怒
り
を
ぶ
つ
け
て
い

る
。
臼
娘
子
が
、
そ
の
事
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
か
ら
中
に
入
れ
て
く
れ
、
と
い
っ
て
も
、
許
宣
は
「
“
弥
是
鬼
怪
，
不
杵
入
来
。
”

梢
住
了
肖
不
放
他
。
」
（
「
お
前
は
妖
怪
だ
、
中
に
入
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
」
と
、
入
り
口
に
立
ち
ふ
さ
が
り
、
彼
女
を
入
れ
よ

う
と
し
な
い
。
）
と
、
妖
怪
と
対
峙
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
豊
雄
は
、
許
宣
か
ら
妖
怪
に
罵
り
対
峙
す
る
よ
う
な
勇
気
も

度
胸
も
取
り
上
げ
た
人
物
と
し
て
、
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
臼
で
あ
ろ
う
。

　
許
宣
は
貧
し
く
と
も
、
薬
屋
の
雇
わ
れ
店
主
と
し
て
生
活
し
て
い
る
。
豊
雄
と
は
違
い
、
現
実
に
向
か
い
慎
ま
し
く
自
ら
の
営
み

を
行
っ
て
い
る
、
一
般
市
民
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
豊
雄
は
、
困
難
に
遭
遇
し
た
際
に
逃
げ
て
隠
れ
る
だ
け
の
、
い
わ
ば
自
活

で
き
な
い
人
物
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
性
格
的
な
弱
さ
を
持
っ
た
男
は
、
『
世
間
妾
気
質
』
巻
三
「
米
市
は
日
本
一
の
大
湊
に
買
積
の
思
入
」
「
二
度
の
勤
は

定
な
き
世
の
蜆
川
の
淵
瀬
」
の
才
太
郎
と
し
て
、
既
に
秋
成
作
品
に
は
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
原
形
は
、
青
年
時
代
の
実
家

が
油
紙
間
屋
で
あ
り
な
が
ら
家
業
も
せ
ず
、
文
学
青
年
と
し
て
か
な
り
自
由
放
縦
な
生
活
を
送
っ
た
「
浮
浪
子
」
秋
成
自
身
で
あ
ろ

（
4
）
。

、
つ　

ま
た
、
豊
雄
の
精
神
的
成
長
の
主
題
は
、
都
賀
底
鐘
の
『
繁
野
話
』
第
八
編
「
江
口
の
遊
女
薄
情
を
恨
て
珠
玉
を
沈
る
話
」
か
ら

　
　
　
　
　
（
5
）

継
承
し
て
い
る
。
徳
田
氏
は
、
「
江
口
」
で
然
重
が
小
太
郎
を
諌
め
て
正
道
に
戻
る
契
機
を
与
え
る
設
定
と
、
当
麻
の
酒
人
が
「
丈

夫
心
」
を
豊
雄
に
勧
告
し
て
、
妖
魔
を
克
服
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
設
定
や
、
場
景
・
措
辞
が
共
通
す
る
こ
と
。
そ
し
て
粉
本
の
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「
自
娘
子
」
や
「
雷
峰
怪
蹟
」
に
は
精
神
的
成
長
に
則
る
妖
魔
の
克
服
と
い
う
設
定
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
青
年
の
精
神
的
成

長
に
よ
る
危
機
か
ら
の
脱
却
と
い
う
主
題
を
、
『
繁
野
話
』
の
「
江
口
」
か
ら
取
り
入
れ
た
と
い
う
。

　
確
か
に
前
述
の
よ
う
に
、
豊
雄
は
許
宣
と
異
な
り
消
極
的
で
、
現
実
生
活
を
営
ん
で
い
け
な
い
虚
弱
な
人
格
に
形
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
徳
田
氏
の
説
を
鑑
み
る
と
、
そ
の
作
為
の
由
縁
は
、
豊
雄
が
精
神
的
成
長
を
と
げ
る
主
題
を
明
確
に
す
る
た
め
、
と
い

う
意
図
も
み
え
る
。
「
豊
雄
独
自
の
人
格
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
人
柄
が
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
、
リ
ア
ル
な
人
間
像
に
作
り
上
げ

　
　
　
　
（
6
）

ら
れ
て
い
る
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
最
初
の
性
格
設
定
を
脆
弱
に
設
定
し
た
こ
と
で
、
成
長
の
様
子
が
よ
り
強
調
さ
れ
、
話
の
展

開
と
豊
雄
の
姿
勢
が
上
手
く
絡
み
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
豊
雄
の
「
性
格
」
の
形
成
も
と
は
、
世
間
気
質
で
あ
り
『
繁
野
話
』

だ
と
い
う
説
に
反
論
す
る
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
中
国
臼
話
小
説
が
当
時
の
戯
作
作
家
達
に

与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
考
え
て
み
る
と
、
豊
雄
の
性
格
は
許
宣
と
異
を
な
す
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
物
形
象
に
中
国
白
話
小
説

の
要
素
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
間
が
残
る
。

三
　
豊
雄
の
精
神
的
成
長
に
お
け
る
特
長

東洋法学
　
「
江
口
」
の
粉
本
は
、
「
自
娘
子
」
と
同
じ
『
警
世
通
言
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
第
三
十
二
巻
「
杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
と
い
う
作

品
で
あ
る
。
粉
本
で
は
主
人
公
の
李
甲
が
、
杜
十
娘
を
裏
切
っ
た
こ
と
を
恥
じ
、
気
が
ふ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
話
は
終
わ
る
。
対

し
て
「
江
口
」
で
は
、
李
甲
に
あ
た
る
小
太
郎
は
、
然
重
の
忠
告
に
立
ち
直
り
の
兆
し
を
み
せ
、
強
く
魅
入
ら
れ
て
い
た
臼
妙
の
入

水
を
契
機
に
現
実
に
立
ち
返
り
、
粉
本
と
は
異
な
る
色
彩
の
結
末
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
底
鐘
が
、
小
太
郎
の
優
柔
不
断
か
ら
そ
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の
脱
却
へ
、
と
精
神
の
成
長
を
主
題
の
一
つ
と
し
て
い
た
と
み
る
の
で
あ
る
が
、

い
て
、
男
性
主
人
公
が
精
神
の
成
長
を
と
げ
る
重
要
な
場
面
を
較
べ
て
み
た
い
。

今
一
度
「
江
口
」
と

「
蛇
性
の
婬
」
二
作
品
に
お

　
正
太
郎
の
変
心
を
怒
っ
た
白
妙
は
、
珍
宝
と
共
に
海
中
に
投
身
し
、
彼
の
裏
切
り
を
責
め
る
。
小
太
郎
は
自
分
の
意
志
薄
弱
に
大

い
に
恥
じ
入
っ
た
が
、
こ
こ
で
心
を
入
れ
か
え
る
。

　
　
き
つ
と
悟
り
て
思
ふ
に
、
女
が
深
情
に
そ
む
き
た
る
は
残
念
な
れ
ど
も
、
彼
は
浮
花
の
身
の
う
へ
、
我
も
若
年
の
浮
気
放
蕩
、

　
　
彼
は
彼
が
侠
に
死
し
、
我
は
わ
が
儂
き
に
か
へ
る
。
し
り
て
惑
ふ
は
我
ば
か
り
か
は
。
今
さ
ら
遁
世
な
ど
せ
ば
、
い
よ
い
よ
人

　
　
に
笑
わ
れ
ん
。
父
の
不
興
を
佗
て
、
家
に
帰
る
べ
し

と
、
家
門
を
継
ぐ
べ
く
帰
郷
す
る
。
小
太
郎
は
、
現
実
生
活
に
対
峙
す
る
勇
気
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
豊
雄
が
「
丈
夫
心
」
を
持
つ
に
い
た
る
場
面
と
較
べ
て
み
る
と
、
ど
う
し
て
も
説
得
力
に
欠
け
る
気
が
し
て
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
女
は
入
水
し
て
亡
く
な
っ
た
。
自
分
を
惑
わ
す
対
象
が
い
な
く
な
れ
ば
、
正
気
に
返
る
の
は
比
較
的
簡
単
で
あ
る
。

さ
ら
に
帰
郷
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
亡
く
な
っ
た
相
手
に
は
情
を
か
け
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
薄
情
さ
を
、
正
道
を
と
る
こ
と
で
ご

ま
か
し
た
態
度
の
よ
う
に
も
取
れ
る
。
確
か
に
精
神
的
成
長
を
描
い
て
お
り
、
そ
れ
が
主
題
で
あ
る
こ
と
は
明
臼
だ
。
し
か
し
、
読

者
は
こ
の
場
面
で
、
小
太
郎
の
精
神
的
成
長
を
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
感
想
を
も
つ
。
で

は
、
豊
雄
の
場
面
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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東洋法学
　
真
女
子
は
庄
司
の
娘
富
子
に
取
り
愚
い
て
し
ま
う
。
そ
の
真
女
子
を
取
り
払
い
、
富
子
を
助
け
よ
う
と
し
た
鞍
馬
寺
の
法
師
は
、

蛇
精
の
毒
気
に
あ
た
り
、
苦
し
ん
だ
後
遂
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
富
子
は
人
質
に
取
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
死
人

も
出
た
と
い
う
惨
事
を
目
の
当
た
り
に
し
た
豊
雄
の
心
は
、
嘘
の
よ
う
に
落
ち
つ
き
始
め
、

　
　
か
く
験
な
る
法
師
だ
も
祈
得
ず
、
執
ね
く
我
を
纏
ふ
も
の
か
ら
、
天
地
の
あ
ひ
だ
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
探
し
え
ら
れ
な
ん
。
お

　
　
の
が
命
ひ
と
つ
に
人
々
を
苦
し
む
る
は
実
な
ら
ず
。
今
は
人
を
か
た
ら
は
じ
。
や
す
く
お
ぼ
せ

と
い
っ
て
、
皆
が
引
き
留
め
る
の
も
聞
か
ず
、
寝
屋
へ
赴
く
。
自
分
が
行
か
な
け
れ
ば
皆
が
被
害
を
被
り
、
ど
の
よ
う
な
惨
事
に
も

な
り
か
ね
な
い
と
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
小
太
郎
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
、
こ
の
時
は
豊
雄
の
命
ま
で
取
ら
れ
か
ね
な
い
と
い
う

危
機
的
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
命
を
以
て
被
害
が
こ
れ
以
上
他
の
人
間
に
及
ば
な
い
よ
う
に
と
、
「
丈
夫
心
」
を
奮
っ
て

蛇
精
に
立
ち
向
か
う
の
で
あ
る
。
こ
の
豊
雄
の
場
面
と
較
べ
る
と
、
小
太
郎
の
心
を
入
れ
替
え
る
場
面
が
、
い
か
に
生
ぬ
る
く
舌
足

ら
ず
か
、
と
い
う
感
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。

　
富
子
に
蛇
精
が
取
り
愚
く
場
面
は
「
臼
娘
子
」
に
は
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
後
法
師
が
蛇
精
を
捕
ま
え
に
行
く
場
面
で
は
、
ま
た

「
臼
娘
子
」
の
プ
ロ
ッ
ト
に
戻
る
。
蛇
精
に
取
り
愚
か
れ
て
い
る
富
子
が
豊
雄
を
脅
し
に
か
か
る
こ
の
場
面
は
、
「
雷
峰
怪
蹟
」
を
引

用
し
て
い
る
。
上
段
が
「
蛇
性
の
婬
」
の
本
文
、
下
段
は
「
雷
峰
怪
蹟
」
の
原
文
で
あ
る
。
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
1

線
を
ほ
ど
こ
し
た
。
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富
子
豊
雄
に
む
か
ひ
て
、
君
何
の
讐
に
我
を
捉
へ
ん
と
て
人
を
か
た

ら
ひ
玉
ふ
。
此
後
も
仇
を
も
て
報
ひ
玉
は
ず
、
君
が
御
身
の
み
に
あ

ら
じ
、
此
郷
の
人
人
を
も
す
べ
て
苦
し
き
め
見
せ
な
ん
。
ひ
た
す
ら

吾
貞
操
を
う
れ
し
と
お
ぼ
し
て
、
徒
徒
し
き
御
心
を
な
お
ぼ
し
そ

と
、
い
と
け
さ
う
し
て
い
ふ
ぞ
う
た
て
か
り
き
。
豊
雄
い
ふ
は
、

：
…
か
り
そ
め
言
を
だ
に
も
此
恐
し
き
報
ひ
を
な
ん
い
ふ
は
、

む
く
つ
け
な
り
。

い
と

自
娘
子
叫
杵
宣
入
去
，
悦
道
：
“
祢
好
大
胆
！
乍
心
敢
叫
捉

蛇
得
来
捉
我
？
祢
若
和
我
好
意
，
便
佛
眼
相
看
；
若
不
好

98

吋
，
帯
累
一
城
百
姓
都
要
死
子
非
命
。
”
杵
宣
瞬
得
，

寒
胆
哉
，
不
敢
則
瞬
。

’じ、

　
こ
こ
は
豊
雄
が
意
を
決
し
て
蛇
精
に
立
ち
向
か
う
、
と
い
う
展
開
を
な
す
た
め
の
肝
心
な
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
許
宣
は
全
く
反

対
の
行
動
に
出
る
。
「
帯
累
一
城
百
姓
都
要
死
干
非
命
」
と
い
う
同
じ
言
葉
に
、
お
ろ
お
ろ
す
る
ば
か
り
。
叔
父
は
、
赤
山
埠
の
張

成
の
と
こ
ろ
に
身
を
寄
せ
て
大
人
し
く
し
て
い
ろ
、
と
提
案
す
る
。
許
宣
の
姿
が
見
え
な
く
な
れ
ば
、
妖
怪
は
立
ち
去
る
だ
ろ
う
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
術
が
な
い
許
宣
は
そ
の
案
に
従
い
、
赤
山
埠
に
叔
父
の
手
紙
を
携
え
て
赴
く
の
だ
っ
た
。

　
町
の
人
々
の
命
を
危
険
に
さ
ら
す
と
言
わ
れ
て
も
お
ろ
お
ろ
す
る
許
宣
に
対
し
、
秋
成
は
豊
雄
に
「
自
分
の
身
の
上
」
が
ど
う
な

ろ
う
と
「
此
の
郷
の
人
々
」
を
救
わ
な
け
れ
ば
と
、
公
の
為
に
自
己
犠
牲
を
払
う
と
い
う
反
対
の
態
度
を
取
ら
せ
た
。
そ
れ
よ
り
こ

の
場
面
は
、
豊
雄
が
「
夢
見
が
ち
な
性
格
」
か
ら
脱
却
し
、
大
き
く
飛
躍
を
遂
げ
る
見
せ
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
改
編
こ
そ

「
豊
雄
独
自
の
人
格
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
人
柄
が
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
」
た
、
と
読
者
に
思
わ
し
め
る
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
こ



と
に
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
秋
成
の
場
合
、
一
件
ど
ん
な
に
忠
実
な
翻
案
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
翻
案
と
い

う
作
業
そ
れ
自
体
に
秋
成
の
旺
盛
な
創
作
意
欲
が
打
ち
込
め
ら
れ
、
き
わ
め
て
独
自
で
自
主
的
な
世
界
が
そ
こ
に
築
き
上
げ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
」
と
評
価
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
見
事
な
改
編
場
面
で
あ
る
と
思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
豊
雄
の
「
雄
気
し
」
た
様
を
表
現
し
て
い
な
が
ら
、
「
丈
夫
振
り
」
の
本
と
な
る
典
拠
は
、
未
だ
指
摘
さ

れ
て
い
な
い
。
主
題
を
提
供
し
た
「
江
口
」
の
小
太
郎
の
成
長
ぶ
り
は
、
豊
雄
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
こ
と
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
恐
ら
く
そ
こ
が
、
「
き
わ
め
て
独
自
で
自
主
的
な
世
界
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
秋
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
翻
案
の
手
法
は
、
言
葉
一
つ
に
至
る
ま
で
様
々
な
典
拠
を
網
羅
し
て
お
り
、
「
モ
ザ
イ
ク
的
」
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ

し
て
、
幾
多
の
典
拠
が
絢
い
交
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
世
界
を
醸
し
出
す
と
こ
ろ
が
、
翻
案
の
妙
の
見
せ
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

そ
れ
は
、
「
教
養
の
集
中
的
成
熟
を
反
映
し
、
教
養
同
志
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
目
標
を
求
め
た
『
雨
月
』
と
、
そ
の
時
代
の
」
独
特
な

性
格
に
由
縁
を
も
つ
た
め
で
あ
る
。

四
　
「
注
信
之
一
死
救
全
家
」
と
豊
雄
の
人
物
形
象

東洋法学
　
前
期
戯
作
で
あ
る
『
雨
月
』
の
読
者
層
は
、
秋
成
自
身
と
ほ
ぼ
同
等
の
教
養
を
も
つ
イ
ン
テ
リ
か
、
文
学
愛
好
者
で
あ
っ
た
。
出

来
上
が
っ
た
物
語
の
面
臼
さ
よ
り
は
、
原
典
の
投
影
に
よ
っ
て
隠
見
す
る
異
同
に
翻
案
の
妙
を
ひ
ら
め
か
し
て
見
せ
る
の
が
そ
の
持

ち
味
で
あ
り
、
そ
れ
を
読
み
分
け
る
こ
と
こ
そ
鑑
賞
の
醍
醐
味
だ
っ
た
。
こ
の
小
説
の
読
者
達
は
、
目
前
の
作
品
か
ら
原
典
の
投
影

を
一
つ
一
つ
探
し
出
し
、
そ
の
準
拠
の
種
を
つ
ぷ
さ
に
か
い
さ
ぐ
っ
て
、
両
者
を
比
較
検
討
す
る
と
い
う
知
的
興
味
を
先
行
さ
せ
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た
。
彼
ら
に
原
典
に
な
い
独
自
な
主
題
を
発
見
さ
せ
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
渾
然
た
る
芸
術
美
の
昇
華
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ

れ
が
済
ん
だ
う
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
鑑
み
て
も
、
私
は
こ
の
要
の
部
分
に
も
や
は
り
典
拠
は
あ
る
の
で
は
と
思

う
。
そ
し
て
、
典
拠
作
品
と
し
て
、
中
国
自
話
小
説
「
注
信
之
一
死
救
全
家
」
（
『
古
今
小
説
』
第
三
十
九
巻
）
を
挙
げ
る
。

　
こ
の
話
は
宋
岳
珂
の
『
程
史
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
宋
朝
淳
煕
年
間
（
一
一
七
四
－
八
九
年
）
に
起
こ
っ
た
事
件
に
も
と
づ
い

て
創
ら
れ
た
、
公
案
小
説
で
あ
る
。
注
信
之
は
移
り
住
ん
だ
土
地
で
巨
額
な
財
を
築
き
、
勢
力
者
と
な
っ
た
。
ま
た
、
義
に
厚
い
人

物
と
し
て
名
高
く
、
財
に
拘
わ
ら
な
い
た
め
、
官
府
に
も
沢
山
の
友
人
が
で
き
、
人
望
も
厚
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
注
信
之
は
、
些

細
な
こ
と
か
ら
、
程
兄
弟
の
陰
謀
に
は
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
本
来
配
下
の
民
衆
で
組
織
し
た
忠
義
軍
を
、
朝
廷
に
献
上
す
る
つ
も
り

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
程
兄
弟
の
策
略
で
造
反
の
証
拠
だ
と
朝
廷
に
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
。
注
信
之
は
豪
侠
で
名
の
通
っ
て
い
る
人
物

で
あ
る
た
め
、
彼
と
交
流
の
厚
か
っ
た
郭
将
軍
等
官
府
の
友
人
達
は
、
彼
の
造
反
と
い
う
の
が
信
じ
ら
れ
ず
、
捕
獲
す
る
と
い
う
使

命
を
帯
な
が
ら
も
、
本
人
に
直
接
会
っ
て
真
意
を
確
か
め
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
不
運
が
重
な
り
誤
解
が
解
け
ぬ
ま
ま
、
追

い
詰
め
ら
れ
た
注
信
之
と
そ
の
忠
信
の
者
達
は
、
身
を
守
る
た
め
に
官
府
の
者
達
に
刃
を
向
け
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
殺
人
を
犯
し

造
反
分
子
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
、
好
漢
の
注
信
之
に
好
意
を
持
つ
者
の
温
情
に
助
け
ら
れ
る
。
官
府
は
関
係
者
全
員
か
ら

事
情
を
聴
取
し
、
全
て
の
事
の
発
端
は
程
兄
弟
に
あ
る
と
の
調
べ
が
つ
き
、
注
信
之
は
造
反
の
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
殺
人
を
犯
し
、
世
を
騒
が
し
た
罪
は
罪
と
し
て
、
注
信
之
の
死
刑
を
も
っ
て
、
他
の
配
下
の
者
は
鞭
打
ち
並
び
に
遠
方

の
刑
で
済
む
こ
と
と
な
り
、
一
件
落
着
と
な
っ
た
。

　
忠
義
の
士
が
政
治
の
暗
黒
の
為
に
、
社
会
的
造
反
者
と
さ
れ
て
し
ま
う
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
こ
の
話
は
、
『
水
濤
伝
』
で
忠
義
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の
士
が
梁
山
泊
に
追
い
や
ら
れ
る
話
と
、
相
似
す
る
と
評
さ
れ
る
。
「
注
信
之
」
の
主
題
は
、
無
論
忠
義
で
あ
る
。
注
信
之
を
慕
っ

て
辛
苦
を
共
に
し
、
一
身
に
彼
を
護
衛
し
て
い
た
配
下
の
者
達
と
、
題
名
通
り
自
ら
の
死
を
も
っ
て
、
配
下
の
命
を
救
っ
た
彼
の
一

連
の
行
動
を
通
し
、
忠
義
の
志
を
も
つ
真
の
好
漢
の
「
丈
夫
振
り
」
を
描
き
出
し
て
い
る
。
精
神
的
成
長
を
主
題
と
し
、
豊
雄
に

「
丈
夫
心
」
を
振
る
わ
せ
よ
う
と
し
た
秋
成
が
、
「
注
信
之
一
死
救
全
家
」
の
題
名
を
見
て
、
ま
ず
興
味
を
引
か
れ
な
い
わ
け
は
な
い

と
想
像
す
る
の
だ
が
、
如
何
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
作
品
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
も
見
う
け
ら
れ
る
。
上
段
は
「
蛇
性
の
婬
」

の
本
文
で
、
鞍
馬
寺
の
法
師
が
富
子
を
助
け
よ
う
と
す
る
が
、
反
対
に
蛇
精
に
酷
く
や
ら
れ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
下
段
の
「
注

信
之
」
の
原
文
は
、
注
信
之
が
焼
き
払
っ
た
廟
の
神
が
、
こ
ら
し
め
に
彼
を
左
足
で
蹴
飛
ば
し
、
墜
馬
さ
せ
た
場
面
で
あ
る
。
神
は

注
に
だ
け
し
か
見
え
な
か
っ
た
。

人
人
扶
け
起
す
れ
ど
。
す
べ
て
面
も
肌
も
黒
く
赤
く
染
な
し
た
る

が
如
に
。
熱
き
事
焚
火
に
手
さ
す
ら
ん
に
ひ
と
し
。
毒
気
に
あ
た

り
た
る
と
見
え
て
。
後
は
只
眼
の
み
は
た
ら
き
て
物
い
ひ
た
げ
な

東洋法学
れ
ど
。
聲
さ
へ
な
さ
で
ぞ
あ
る
。

死
け
る
。

水
濯
ぎ
な
ど
す
れ
ど
。
つ
ひ
に

刻
青
兄
注
革
塾
弓
，
慌
忙
扶
起
看
吋
，
不
言
不
悟
，

悪
模
祥
，
不
省
人
事
。

好
似
中

文
辞
だ
け
で
な
く
、
二
場
面
の
要
素
も
、
相
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
師
、
注
信
之
と
も
に
、
①
彼
し
か
見
え
な
い
状
況
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で
、
②
人
で
な
く
神
怪
に
、
③
不
思
議
な
力
を
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
力
で
は
敵
わ
な
い
相
手
か
ら
被
害
を
被
り
、
さ
ら
に
こ
れ

ら
の
事
件
は
二
話
の
主
人
公
豊
雄
と
注
信
之
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
為
す
術
が
な
い
状
況
ま
で
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
場
面
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
こ
れ
ら
の
件
を
通
し
、
豊
雄
と
注
信
之
は
と
も
に
、
一
つ
の
決
心
を
す
る
。
自
ら
の
命
を
も
っ
て
、

禍
が
他
に
及
ぶ
の
を
食
い
止
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

①
お
の
が
命
ひ
と
つ
に
人
々
を
苦
し
む
る
は
実
な
ら
ず
。

ら
は
じ
。
や
す
く
お
ぽ
せ
と
て
閨
房
に
ゆ
く
を
、

今
は
人
を
か
た

②
此
富
子
が
命
ひ
と
つ
た
す
け
よ
か
し
。

い
へ
ば
。
い
と
喜
し
げ
に
貼
頭
を
る
。

然
我
を
い
づ
く
に
も
連
ゆ
け
と

102

対
糞
四
八
等
道
：
”
感
余
兄
弟
相
杁
不
舎
，
①
吾
何

忍
負
累
！
今
罪
犯
必
死
，
②
此
身
已
不
足
惜
，
余
兄

弟
何
不
将
我
榔
去
送
官
，
自
脱
其
禍
？
”

　
こ
こ
の
箇
所
は
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
豊
雄
の
「
丈
夫
心
」
が
表
れ
だ
し
た
情
景
で
あ
り
、
蛇
精
と
対
峙
し
て
「
丈
夫
振
り
」
を
全
面

に
出
す
見
せ
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
蛇
性
の
婬
」
の
主
題
を
語
る
に
最
も
重
要
な
二
箇
所
の
場
面
に
、
「
注
信
之
」
が
典
拠
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
以
下
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
秋
成
は
豊
雄
が
義
心
を
起
こ
す
ま
で
の
流
れ
と
、
精
神
的
に
大

き
な
飛
躍
を
遂
げ
た
情
景
に
、
注
信
之
と
い
う
義
士
の
志
を
重
ね
、
豊
雄
の
内
か
ら
み
な
ぎ
る
力
を
、
創
り
出
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
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五
　
「
人
元
害
虎
心
、
虎
有
伍
人
意
」

　
「
人
元
害
虎
心
、
虎
有
傷
人
意
」
と
い
う
語
句
は
、
「
臼
娘
子
」
か
ら
引
用
さ
れ
、
豊
雄
が
蛇
妖
の
行
い
を
筈
め
る
言
葉
と
し
て
、

「
人
か
な
ら
ず
虎
を
害
す
る
心
な
け
れ
ど
も
、
虎
反
り
て
人
を
傷
つ
け
る
意
あ
り
と
や
」
と
翻
案
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
面
臼
い
こ

と
に
、
こ
の
語
旬
は
、
「
注
信
之
」
に
も
存
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
蛇
性
の
婬
」
が
引
用
し
た
の
は
、
「
臼
娘
子
」
で
あ
ろ
う
と
は

思
う
。
た
だ
、
こ
の
語
句
は
「
蛇
性
の
婬
」
と
「
臼
娘
子
」
の
二
作
品
中
で
は
、
全
く
反
対
の
意
味
に
も
取
れ
る
の
で
あ
る
。
戯
作

で
は
「
人
を
傷
つ
け
る
意
あ
り
」
の
「
虎
」
は
真
女
子
を
さ
す
。
対
し
て
擬
話
本
中
で
は
、
戴
先
生
は
許
宣
に
蛇
退
治
を
頼
ま
れ
た

こ
と
を
、
う
っ
か
り
臼
娘
子
に
言
っ
て
し
ま
う
。
怒
っ
た
臼
娘
子
は
わ
ざ
と
正
体
を
表
し
て
戴
先
生
を
威
嚇
し
て
見
せ
る
情
景
後

に
、
こ
の
語
句
が
表
れ
る
。

　
　
那
先
生
手
中
提
着
瓶
几
，
立
在
空
地
上
。
不
多
吋
，
只
児
刮
起
一
陣
冷
凡
，
夙
道
赴
，
只
児
一
条
吊
桶
来
大
的
旙
蛇
，
速
射
将

　
　
来
。
正
是
：
人
元
害
虎
心
，
虎
有
惰
人
意
。

　
　
且
悦
那
戴
先
生
吃
了
一
涼
，
望
后
便
倒
，
雄
黄
罐
几
也
打
破
了
。

　
　
（
先
生
は
瓶
を
持
っ
た
ま
ま
、
あ
き
地
に
立
っ
た
。
す
る
と
、
に
わ
か
に
ひ
や
り
と
冷
た
い
風
が
起
こ
り
、
過
ぎ
去
っ
た
と
こ

　
　
ろ
に
、
釣
瓶
ほ
ど
の
蛇
が
見
え
た
か
と
思
う
と
、
矢
の
よ
う
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
向
っ
て
き
た
。
ま
さ
に
、
人
に
は
虎
を
害
そ
う

　
　
と
い
う
気
は
な
く
と
も
、
虎
に
は
人
を
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
あ
、
先
生
は
胆
を
つ
ぶ
し
て
後
に

　
　
ひ
っ
く
り
返
る
と
、
酒
瓶
も
割
っ
て
し
ま
っ
た
。
）
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こ
の
箇
所
だ
け
見
れ
ば
、
確
か
に
、
威
嚇
し
て
き
た
蛇
が
、
戴
先
生
に
何
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
恐
怖
の
思
い
を
、
述
べ

て
い
る
と
と
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
自
娘
子
は
誰
も
傷
つ
け
て
は
い
な
い
。
戴
先
生
に
も
威
嚇
し
て
、
逃
げ
帰
ら
せ
た
の
み
で
、

真
女
子
の
よ
う
に
命
は
奪
っ
て
い
な
い
。
彼
女
は
た
だ
許
宣
を
慕
っ
て
つ
い
て
く
る
だ
け
で
、
ま
さ
に
「
元
害
虎
心
」
で
あ
る
。
そ

ん
な
無
垢
な
白
娘
子
を
捕
ま
え
よ
う
と
、
「
衝
人
意
」
を
起
こ
し
た
の
は
許
宣
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
話
の
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
こ
の
語
句

を
再
度
眺
め
て
み
る
と
、
「
人
」
は
臼
娘
子
を
指
し
、
「
虎
」
は
戴
先
生
に
蛇
退
治
を
依
頼
し
た
許
宣
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
、
読
み

取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
「
注
信
之
」
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
注
信
之
は
五
百
人
余
り
の
軍
隊
を
率
い
、
捕
獲
し
た
郭
都
監
を
従

え
、
大
砲
を
放
ち
な
が
ら
、
何
県
尉
を
捕
ら
え
よ
う
と
宿
松
に
向
か
っ
て
い
る
場
面
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　
注
革
引
着
一
百
人
力
前
鋒
，
董
三
、
董
四
、
銭
四
二
、
共
引
三
百
人
力
中
軍
。
注
世
雄
騎
着
小
聰
螺
，
却
教
巽
四
八
騎
着
慢
慢
瑠
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

随
，
引
一
百
余
人
，
押
着
郭
都
盗
力
后
臥
。
分
友
已
定
，
進
放
三
杢
大
硫
，
一
芥
起
身
，
望
宿
松
遜
友
，
要
掌
何
具
尉
。
正
是
：
人
元

害
虎
心
，
虎
有
傷
人
意
。
（
注
革
は
先
鋒
部
隊
と
し
て
百
人
を
率
い
、
董
三
、
董
四
、
銭
四
二
は
と
も
に
本
営
と
な
り
三
百
人
を
卒

い
た
。
注
世
雄
は
小
さ
い
栗
毛
色
の
ラ
バ
に
乗
り
、
襲
四
六
を
赤
馬
に
乗
せ
て
後
に
従
わ
せ
、
百
余
人
を
卒
い
、
後
衛
部
隊
と
し
て

郭
都
監
を
護
送
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
隊
を
組
み
そ
ろ
え
る
と
、
大
砲
を
三
発
続
け
て
放
ち
、
一
斉
に
進
み
始
め
た
。
目
的
地
は
宿
松
。

目
標
は
何
県
尉
の
制
圧
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
人
は
虎
を
害
す
る
気
は
な
く
と
も
、
虎
に
は
人
を
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
意
が
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
）

　
こ
こ
で
も
、
「
虎
」
は
攻
め
の
姿
勢
を
も
つ
注
信
之
達
だ
と
取
れ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
、
彼
ら
も
も
と
は
と
い
え
ば
、
造
反
の
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意
志
な
ど
な
い
「
元
害
虎
心
」
の
徒
で
あ
る
。
そ
れ
を
何
県
尉
な
ど
の
官
府
や
朝
廷
が
、
忠
義
の
志
に
疑
い
を
か
け
、
追
い
込
ん

で
、
彼
ら
を
造
反
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
虎
」
と
は
、
注
信
之
が
自
ら
の
軍
隊
を
献
上
し
よ
う
と
し
た
「
朝
廷
」

と
も
読
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
語
句
中
の
「
虎
」
は
、
表
面
上
で
は
意
味
も
な
く
傷
つ
け
る
よ
う
な
獣
、
ま
た
は
無
頼
の
徒

の
よ
う
に
み
え
る
が
、
も
と
は
と
い
え
ば
無
垢
で
忠
義
な
者
が
追
い
込
ま
れ
、
自
ら
の
身
を
守
る
た
め
に
、
仕
方
な
く
攻
撃
を
し
か

け
る
羽
目
に
陥
っ
た
情
況
下
で
使
わ
れ
て
い
る
、
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
秋
成
は
こ
の
語
旬
の
含
意
を
汲
み
取
り
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。
既
に
前
述
し
た
真
女
子
の
脅
し
文
句
に
対
す
る
豊
雄

の
返
答
を
次
に
あ
げ
る
。
そ
の
言
葉
に
は
、
真
女
子
が
純
粋
な
気
持
ち
を
抱
き
な
が
ら
も
、
行
動
に
う
つ
す
と
返
っ
て
裏
目
に
で
て

し
ま
い
、
疎
ん
じ
ら
れ
る
悲
劇
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

　
　
豊
雄
い
ふ
は
、
世
の
諺
に
も
聞
る
こ
と
あ
り
。
人
か
な
ら
ず
虎
を
害
す
る
心
な
け
れ
ど
も
、
虎
反
り
て
人
を
傷
る
意
あ
り
と

　
　
や
。
禰
人
な
ら
ぬ
心
よ
り
、
我
を
纏
ふ
て
幾
度
か
か
ら
き
め
を
見
す
る
さ
へ
あ
る
に
、
か
り
そ
め
言
を
だ
に
も
此
恐
し
き
報
ひ

　
　
を
な
ん
い
ふ
は
、
い
と
む
く
つ
け
な
り
。
さ
れ
ど
吾
を
慕
ふ
心
は
は
た
世
人
に
も
か
は
ら
ざ
れ
ば
、
こ
・
に
あ
り
て
人
々
の
歎

　
　
き
玉
は
ん
が
い
た
は
し
。

　
豊
雄
に
と
っ
て
、
真
女
子
が
付
き
纏
っ
て
ひ
ど
い
目
に
逢
わ
せ
た
り
、
報
復
の
言
葉
を
吐
い
て
威
嚇
し
た
り
な
ど
の
行
為
は
、
と

う
に
人
間
離
れ
し
て
お
り
、
耐
え
難
い
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
行
為
に
は
、
自
分
へ
の
慕
い
思
う
気
持
ち
が
根

底
に
あ
り
、
そ
れ
は
世
問
一
般
の
人
々
と
ど
こ
も
変
わ
ら
な
い
、
純
粋
な
想
い
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
秋
成
は
原
典
中
で

こ
の
語
句
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
踏
み
つ
つ
、
簡
単
に
善
悪
つ
け
ら
れ
な
い
状
況
を
、
さ
ら
に
言
葉
で
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。

六
　
蛇
妖
の
創
作
と
典
拠

　
次
に
場
面
を
少
し
も
ど
し
、
「
蛇
性
の
婬
」
で
最
も
恐
ろ
し
い
、
蛇
妖
が
富
子
に
取
り
愚
い
た
場
面
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ

こ
は
、
「
豊
雄
の
恐
怖
が
高
ま
る
に
比
例
し
て
、
妖
怪
味
の
す
さ
ま
じ
さ
は
増
加
す
る
。
…
…
三
回
目
を
む
か
え
て
、
彼
女
の
方
も

つ
き
つ
め
た
精
神
状
態
と
い
え
る
な
ら
、
そ
の
状
態
に
達
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
が
最
後
の
大
詰
に
達
し
た
気
迫
が
、
そ
こ
に

　
　
　
　
（
n
）

感
じ
ら
れ
る
。
」
と
い
う
、
怪
異
の
最
高
潮
の
場
面
で
あ
る
と
と
も
に
、
豊
雄
の
「
丈
夫
心
」
を
奮
い
起
こ
さ
せ
る
契
機
と
な
る
、

最
も
肝
心
な
場
面
と
い
え
よ
う
。

　
新
婚
二
日
目
の
夜
、
「
酔
ご
こ
ち
」
の
語
ら
い
の
中
、
富
子
の
口
を
借
り
て
発
せ
ら
れ
る
恨
み
言
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
真
女
子
の

声
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
は
「
臼
娘
子
」
に
「
雷
峰
怪
蹟
」
の
語
句
を
織
り
交
ぜ
て
創
り
上
げ
て
い
る
。
原
典
と
較
べ
て
み
よ
う
。

（
　
　
は
直
接
に
引
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
　
　
　
は
原
文
の
語
辞
を
変
え
て
趣
向
を
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
）

・
誓
海
盟
山
心
已
杵
（
「
翠
翠
佑
」
『
勇
灯
新
話
』
）

・
自
娘
干
圓
降
怪
眼
道
：
”
小
乙
官
，
我
也
只
是
力
好
，
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女
打
ゑ
み
て
、
吾
君
な
怪
し
み
玉
ひ
そ
、
海
に
誓
ひ

山
に
盟
ひ
し
事
を
速
く
わ
す
れ
玉
ふ
と
も
。
ω
さ
る

べ
き
縁
に
し
の
あ
れ
ば
又
も
あ
ひ
見
奉
る
も
の
を
。

准
想
到
成

怨
本
！
ω
我
与
祢
平
生
夫
如
，
共
枕
同
袋
杵
多
恩
愛
，
㈲
如
今
却
信



③
他
し
人
の
い
ふ
こ
と
を
ま
こ
と
し
く
お
ぼ
し
て
、

⑬
強
に
遠
ざ
け
玉
は
ん
に
は
、
恨
み
報
ひ
な
ん
。
紀

路
の
山
山
さ
ば
か
り
高
く
と
も
、
㈲
君
が
血
を
も
て

峯
よ
り
谷
に
濯
ぎ
く
だ
さ
ん
。
あ
た
ら
御
身
を
い
た

づ
ら
に
な
し
果
玉
ひ
そ
と
い
ふ
に
、
㈲
只
わ
な
・
き

に
わ
な
・
か
れ
て
、
㈲
今
や
と
ら
る
べ
き
こ
・
ち
に

死
入
け
る
。
屏
風
の
う
し
ろ
よ
り
、
ω
吾
君
い
か
に

む
つ
か
り
玉
ふ
。
か
う
め
で
た
き
御
契
な
る
は
と
て

出
る
は
ま
ろ
や
な
り
。

別
人
肉
言
悟
，
⑥
教
我
夫
妻
不
睦
。
我
如
今
実
対
祢
悦
，
若
瞬
我
言

悟
喜
喜
炊
炊
，
万
事
皆
休
：
若
生
外
心
，
㈲
教
祢
満
城
皆
力
血
水
，

人
人
手
蓼
洪
浪
，
脚
踏
澤
波
，
皆
死
干
非
命
。
”
㈲
慷
得
杵
宣
哉
哉

競
競
，
半
駒
元
言
可
答
，
不
敢
走
近
前
去
。
ω
青
青
幼
道
：
“
官

人
，
娘
子
愛
祢
杭
州
人
生
得
好
，
又
喜
祢
恩
情
深
重
。
瞬
我
悦
，
与

娘
子
和
睦
了
，
休
要
疑
慮
。
（
「
臼
娘
子
」
）

・
臼
娘
子
因
接
悦
道
：
“
我
与
祢
倣
夫
妻
一
坊
，
井
元
一
万
負
休
赴
，

力
何
反
瞬
外
人
言
悟
，
与
我
不
睦
？
我
如
人
家
既
嫁
了
祢
，
却
明
我

到
那
里
去
？
”
一
面
悦
，
㈲
一
面
便
鳴
鳴
咽
咽
巽
将
起
来
。
杵
宣
急

了
，
忙
祉
李
幕
事
除
外
去
，
（
「
雷
峰
怪
遊
」
）

東洋法学
　
女
は
妖
し
く
笑
い
な
が
ら
、
ま
る
で
何
事
で
も
な
い
か
の
よ
う
に
、
脅
し
文
句
を
な
よ
や
か
に
口
に
す
る
。
こ
の
方
が
、
恐
ろ
し

い
形
相
で
激
し
い
言
葉
で
言
わ
れ
る
こ
と
よ
り
、
ど
れ
ほ
ど
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
粉
本
「
自
娘
子
」
や
「
雷
峰
怪
蹟
」
で
は
激

し
い
感
情
が
言
葉
に
な
り
相
手
に
迫
り
行
く
、
す
さ
ま
じ
い
迫
力
を
感
じ
る
場
面
で
あ
る
。
秋
成
は
同
じ
言
葉
を
、
丁
寧
か
つ
柔
ら

か
く
言
わ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
方
が
言
葉
通
り
に
恐
ろ
し
い
こ
と
が
簡
単
に
起
こ
り
そ
う
だ
、
と
い
う
不
気
味
さ
を
感
じ
さ
せ

る
。
相
手
は
、
婚
姻
相
手
の
身
体
に
ま
で
の
り
移
る
ほ
ど
の
、
激
し
い
感
情
と
霊
力
の
持
ち
主
で
あ
る
。
逃
げ
切
れ
る
相
手
で
は
な
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い
と
、
豊
雄
だ
け
で
な
く
読
者
に
も
思
わ
せ
る
だ
け
の
説
得
力
を
持
つ
。
改
編
の
妙
を
感
じ
さ
せ
る
部
分
で
も
あ
る
。

　
そ
し
て
、
富
子
に
蛇
妖
が
乗
り
移
っ
て
語
り
始
め
る
と
い
う
趣
向
は
、
一
般
に
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
に
よ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

蛇
妖
が
富
子
の
口
か
ら
言
っ
た
言
葉
は
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
夕
顔
を
取
り
殺
す
前
に
源
氏
の
枕
上
で
語
る
言
葉
に
よ
っ
た
も
の

だ
と
い
う
。
夕
顔
の
死
は
、
昨
今
で
は
古
家
に
棲
む
妖
怪
の
し
わ
ざ
と
す
る
見
方
が
多
い
が
、
こ
れ
も
江
戸
時
代
に
は
、
六
条
御
息

所
の
生
霊
の
な
す
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
確
か
に
、
源
氏
が
夕
顔
を
見
な
が
ら
六
条
御
息
所
を
思
い
出
し
て
い
た
晩
に
、
愚
き
物
が
出
て
恨
み
言
を
い
う
。
そ
の
語
辞
は
そ

っ
く
り
引
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
愚
き
物
は
源
氏
の
夢
も
と
で
言
っ
た
わ
け
で
、
夕
顔
に
愚
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ

で
、
「
蛇
性
の
婬
」
の
場
面
と
「
夕
顔
」
の
原
文
と
付
き
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
全
体
的
な
比
較
を
し
た
い
た
め
、
少
し
長
く
引
用
す

る
。
上
段
が
「
蛇
性
の
婬
」
、
下
段
が
「
夕
顔
」
で
あ
る
。

豊
雄
こ
・
に
迎
へ
ら
れ
て
見
る
に
、
此
富
子
が
か
た

内
裏
に
い
か
に
求
め
さ
せ
た
ま
ふ
ら
ん
を
、
い
づ
こ
に
も
尋
ぬ
ら
ん
と
思
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ち
い
と
よ
く
万
心
に
足
ひ
ぬ
る
に
、
か
の
蛇
が
懸
想

せ
し
こ
と
も
お
ろ
お
ろ
お
も
ひ
出
る
な
る
べ
し
。
は

じ
め
の
夜
は
事
な
け
れ
ば
書
ず
。
二
日
の
夜
、
よ
き

ほ
ど
の
酔
ご
・
ち
に
て
、
年
来
の
大
内
住
に
、
辺
鄙

の
人
は
は
た
う
る
さ
く
ま
さ
ん
。
か
の
御
わ
た
り
に

し
や
り
て
、
か
つ
は
あ
や
し
の
心
や
、
六
条
わ
た
り
に
も
い
か
に
思
ひ
乱

れ
た
ま
ふ
ら
ん
、
恨
み
ら
れ
ん
に
苦
し
う
こ
と
わ
り
な
り
と
、
い
と
ほ
し

き
筋
は
な
づ
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
何
心
も
な
き
さ
し
向
ひ
を
あ
は
れ
と

思
す
ま
ま
に
、
あ
ま
り
心
深
く
、
見
る
人
も
苦
し
き
御
あ
り
さ
ま
を
、
す

こ
し
取
り
捨
て
ば
や
と
、
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
た
ま
ひ
け
る
。
宵
過
ぐ
る
ほ



て
は
、
何
の
中
將
宰
相
の
君
な
ど
い
ふ
に
添
ぶ
し
玉

ふ
ら
ん
。
今
更
に
く
・
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
な
ど
戯
る
・

に
、
富
子
即
面
を
あ
げ
て
、
古
き
契
を
忘
れ
玉
ひ

て
、

そ
、

か
く
こ
と
な
る
事
な
き
人
を
時
め
か
し
玉
ふ
こ

　
　
こ
な
た
よ
り
ま
し
て
悪
く
あ
れ
と
い
ふ
は
、

こ
そ
か
は
れ
、
正
し
く
真
女
子
が
声
な
り
。

姿

でてど
す
こ
し
寝
入
り
た
ま
へ
る
に
、
御
枕
上
に
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
ゐ

「
お
の
が
、
い
と
め
で
た
し
と
み
た
て
ま
つ
る
を
ば
、
尋
ね
思
ほ
さ

か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
を
率
て
お
は
し
て
、

こ
そ
、
い
と
め
ざ
ま
し
く
つ
ら
け
れ
」

か
き
起
こ
さ
む
と
す
と
見
た
ま
ふ
。

き
た
ま
へ
れ
ば
、
灯
も
消
え
に
け
り
。

き
抜
き
て
、
う
ち
置
き
た
ま
ひ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
時
め
か
し
た
ま
ふ

　
と
て
、
こ
の
御
か
た
は
ら
の
人
を

物
に
襲
は
る
る
心
地
し
て
、
お
ど
ろ

　
う
た
て
思
さ
る
れ
ば
、
太
刀
を
引

右
近
を
起
こ
し
た
ま
ふ
。

東洋法学
　
言
葉
の
部
分
は
同
じ
で
あ
る
が
、
愚
き
物
が
夕
顔
に
愚
い
て
言
っ
た
言
葉
で
は
な
い
。
夕
顔
は
、
「
こ
の
女
君
い
み
じ
く
わ
な
な

き
ま
ど
ひ
て
、
い
か
さ
ま
に
せ
む
と
思
へ
り
。
汗
も
し
と
ど
に
な
り
て
、
我
か
の
気
色
な
り
。
」
と
い
う
様
子
で
、
言
葉
な
く
、
苦

し
ん
で
亡
く
な
っ
た
。
恨
み
言
を
い
っ
た
「
物
」
と
夕
顔
に
懸
い
た
「
物
」
が
同
じ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
表
現
に
な
っ
て
い

る
。
確
か
に
秋
成
の
み
な
ら
ず
、
「
雨
月
物
語
』
の
読
者
も
知
識
豊
富
で
あ
る
ゆ
え
、
す
ぐ
に
「
夕
顔
」
を
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
と

思
う
。
し
か
し
、
こ
の
話
の
骨
格
は
、
中
国
文
学
の
中
で
も
喜
怒
哀
楽
を
明
確
に
表
現
す
る
白
話
小
説
で
あ
る
。
「
夕
顔
」
の
こ
の

箇
所
は
貴
族
文
学
で
は
匂
わ
せ
る
面
臼
さ
を
味
わ
え
る
趣
向
で
あ
る
が
、
戯
作
の
「
蛇
性
の
婬
」
中
に
同
じ
よ
う
に
引
用
し
て
は
曖

昧
な
表
現
と
な
っ
て
し
ま
い
、
迫
力
に
欠
け
る
と
秋
成
は
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
、
源
氏
の
夢
も
と
に
立
っ
た

「
物
」
と
、
夕
顔
に
愚
い
た
「
物
」
が
同
じ
で
あ
る
と
明
確
に
表
現
す
る
た
め
、
他
の
典
拠
も
用
い
た
と
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
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う
。
そ
こ
で
、
そ
の
典
拠
作
品
に
「
楊
思
温
燕
山
逢
故
人
」
（
『
古
今
小
説
』
第
二
十
四
巻
）
を
挙
げ
る
。
「
楊
思
温
」
は
『
雨
月
物

語
』
の
他
の
作
品
「
吉
備
津
の
釜
」
と
「
浅
茅
が
宿
」
で
の
引
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
「
楊
思
温
」
で
引
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

場
面
は
、
韓
思
厚
が
亡
き
妻
鄭
義
娘
と
の
約
束
を
破
り
、
金
陵
土
星
観
の
観
主
劉
金
壇
と
い
う
女
道
士
の
美
し
さ
に
魅
入
ら
れ
、
結

婚
し
て
し
ま
っ
た
あ
る
晩
の
こ
と
で
あ
る
。
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よ
き
ほ
ど
の
酔
ご
・
ち
に
て
、
年
来
の
大
内
住
に
、
辺
鄙
の
人
は
は

た
う
る
さ
く
ま
さ
ん
。
か
の
御
わ
た
り
に
て
は
、
何
の
中
將
宰
相
の

君
な
ど
い
ふ
に
添
ぶ
し
玉
ふ
ら
ん
、
今
更
に
く
・
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
な

ど
戯
る
・
に
、
富
子
即
面
を
あ
げ
て
、
古
き
契
を
忘
れ
玉
ひ
て
、
か

く
こ
と
な
る
事
な
き
人
を
時
め
か
し
玉
ふ
こ
そ
、
こ
な
た
よ
り
ま
し

て
悪
く
あ
れ
と
い
ふ
は
、

り
。
聞
に
あ
さ
ま
し
う
、

ど
ふ
を
、
女
打
ゑ
み
て
、

姿
こ
そ
か
は
れ
、
正
し
く
真
女
子
が
聲
な

身
の
毛
も
た
ち
て
恐
し
く
、
只
あ
き
れ
ま

且
悦
那
思
厚
共
刻
氏
新
婚
炊
愛
，
月
下
置
酒
雲
玩
。

酒
同
，

厚
不
放
，

只
見
刻
氏
柳
眉
別
竪
，
星
眼
圓
降
，

　
道
：
“
祢
武
熟
一
万
我
，
換
我
命
来
！
”
身
是
対

　
　
　
正
欽

以
手
埣
住
思

氏
，
悟
言
是
邦
夫
人
的
声
へ
。
旺
得
思
厚
元
汁
可
施
，

道
：
”
告
賢
妻
焼
恕
。
”
那
里
肯
放
。
正
撰
披
不
下
，
忽
根

芳
，
杵
二
掌
侠
歩
月
而
来
望
思
厚
，
見
刻
氏
埣
住
思
厚
不

放
。
二
人
解
脱
得
手
，
思
厚
急
走
出
，

　
粉
本
で
は
、
妻
鄭
義
娘
夫
人
は
金
軍
に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
た
め
、
夫
韓
思
厚
の
た
め
に
貞
節
を
守
っ
て
自
害
し
た
烈
女
で
あ

る
。
鄭
義
娘
の
思
い
に
感
激
し
た
韓
思
厚
は
、
絶
対
に
再
婚
は
し
な
い
と
強
く
誓
う
。
し
か
し
暫
く
す
る
と
亡
妻
と
の
約
束
を
犯
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し
、
さ
ら
に
は
妻
の
墓
参
り
に
も
行
か
な
く
な
っ
た
。
薄
情
な
裏
切
り
行
為
を
受
け
た
鄭
義
娘
は
劉
氏
に
取
り
愚
い
て
、
夫
に
恨
み

言
を
い
う
。
見
目
姿
は
劉
氏
で
あ
っ
て
も
、
声
は
明
ら
か
に
鄭
夫
人
で
あ
る
。
韓
思
厚
に
は
、
鄭
義
娘
が
自
分
を
恨
ん
で
、
憎
い
劉

氏
に
取
り
愚
い
て
い
る
の
だ
と
、
鄭
夫
人
の
怨
念
が
、
劉
氏
の
顔
で
恐
ろ
し
い
形
相
を
見
せ
て
恨
み
言
を
い
っ
て
い
る
の
だ
と
、
明

確
に
認
識
で
き
る
。

　
さ
ら
に
「
蛇
性
の
婬
」
の
富
子
と
真
女
子
の
関
係
を
、
夕
顔
と
六
条
御
息
所
、
そ
し
て
劉
氏
と
鄭
夫
人
の
両
関
係
と
較
べ
て
み
る

と
、
後
者
達
の
関
係
に
よ
り
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
に
、
女
に
取
り
懸
く
の
は
、
男
の
前
夫
人
で
あ
る
。
二
つ
に
、
前
夫
人
は

我
が
身
を
惜
し
む
こ
と
な
く
夫
に
尽
し
、
夫
を
慕
う
深
さ
は
、
周
囲
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
つ
に
、
後
妻
は
取
り
愚
か
れ
て
も

直
ぐ
に
亡
く
な
ら
ず
、
後
に
亡
く
な
る
。
夕
顔
は
取
り
愚
か
れ
て
直
ぐ
亡
く
な
っ
た
。
対
し
て
劉
氏
は
富
子
と
同
じ
く
、
取
り
愚
か

れ
た
時
に
は
亡
く
な
っ
て
い
な
い
。
後
に
、
江
に
游
ぶ
船
の
上
で
鄭
夫
人
の
霊
に
髪
を
掴
ま
れ
、
水
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
亡
く

な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
韓
思
厚
は
何
の
危
害
も
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
話
は
終
わ
る
。
こ
れ
は
「
蛇
性
の
婬
」
で
、
「
庄
司
が

女
子
は
つ
ひ
に
病
に
そ
み
て
む
な
し
く
な
り
ぬ
。
豊
雄
は
命
蒜
な
し
と
な
ん
か
た
り
つ
た
へ
る
。
」
と
話
を
閉
じ
て
い
る
の
と
同
じ

で
は
な
い
か
。

　
以
上
か
ら
も
、
「
蛇
性
の
婬
」
の
後
半
部
分
は
、
真
女
子
の
豊
雄
に
対
す
る
執
着
の
愛
が
極
ま
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
を
描
く
た
め

に
、
「
楊
思
温
燕
山
逢
故
人
」
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
富
子
に
取
り
愚
く
プ
ロ
ッ
ト
は
、
ま
ず
六
条
御
息

所
が
夕
顔
を
票
る
イ
メ
ー
ジ
が
先
立
ち
、
構
想
を
練
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
実
際
細
部
に
わ
た
る
創
作
の
下
敷
き
と
し
た
の
は
「
楊
思

温
燕
山
逢
故
人
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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他
作
品
が
「
楊
思
温
燕
山
逢
故
人
」
を
引
用
し
た
箇
所
は
、
磯
良
や
宮
木
の
霊
が
、
夫
の
正
太
郎
や
勝
四
郎
の
目
の
前
に
現
れ
、

恨
み
の
想
い
を
抱
き
な
が
ら
憔
惇
し
た
姿
を
見
せ
る
部
分
で
あ
る
。
語
辞
の
粉
飾
の
相
違
か
ら
、
各
場
面
が
恐
怖
を
そ
そ
る
か
、
憐

れ
み
を
誘
う
か
の
様
相
は
異
な
る
が
、
趣
向
の
基
本
は
同
じ
で
、
一
心
の
想
い
を
背
か
れ
て
亡
く
な
っ
た
妻
が
、
夫
に
対
し
て
恨
む

想
い
を
見
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
「
浅
茅
が
宿
」
で
は
、
宮
木
の
想
い
を
寄
せ
た
和
歌
に
、
鄭
義
娘
の
夫
へ
の
想
い
を
詠
ん
だ

歌
を
引
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
秋
成
は
「
楊
思
温
」
の
鄭
義
娘
に
、
女
性
の
一
途
な
想
い
と
、
裏
切
ら
れ
た
と
き
の
恐
ろ
し
さ
の

要
素
の
両
方
を
携
え
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
と
っ
た
。
ゆ
え
に
彼
女
の
言
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
女
性
の

も
つ
心
の
強
さ
や
、
一
途
な
想
い
が
執
着
の
情
愛
と
変
わ
る
恐
ろ
し
さ
を
表
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

七
　
「
丈
夫
心
」

と
「
真
情
」
と

　
ま
た
「
注
信
之
一
死
救
全
家
」
に
も
、
女
性
の
強
さ
を
物
語
る
た
め
、
『
孔
子
家
語
』
の
一
句
を
挙
げ
て
説
い
て
い
る
。

　
　
良
菊
苦
口
，
忠
言
逆
耳
。
有
智
夫
人
，
審
逆
男
子
。
（
良
薬
口
に
苦
し
、
忠
言
耳
に
逆
ら
う
。
智
有
る
夫
人
は
、
男
子
に
勝

　
　
る
。
）

　
こ
こ
で
の
「
忠
言
逆
耳
」
と
は
、
注
信
之
の
嫁
張
氏
が
、
注
信
之
の
大
事
を
予
測
し
、
諌
言
し
た
こ
と
を
指
す
。
張
氏
が
適
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
V

助
言
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
注
信
之
は
心
の
油
断
と
、
考
え
の
甘
さ
か
ら
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
事
が
複
雑
化

し
、
注
信
之
は
命
を
お
と
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
歳
に
な
る
幼
い
孫
を
、
危
険
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
呉
郡
に
蔵
匿

す
る
の
だ
が
、
張
氏
は
子
供
が
去
る
の
を
み
る
と
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
大
泣
き
し
、
火
に
飛
び
込
み
自
害
す
る
。
続
け
て
「
若
注
革
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早
訴
其
言
、
岩
有
今
日
？
」
（
も
し
注
革
が
早
く
に
彼
女
の
言
葉
を
聞
い
て
い
た
ら
、

に
）
と
い
う
悲
嘆
の
言
の
後
、
先
に
挙
げ
た
語
旬
が
続
く
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
事
態
に
は
至
ら
な
か
っ
た
ろ
う
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以
上
か
ら
「
注
信
之
一
死
救
全
家
」
の
引
用
は
、
豊
雄
の
人
物
形
象
に
注
信
之
の
「
義
気
」
を
織
り
込
み
、
気
慨
を
持
た
せ
る
た

め
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
注
信
之
は
、
互
い
の
義
侠
心
を
念
頭
に
置
き
、
行
動
の
全
て
を
司
る
、
典
型
的
な
義
士
で
あ
る
。
豊
雄

は
注
信
之
の
言
動
を
た
ど
り
な
が
ら
、
義
気
と
い
う
雄
々
し
い
勇
気
を
注
入
し
て
い
き
、
「
丈
夫
心
」
を
持
つ
に
至
っ
た
。
当
麻
の

酒
人
の
「
雄
気
し
て
よ
く
心
を
静
ま
」
る
よ
う
に
と
い
う
忠
告
を
聞
き
、
そ
れ
を
心
に
と
め
て
従
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て

粉
本
を
見
る
と
、
注
信
之
は
豊
雄
と
反
対
の
行
動
を
と
っ
た
。
嫁
の
張
氏
の
忠
告
を
聞
か
な
か
っ
た
た
め
、
結
果
張
氏
の
予
測
通
り

「
弄
假
成
真
、
百
口
唯
脈
」
と
な
り
、
一
家
を
救
う
に
は
、
自
ら
の
死
を
も
っ
て
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ど
う
や
ら
、
秋
成
の
考

え
る
「
丈
夫
心
」
と
は
、
物
事
に
真
っ
向
か
ら
取
り
組
む
勇
気
と
と
も
に
、
人
の
忠
告
を
聞
く
と
い
う
謙
虚
な
気
持
ち
も
必
要
だ
と

い
う
こ
と
ら
し
い
。

　
「
楊
思
温
燕
山
逢
故
人
」
の
引
用
は
、
蛇
妖
真
女
子
に
、
心
の
強
い
女
性
の
執
拗
な
愛
情
を
具
現
化
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
「
真

情
」
は
、
本
人
が
想
い
に
曇
り
が
な
い
と
自
負
す
る
だ
け
に
、
強
靱
で
あ
る
。
真
っ
直
ぐ
で
あ
る
故
に
執
拗
と
な
り
、
受
け
る
側
は

恐
怖
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
本
人
に
は
、
そ
の
行
為
自
体
が
相
手
に
恐
怖
と
し
て
感
じ
さ
せ
て
い
る
と
は
わ
か
っ
て

い
な
い
も
の
だ
。
あ
な
た
を
一
心
に
想
っ
て
い
る
の
に
、
「
君
何
の
讐
に
我
を
捉
へ
ん
と
て
人
を
か
た
ら
ひ
玉
ふ
」
、
「
ひ
た
す
ら
吾

貞
操
を
う
れ
し
と
お
ぼ
し
て
」
欲
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
心
変
わ
り
し
た
男
性
へ
の
情
愛
は
、
消
え
る
ど
こ
ろ
か
激
し
さ
を
ま
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し
、
固
く
な
っ
て
い
く
心
に
は
、
怒
り
の
感
情
が
湧
き
出
し
て
押
さ
え
き
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
怒
り
の
矛
先
が
心
変
わ

り
し
た
男
性
で
な
く
寵
愛
を
受
け
て
い
る
女
性
に
向
く
の
は
何
故
だ
ろ
う
。
女
性
に
と
っ
て
愛
し
た
男
性
は
、
同
時
に
自
分
の
一
部

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
傷
つ
け
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
情
愛
が
極
ま
っ
た
真
女
子
は
、
身
の
振
り
構
わ
ず
一
心
に
想
い
を
ぶ
つ
け
る
。
そ
れ
が
執
拗
と
映
り
、
恐
怖
の
根
源
と
化
し
た
彼

女
を
、
豊
雄
は
「
丈
夫
心
」
を
振
り
絞
り
厭
伏
す
る
。
し
か
し
、
真
女
子
は
妖
怪
で
あ
る
と
同
時
に
、
豊
雄
の
理
想
の
女
性
で
も
あ

る
。
彼
女
へ
の
厭
伏
は
同
時
に
、
自
ら
の
手
で
理
想
の
女
性
を
鎮
め
、
自
ら
の
夢
を
封
じ
込
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
て
現

実
に
対
峙
し
た
豊
雄
に
精
神
的
成
長
を
み
て
、
話
は
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
件
落
着
で
終
わ
っ
た
と
い
う
の
に
、
読
者
の
心
は
何
故
か
す
っ
き
り
と
し
な
い
。
理
由
は
、
真
女
子
の
純
粋

な
想
い
が
報
わ
れ
ず
、
悲
劇
と
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
言
動
は
越
え
て
い
る
が
、
彼
女
の
想
い
は
「
真
情
」
で
あ
っ
た
。

豊
雄
は
真
女
子
に
対
し
て
、
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
こ
と
を
い
う
な
ん
て
気
味
が
悪
い
と
責
め
、
こ
れ
以
上
犠
牲
者
を
出
さ
な
い
た
め

に
、
私
を
何
処
と
な
り
連
れ
て
行
く
が
い
い
、
と
言
い
放
つ
。
真
女
子
は
そ
ん
な
冷
た
い
言
葉
で
も
「
い
と
喜
し
げ
に
点
頭
を
る
」
，

（
ひ
ど
く
嬉
し
そ
う
に
う
な
ず
い
て
い
る
）
、
嬉
し
い
と
い
う
一
言
に
尽
き
る
の
だ
。
彼
女
に
と
っ
て
、
嫌
悪
さ
れ
て
よ
う
と
、
豊
雄

が
自
分
の
傍
に
い
て
く
れ
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
真
女
子
を
描
写
す
る
こ
の
一
句
に
は
、
ま
さ
に
、
愛
情
に
囚
わ
れ
た
者
の

身
勝
手
さ
と
悲
哀
が
凝
縮
さ
れ
て
い
て
、
思
わ
ず
嘆
息
を
漏
ら
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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ノ￥

中
国
白
話
小
説
引
用
の
意
図

　
筆
者
は
以
前
、
「
菊
花
の
約
」
と
中
国
臼
話
小
説
の
引
用
に
お
け
る
考
察
を
通
し
、
以
下
の
結
論
を
導
い
た
。

　
秋
成
が
趣
向
を
取
り
入
れ
る
意
味
は
、
そ
の
表
現
の
斬
新
さ
の
み
を
用
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
一
つ
一
つ
の

引
用
箇
所
が
表
現
す
る
意
味
を
、
作
品
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
、
と
。
ゆ
え
に
先
行
作
品
の
探
索
と
、
そ
の
典
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

内
容
の
理
解
が
大
切
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
今
回
の
「
蛇
性
の
婬
」
へ
の
中
国
自
話
小
説
の
引
用
の
考
察
か
ら
も
、
同
様
の
結
論

に
至
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
秋
成
が
『
雨
月
物
語
』
に
中
国
自
話
小
説
を
引
用
す
る
時
は
、
構
成
か
ら
台
詞
一
句
に
至
る
ま
で
、
典
拠
の
内

容
を
取
り
込
む
意
図
が
あ
る
の
だ
と
み
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
み
る
限
り
、
秋
成
が
『
雨
月
物
語
』
創
作
に
お
い
て
臼
話
小

説
に
向
か
う
姿
勢
に
は
、
い
た
っ
て
真
摯
に
作
品
群
を
読
み
込
み
、
典
拠
の
髄
を
移
植
さ
せ
よ
う
と
い
う
様
子
が
顕
著
に
感
じ
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
徳
田
氏
は
、
「
蛇
性
の
婬
」
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
遊
戯
性
の
意
味
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
蛇
性
の
婬
」
の
最
終
部
に
、
実
在
の
道
成
寺
の
塚
の
由
来
を
い
か
に
も
尤
も
ら
し
く
説
き
明
か
し
て
い
る
形
を
取
っ
て
い
る
一

　
　
　
（
1
4
）

文
が
あ
る
。
粉
本
の
中
国
臼
話
小
説
と
日
本
伝
説
の
一
部
の
類
似
を
利
用
し
て
、
巧
妙
に
道
成
寺
伝
説
を
絢
い
交
ぜ
た
と
こ
ろ
が
、

作
者
の
和
漢
に
渡
る
学
間
と
、
精
敏
な
才
気
の
見
せ
所
で
あ
っ
た
。
付
会
さ
れ
た
物
語
の
内
容
が
、
中
国
臼
話
小
説
だ
と
知
ら
な
い

読
者
は
、
信
じ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
見
破
る
と
こ
ろ
に
、
読
者
側
の
知
識
と
才
気
が
は
か
れ
る
の
で
あ
り
、
「
文
人
」
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

的
遊
戯
が
成
り
立
つ
こ
と
と
な
る
。
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さ
ら
に
、
井
上
氏
は
『
雨
月
物
語
』
の
知
的
遊
戯
に
つ
い
て
、
従
来
は
和
歌
・
物
語
な
ど
雅
文
芸
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
「
俳
譜

を
べ
ー
ス
に
幅
広
い
背
景
を
考
え
て
こ
そ
全
体
像
が
見
え
て
く
る
は
ず
だ
し
、
雅
俗
の
あ
わ
い
に
成
り
立
つ
「
遊
戯
」
の
意
味
を
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

う
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。
」
と
俳
譜
を
考
察
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
続
け
て
、
俳
譜
を
読
み
込
ん
で
い
る
秋
成
の
創
作

態
度
か
ら
は
、
戯
作
で
あ
る
こ
と
の
遊
戯
性
を
十
分
意
識
し
て
い
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
と
し
、
前
期
戯
作
は
後
期
へ
受
け
継
が

れ
て
い
な
い
と
い
う
論
へ
の
、
反
駁
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
「
蛇
性
の
婬
」
の
側
面
は
、
考
証
随
筆
や
そ
う
し
た
内
容
を
含
む
後
代
の
読
本
に
も
近
く
、
『
雨
月
物
語
』
を
孤
高
の
作
品
に
と

　
　
ど
め
て
は
お
か
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
遊
戯
性
ゆ
え
、
秋
成
が
豊
雄
の
「
丈
夫
心
」
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
、
す
な
わ

　
　
ち
底
鐘
の
「
義
気
」
（
『
英
草
紙
』
序
）
と
も
通
じ
る
真
面
目
な
寓
意
を
作
中
に
取
り
入
れ
た
意
味
も
分
明
と
な
ろ
う
。
秋
成
は

　
　
戯
作
に
徹
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
文
芸
の
世
界
に
耽
溺
し
、
実
生
活
を
顧
み
な
い
豊
雄
の
負
は
、
秋

　
　
成
自
身
を
含
め
た
知
識
人
の
陥
穽
で
あ
り
、
明
和
か
ら
天
明
の
文
芸
に
は
そ
の
色
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
秋
成
が
い
か
に
王
朝
文

　
　
学
を
引
用
し
よ
う
と
、
「
丈
夫
心
」
を
推
奨
し
よ
う
と
、
秋
成
の
意
識
の
中
で
の
「
道
々
し
き
」
と
「
芸
能
」
（
『
滴
癖
談
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
上
）
と
の
価
値
関
係
に
つ
い
て
は
、
漢
学
以
来
の
そ
れ
を
脱
し
き
っ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
こ
で
氏
は
、
「
蛇
性
の
婬
」
に
遊
戯
に
徹
し
き
れ
な
い
姿
が
あ
る
、
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
論
で
述
べ
て
き
た
中
国

臼
話
小
説
の
要
素
が
意
味
す
る
役
割
と
も
一
致
す
る
。
両
氏
が
「
知
的
遊
戯
」
と
説
く
対
象
要
素
は
、
日
本
の
伝
説
で
あ
り
、
和

歌
・
物
語
で
あ
り
、
俳
譜
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
日
本
文
学
の
領
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
以
下
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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秋
成
は
「
蛇
性
の
婬
」
を
創
作
す
る
に
あ
た
り
、
遊
戯
性
を
意
識
す
る
際
に
は
日
本
古
典
文
学
の
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
を
趣
向
と
し

て
取
り
込
み
、
中
国
臼
話
小
説
か
ら
の
趣
向
か
ら
は
、
原
典
の
含
意
を
絢
い
交
ぜ
る
こ
と
を
意
図
と
し
た
の
だ
、
と
。
今
ま
で
遊
戯

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
中
国
自
話
小
説
の
引
用
部
分
を
、
典
拠
内
容
を
念
頭
に
置
い
て
考
察
し
て
み
る
と
、
さ
ら
に
違
う
意
味
が

現
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
　
『
雨
月
物
語
』
の
各
作
品
で
自
話
小
説
が
典
拠
と
さ
れ
た
部

分
を
追
っ
て
い
く
と
、
「
遊
戯
性
」
と
い
う
余
裕
ど
こ
ろ
か
、
人
間
の
内
面
の
深
い
部
分
に
惹
か
れ
、
何
と
か
形
に
し
て
み
た
い
と

い
う
秋
成
の
意
思
が
絶
え
る
こ
と
な
く
湧
き
出
し
て
き
て
、
そ
の
切
迫
し
た
思
い
と
多
感
さ
に
、
目
眩
を
覚
え
る
ほ
ど
だ
か
ら
で
あ

る
。　

秋
成
は
都
賀
底
鐘
に
つ
き
、
意
識
し
て
自
話
小
説
に
接
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
当
時
の
知
識
人
よ
り
も
格
段
に
白
話
小
説
に

精
通
し
て
い
た
と
い
え
る
。
本
論
で
挙
げ
た
三
作
は
、
当
時
訳
本
が
出
て
い
な
か
っ
た
。
秋
成
は
こ
れ
ら
粉
本
の
原
文
を
都
賀
底
鐘

の
と
こ
ろ
で
読
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
文
人
達
が
日
本
文
学
な
ら
ま
だ
し
も
、
当
時
目
新
し

い
中
国
白
話
小
説
の
趣
向
を
目
敏
く
理
解
で
き
る
と
、
秋
成
は
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
遊
戯
性
を
も
た
せ
る
に
は
、
皆
が
適
度
に

知
っ
て
い
る
対
象
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
ゆ
え
に
、
文
人
が
一
般
に
馴
染
み
の
あ
る
文
学
－
和
歌
・
物
語
・
説
話
そ
し
て

俳
句
1
が
そ
の
役
を
あ
て
が
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
ま
だ
十
分
な
訳
文
の
な
い
臼
話
小
説
は
、
文
人
達
の
精
通
す
る
ま
で
に
至
ら
な

か
っ
た
た
め
、
「
遊
戯
性
」
と
い
う
役
割
を
担
わ
せ
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
作
者
の
思
考
を
刺
激
し
、
思
想
を
表
す
担
い
手
と
し

て
、
作
品
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
蛇
性
の
婬
」
の
中
の
中
国
臼
話
小
説
要
素
が
、
人
物
に
織
り
交
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
と
し
た
形
象
を
施
せ
る

117



「蛇性の淫」における人物形象の創作と中国臼話小説の影響について

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
紐
解
く
こ
と
で
見
え
て
き
た
も
の
は
、
典
拠
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
作
品
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す

る
、
作
者
の
旺
盛
な
創
作
意
欲
で
あ
り
、
人
間
の
内
面
と
い
う
世
界
に
向
け
ら
れ
た
暖
か
で
冷
静
な
視
線
と
、
そ
の
不
可
思
議
な
世

界
を
何
と
か
現
そ
う
と
た
だ
ひ
た
向
き
に
創
作
に
取
り
組
む
、
秋
成
の
真
摯
な
姿
で
あ
っ
た
。

・
「
蛇
性
の
婬
」
は
中
村
幸
彦
代
表
編
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
七
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
っ
た
。

・
「
臼
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
は
凋
夢
龍
著
『
警
世
通
言
』
（
中
国
和
本
体
系
、
江
蘇
古
蹟
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
っ
た
。

・
「
注
信
之
一
死
救
全
家
」
と
「
楊
思
恩
燕
山
逢
故
人
」
は
凋
夢
龍
著
『
古
今
小
説
』
（
中
国
和
本
体
系
、
江
蘇
古
蹟
出
版
社
、
一

　
九
九
一
年
）
に
よ
っ
た
。

・
「
江
口
の
遊
女
薄
情
を
恨
み
て
珠
玉
を
沈
る
話
」
は
徳
田
武
・
横
山
邦
冶
校
注
『
繁
野
話
　
曲
亭
伝
奇
花
叙
児
　
催
馬
楽
奇
談

　
鳥
辺
山
調
綾
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
っ
た
。

・
『
源
氏
物
語
』
は
阿
倍
秋
生
、
秋
山
慶
、
今
井
源
衛
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
こ
（
日
本
古
典
文
学
全
集
一
二
、
小
学
館
、
一

　
九
九
二
年
）
に
よ
っ
た
。

引
用
文
の
日
本
語
訳
は
、
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。
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（
1
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中
村
幸
彦
著
「
序
説
」
（
『
中
村
幸
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著
述
集
第
四
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』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
、
二
二
頁
。



東洋法学

5432）　） ） ）

パ　ハ パ876）　）　）

パ　　パ　　パ　　パ
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（
1
3
）

　
前
掲
（
注
1
）
、
一
三
頁
。

　
「
初
期
読
本
の
作
家
達
」
（
前
掲
（
注
1
）
）
、
二
四
九
頁
。

　
鵜
月
洋
著
『
雨
月
物
語
評
釈
』
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
、
五
六
四
・
五
頁
。

　
徳
田
武
著
「
読
本
に
お
け
る
主
題
と
趣
向
－
底
鐘
か
ら
秋
成
へ
ー
」
（
稲
田
篤
信
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
8
　
秋
成
・

語
り
と
幻
夢
』
有
精
堂
、
一
九
八
七
年
）
。

　
前
掲
（
注
3
）
、
二
五
一
頁
。

　
前
掲
（
注
4
）
、
五
五
九
・
六
〇
頁
。

　
高
田
衛
著
「
解
説
　
雨
月
物
語
」
（
中
村
幸
彦
・
高
田
衛
・
中
村
博
保
校
注
『
英
草
紙
　
西
山
物
語
　
雨
月
物
語
　
春
雨
物
語
』
日

本
古
典
文
学
全
集
4
8
　
小
学
館
、
一
九
七
三
年
）
、
四
九
頁
。

　
前
掲
（
注
4
V
、
五
六
二
頁
。

　
「
銃
」
に
同
じ
。

　
中
村
幸
彦
著
「
雨
月
物
語
」
（
中
村
幸
彦
編
『
秋
成
』
、
角
川
書
店
、
一
九
六
三
年
）
、
一
五
五
頁
。

　
「
児
其
夫
装
束
，
向
知
其
情
，
乃
出
房
対
注
革
悦
道
：
”
公
公
素
以
豪
侠
名
，
枳
漸
力
官
府
所
忌
。
若
其
原
非
反
叛
，
官
府
亦
自
知

之
。
力
今
之
汁
，
不
若
挺
身
出
辮
，
得
罪
批
小
，
尚
可
保
全
家
、
口
。
倫
一
有
拒
捕
之
名
，
弄
假
成
真
，
百
口
唯
垢
，
悔
之
元
及

臭
！
”
注
革
道
：
“
郭
都
盟
，
吾
之
故
人
，
来
吋
定
有
商
量
。
”
遂
不
杁
強
氏
之
言
。
」
（
夫
の
身
支
度
を
見
る
と
、
事
情
を
聞
き
、
部

屋
を
出
て
い
く
と
注
革
に
言
っ
た
：
「
お
父
様
は
平
素
豪
侠
と
し
て
、
次
第
に
官
府
が
恐
れ
を
な
す
人
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
本

来
謀
反
を
起
こ
し
た
と
い
う
わ
け
で
な
け
れ
ば
、
官
府
も
ご
存
じ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
打
つ
策
と
し
て
は
、
率
先
し
て
自
ら
弁
明
に

赴
か
れ
る
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
罪
に
な
っ
た
と
し
て
も
小
さ
く
て
済
む
で
し
ょ
う
し
、
な
お
一
家
全
員
を
守
る
こ
と
に
も
な
り
ま

す
。
も
し
万
が
一
、
抵
抗
し
て
捕
縛
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
、
な
ど
と
い
う
名
が
た
つ
も
の
な
ら
、
嘘
が
真
と
な
り
、
ど
ん
な
に
弁
明
し

た
と
し
て
も
聞
き
入
ら
れ
る
の
は
難
し
く
な
る
で
し
ょ
う
。
後
悔
し
て
も
仕
切
れ
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
よ
。
」
注
革
は
：
「
郭
都
監
と

は
旧
友
だ
。
来
た
ら
相
談
さ
れ
る
は
ず
だ
。
」
と
言
っ
て
、
張
氏
の
言
葉
を
遂
に
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
）

　
拙
論
「
菊
花
の
約
に
お
け
る
信
義
に
つ
い
て
」
（
「
高
崎
経
済
論
集
」
第
四
八
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
、
一
二
八
・
．
九
頁
参
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照
の
こ
と
。

（
1
4
）
　
「
蘭
若
に
帰
り
給
ひ
て
、
堂
の
前
を
深
く
掘
せ
て
、
鉢
の
ま
ま
に
埋
さ
せ
、
永
劫
が
あ
ひ
だ
世
に
出
る
こ
と
を
戒
め
給
ふ
。
今
猶
蛇

　
　
が
塚
あ
り
と
か
や
。
」
を
指
す
。

（
1
5
）
　
前
掲
（
注
5
）
、
一
四
九
頁
。

（
1
6
）
　
井
上
泰
至
著
『
雨
月
物
語
論
－
源
泉
と
主
題
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
四
月
、
九
一
頁
。

（
1
7
）
　
前
掲
（
注
1
6
）
、
九
一
・
二
頁
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
十
八
年
度
高
崎
経
済
大
学
特
別
研
究
奨
励
金
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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