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天
使
と
幽
霊

│
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
『
女
と
影
』
を
巡
っ
て

│

大　

 

出　
　

 

敦

は
じ
め
に

　

一
九
二
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
皇
居
清
水
濠
と
雉
子
橋
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
に
三
人
の
男
た
ち
が
駐
日
フ
ラ

ン
ス
大
使
の
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
に
面
会
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
。「
読
売
新
聞
」
の
七
月
二
十
六
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
訪
れ
た

男
た
ち
と
は
、
歌
舞
伎
役
者
の
中
村
福
助
、
文
学
者
で
演
出
家
で
あ
っ
た
小
山
内
薫
、
作
曲
家
の
山
田
耕
筰
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
大
使
館
に

山
内
義
雄
が
居
合
わ
せ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
三
人
は
こ
の
日
、
ク
ロ
ー
デ
ル
に
あ
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
て
大
使
館
に
ま
で
赴
い
た
の
で

あ
る
。

　

彼
ら
が
求
め
た
こ
と
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
ブ
ラ
ジ
ル
領
事
時
代
に
作
っ
た
作
品
『
男
と
そ
の
欲
望
』
を
中
村
福
助
が
主
宰
す
る
羽
衣
会
で
上

演
す
る
こ
と
の
許
可
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
三
人
は
山
田
耕
筰
が
『
男
と
そ
の
欲
望
』
に
新
た
に
曲
を
つ
け
、
小
山
内
薫
が
演
出
を
担
当
し
、

十
月
に
上
演
を
予
定
し
て
い
る
と
ク
ロ
ー
デ
ル
に
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
三
人
の
申
し
出
に
対
し
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
明
確
な
返
事
を
し
て
い

な
い
。

　

八
月
に
な
る
と
ク
ロ
ー
デ
ル
は
夏
季
休
暇
を
取
り
、
大
使
館
の
別
荘
の
あ
る
日
光
で
初
め
て
長
期
滞
在
す
る
。
そ
し
て
ク
ロ
ー
デ
ル
が
東
京

に
戻
る
の
は
九
月
十
三
日
で
あ
る
。
日
光
か
ら
戻
っ
て
き
て
か
ら
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
羽
衣
会
に
よ
る
『
男
と
そ
の
欲
望
』
の
上
演
に
つ
い



 天使と幽霊　（291） 2

て
、
常
に
影
の
よ
う
に
彼
に
寄
り
添
っ
て
い
た
山
内
義
雄
と
話
し
合
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、『
男
と
そ
の
欲
望
』
の
上
演
に
関

し
て
、「
元
々
こ
の
『
人
と
そ
の
欲
望
』﹇
＝
『
男
と
そ
の
欲
望
』﹈
は
踊
り
手
ニ
ジ
ン
ス
キ
イ
の
た
め
に
書
い
た
も
の
」
で
あ
り
、「
何
し
ろ
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
舞
踊
と
い
ふ
も
の
を
頭
に
お
い
て
書
い
た
セ
ナ
リ
オ
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
移
し
て
直
ち
に
日
本
の
踊
り
手
に
よ
つ
て
上
演
し

て
貰
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ
も
の
）
1
（

」
と
し
て
上
演
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
す
で
に
こ
の
時
点
で
歌
舞
伎
を
見
て
い
る
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
、

ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
と
い
う
天
才
的
な
舞
踏
家
の
た
め
に
作
っ
た
作
品
が
歌
舞
伎
仕
立
て
の
舞
踏
と
い
う
ち
ぐ
は
ぐ
し
た
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

っ
て
、
上
演
は
不
可
能
と
判
断
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
代
案
と
し
て
ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
日
本
に
来
て
自
分
の
頭
に
浮

ん
だ
新
ら
し
い
セ
ナ
リ
オ
に
よ
る
舞
踊
」
を
提
案
し
て
い
る
）
2
（

。

　

数
日
し
て
山
内
は
再
び
ク
ロ
ー
デ
ル
と
会
い
、「
謂
は
ゆ
る
『
日
本
に
材
を
得
た
舞
踊
』
な
る
も
の
を
書
き
上
げ
て
は
と
云
ふ
こ
と
」
を
話

し
て
い
る
。
こ
の
時
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
返
事
は
「
そ
の
う
ち
書
い
て
み
る
つ
も
り
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
山
内
は
、「
二
日
ば
か
り

し
て
ふ
と
散
歩
が
て
ら
に
大
使
館
を
訪
れ
る
と
、
今
朝
こ
ん
な
も
の
を
書
い
て
み
た
と
云
つ
て
示
さ
れ
た
」
と
い
う
）
3
（

。
そ
れ
が
『
女
と
影
』
で

あ
る
。『
女
と
影
』
は
日
本
の
封
建
時
代
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
、
主
な
登
場
人
物
は
三
人
し
か
い
な
い
。「
武
士
」
と
そ
の
妻
で
あ
る
「
女
」、

武
士
の
亡
き
妻
の
霊
で
あ
る
「
女
の
影
」
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ー
デ
ル
は
『
女
と
影
』
の
原
稿
を
山
内
義
雄
に
託
し
、
山
内
は
こ
れ
を
翻
訳
し
中
村
福
助
、
さ
ら
に
興
行
元
の
松
竹
に
提
示
し
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
山
内
の
詳
し
い
証
言
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
十
二
月
十
日
か
ら
十
六
日
の
い
ず
れ
か
の
日
に

書
か
れ
た
ク
ロ
ー
デ
ル
の
「
日
記
」
の
記
述
に
「『
女
と
影
』
を
帝
国
劇
場
で
上
演
す
る
こ
と
が
決
定
）
4
（

」
と
あ
る
。
そ
の
数
日
後
の
十
二
月
十

九
日
に
は
「
読
売
新
聞
」
が
「
ク
ロ
ー
デ
ル
大
使
新
作
の
舞
踊
劇
／
『
女
と
影
』
来
春
帝
劇
で
上
演
／
幸
四
郎
が
主
役
に
な
つ
て
」
と
見
出
し

を
掲
げ
、『
女
と
影
』
の
上
演
決
定
を
報
じ
て
い
る
）
5
（

。
出
演
は
「
武
士
」
が
松
本
幸
四
郎
、「
女
」
が
中
村
福
助
、「
影
」
が
中
村
芝
鶴
で
あ
る
。

福
助
の
羽
衣
会
に
属
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
松
本
幸
四
郎
が
出
演
し
た
の
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
強
い
希
望
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
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松
本
幸
四
郎
の
「
暫
」
を
見
て
、「
如い

何か

に
も
そ
の
舞ぶ

台た
い

の
大お

ほ

き
い
こ
と
を
讃さ

ん

歎た
ん

し
て
」
い
た
か
ら
で
あ
る
）
6
（

。

　

九
月
の
原
稿
執
筆
か
ら
上
演
決
定
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
が
、
こ
の
間
、
山
内
義
雄
の
他
に
外
務
省
の
小
村
欣
一
、
笠
間
杲あ

き

雄お

が
奔

走
し
た
こ
と
が
十
二
月
十
九
日
の
記
事
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
の
外
務
省
が
上
演
に
向
け
て
関
係
者
に
働
き
か
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
）
7
（

。
お
そ
ら
く
帝
劇
所
属
の
松
本
幸
四
郎
と
歌
舞
伎
座
所
属
の
羽
衣
会
と
の
共
演
が
問
題
に
な
っ
た
た
め
、
そ
の
解
決
を
図
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
羽
衣
会
に
よ
る
上
演
が
決
ま
る
十
二
月
前
後
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
先
立
つ
十
月
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
『
女
と
影
』
の
第
二
稿
を
作

っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
こ
と
を
山
内
は
、
羽
衣
会
の
川
尻
清
潭
が
ク
ロ
ー
デ
ル
を
訪
ね
、
実
際
の
上
演
を
念
頭
に
「
節
付
そ
の
他
踊
り
手
等
の

関
係
か
ら
、
何
か
唄
で
も
入
れ
て
頂
け
た
ら
）
8
（

」
と
い
う
要
望
を
ク
ロ
ー
デ
ル
に
出
し
て
い
る
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
要
望
を
受
け
、
ク

ロ
ー
デ
ル
は
す
ぐ
に
第
二
稿
を
制
作
し
、
山
内
に
渡
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
一
稿
と
第
二
稿
を
渡
さ
れ
た
山
内
と
川
尻
は
、
ど
ち
ら
を
上
演

の
台
本
に
し
た
方
が
よ
い
の
か
困
惑
し
て
し
ま
う
。
山
内
が
ど
ち
ら
の
上
演
を
望
ん
で
い
る
の
か
と
問
う
と
ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
自
分
と
し
て
は

│
そ
の
ど
ち
ら
に
も
自
分
の
作
品
と
し
て
の
責
任
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
君
の
方
で
定
め
た
ら
い
い
で
は
な
い

か
）
9
（

」
と
答
え
て
い
る
。
山
内
は
第
一
稿
を
推
し
た
が
、
川
尻
は
唄
の
入
っ
た
第
二
稿
の
方
が
上
演
に
向
い
て
い
る
と
主
張
し
た
こ
と
か
ら
、
こ

ち
ら
が
上
演
の
台
本
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
10
（

。
こ
う
し
て
ク
ロ
ー
デ
ル
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者
が
書
い
た
日
本
の
封
建
時
代
を
舞
台

に
し
た
演
劇
を
歌
舞
伎
役
者
が
演
じ
る
と
い
う
企
画
が
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
三
月
二
十
六
日
の
初
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
初
日
、
帝
国
劇
場
で
観
劇
し
、
公
演
後
、
楽
屋
に
松
本
幸
四
郎
を

訪
ね
、
労
を
ね
ぎ
ら
っ
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
日
の
「
日
記
」
に
ク
ロ
ー
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

中
村
福
助
が
女
を
演
じ
た

│
幸
四
郎
が
武
士
、

│
芝
鶴
が
影

│
杵
屋
の
音
楽
。
上
段
で
は
松
陰
に
月
、
下
段
で
は
蓮
の
ま
に
ま
に
月
の
影
。
大
成

功
。
四
月
一
日
ま
で
上
演
）
12
（

。 
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Ⅰ　
『
女
と
影
』
と
は

　
『
女
と
影
』
は
あ
ま
り
に
も
短
い
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
実
際
に
帝
国
劇
場
で
上
演
さ
れ
た
山
内
義
雄
訳
の
第
二
稿
を
も
と
に
話
の
筋
を
確

認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
舞
台
は
「
荒
涼
た
る
あ
た
り
。
下し

手て

、
石
の
道み

ち

標し
る
べあ

り
て
『
幽
明
界
』
の
文
字
を
刻
む
）
13
（

」
と
あ
る
。
舞
台
の
奥
に
は

「
紙
の
帷と

ば
り」

を
垂
ら
し
、
背
景
が
靄
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
上か

み

手て

に
は
「
石
燈
籠
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
武
士
が
過
ぐ
る

年
に
失
う
た
亡
き
妻
の
菩
提
の
た
め
に
建
て
た
も
の
）
14
（

」
で
あ
る
。

　

こ
の
舞
台
に
武
士
が
従
者
を
連
れ
て
登
場
す
る
。
武
士
は
石
灯
籠
の
前
で
し
ば
ら
く
物
思
い
に
ふ
け
る
が
、
そ
の
と
き
帷
の
向
こ
う
が
明
る

く
な
っ
て
、
亡
き
妻
の
霊
と
お
ぼ
し
き
女
の
影
が
現
れ
る
。
こ
の
時
、
武
士
の
現
在
の
妻
を
乗
せ
た
輿
が
下
手
か
ら
現
れ
、
妻
が
輿
か
ら
下

り
、
武
士
の
方
に
歩
み
寄
る
。
す
る
と
亡
き
妻
の
霊
は
消
え
る
。
武
士
は
妻
に
「
今
わ
し
は
失
う
た
妻
の
姿
を
あ
り
あ
り
と
見
た
」
と
い
う

と
、
彼
女
は
「
そ
れ
は
何
う
や
ら
夢ゆ

め

幻ま
ぼ
ろし

で
も
御
覧
あ
そ
ば
し
た
の
で
御
座
い
ま
せ
う
」
と
答
え
る
。
さ
ら
に
妻
は
「
こ
ゝ
に
居
り
ま
す
の

は
、
こ
れ
、
こ
の
妾

わ
た
く
しで

御
座
い
ま
す
。
む
か
し
の
高
名
な
画ゑ

た

匠く
み

の
描か

い
た
花
の
う
へ
に
は
、
ま
こ
と
の
蜂
が
蜜
を
も
と
め
に
ま
ゐ
つ
た
と
や
ら

申
し
ま
す
。
や
ま
と
歌
も
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
ず
の
言
の
葉
と
な
る
も
の
と
か
。
人
の
一
念
と
い
ふ
は
恐
ろ
し
い
も
の
、
思
つ
た
ゞ
け

で
そ
の
影
が
、
こ
れ
、
こ
れ
ほ
ど
厚
い
靄
の
帷
の
そ
の
中
か
ら
浮
き
出
し
て
、
ど
こ
何
処
ま
で
も
と
後
を
慕
う
て
ま
ゐ
り
ま
す
」
と
い
っ
て
、

妻
が
「
春
に
し
て
桃
の
小
枝
の
こ
と
い
へ
ば
、
／
春
に
し
て
桃
の
小
枝
の
こ
と
い
へ
ば
、
／
風
の
揺ゆ

る
、
桃
の
え
だ
、
桃
の
小
枝
の
こ
と
い
へ

ば
）
15
（

」
と
歌
う
と
帷
の
上
に
桃
の
枝
の
影
が
現
れ
、
一
節
歌
う
ご
と
に
葉
が
繁
っ
て
い
く
。
ま
た
武
士
が
「
枝
に
花
咲
く
そ
の
国
は
、
春
の
み
な

れ
や
、
／
日
か
げ
も
射
さ
ぬ
そ
の
国
は
、
春
の
み
な
れ
や
、
こ
れ
や
こ
れ
常と

こ

夏な
つ

の
国
。
／
初
花
の
香
に
酔
ひ
痴し

れ
て
、
狂
ひ
つ
舞
ふ
は
羽
蟲
の

み
か
は
、
／
水
無
月
の
蝶て

ふ

の
か
げ
）
16
（

」
と
歌
う
と
大
き
な
蝶
の
影
が
い
く
つ
も
帷
に
現
れ
る
。
今
度
は
妻
が
「
靄
の
こ
め
た
る
そ
の
奥
に
、
ま
こ

と
に
人
の
か
げ
あ
ら
ば
、
／
い
ざ
語
ら
は
ん
、
言
葉
は
も
と
よ
り
空あ

だ

な
れ
ば
、
い
で
や
三
味
の
音
に
さ
そ
は
ん
。
／
あ
だ
な
此
の
世
の
言
の
葉
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な
れ
ば
、
よ
し
や
き
こ
ゑ
ぬ
も
の
か
は
し
ら
ね
、
／
唄
に
こ
と
よ
せ
思
ひ
を
云
は
せ
、
や
さ
し
い
糸
な
ら
聞
え
も
し
や
う
）
17
（

」
と
三
味
線
を
つ
ま

弾
き
な
が
ら
歌
っ
て
い
た
が
、
武
士
が
そ
の
手
を
つ
か
み
、
止
め
る
と
、
帷
の
奥
で
し
ば
ら
く
三
味
線
の
音
が
続
く
。
さ
ら
に
妻
は
「
身
に
そ

ふ
影
の
あ
る
ご
と
く
、
声
よ
び
か
は
す
こ
だ
ま

0

0

0

あ
り
。
／
こ
の
世
に
あ
ら
ぬ
う
た
声
の
、
／
こ
の
世
に
あ
ら
ぬ
う
た
声
の
、
／
た
ゆ
た
ひ
な
が

ら
ひ
ゞ
く
な
り
）
18
（

」
と
唄
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
止
め
て
も
帷
の
向
こ
う
で
は
唄
が
し
ば
ら
く
続
き
、
や
が
て
笑
い
声
と
な
る
。
こ
こ
で
再
び
影

が
現
れ
、
妻
と
影
が
ぴ
っ
た
り
と
寄
り
添
う
。
武
士
が
影
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
妻
が
間
に
立
っ
て
武
士
を
遮
る
。
こ
の
間
、
妻
と
影
と
は

お
な
じ
所
作
を
す
る
。
と
う
と
う
武
士
は
妻
の
手
を
取
っ
て
、
帷
か
ら
引
き
離
す
こ
と
に
成
功
し
、
太
刀
を
抜
い
て
、
妻
と
影
の
あ
い
だ
の
目

に
見
え
な
い
糸
を
切
る
。
す
る
と
妻
は
ば
っ
た
り
と
倒
れ
る
。
影
は
そ
の
ま
ま
ゆ
っ
く
り
と
立
ち
退
い
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
こ
へ
武
士
が
刀

を
手
に
し
て
詰
め
寄
り
、
灯
籠
の
と
こ
ろ
ま
で
移
動
す
る
。「
武
士
は
帷
の
な
か
へ
一
太
刀
切
り
お
ろ
す
。
刀
を
あ
ら
た
め
る
と
血
潮
が
垂
れ

て
ゐ
る
）
19
（

」。
同
時
に
妻
が
叫
び
声
を
上
げ
て
息
絶
え
る
。
武
士
は
よ
ろ
め
き
な
が
ら
退
場
し
て
、
幕
と
な
る
。

　

ク
ロ
ー
デ
ル
は
具
体
的
な
時
代
設
定
や
登
場
人
物
の
人
物
構
成
に
関
し
て
は
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ク
ロ
ー
デ
ル
が
関
心
を
払

っ
て
い
た
の
は
、
舞
台
装
置
の
方
で
あ
っ
た
）
20
（

。『
男
と
そ
の
欲
望
』
を
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
劇
場
で
上
演
し
た
時
、
舞
台
を
四
段
の
ひ
な
壇
の
よ
う

に
し
た
こ
と
に
着
想
を
得
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
『
女
と
影
』
の
舞
台
を
三
段
の
ひ
な
壇
と
し
て
構
想
し
、
提
案
し
て
い
る
。
上
段
は
「
月
の
舞

台
」、
中
段
が
『
女
と
影
』
が
演
じ
ら
れ
る
舞
台
、
下
段
が
「
蓮
池
の
舞
台
と
し
て
之
に
月
の
か
げ
を
う
つ
そ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
上
段
で
は
「
月
」
を
表
す
踊
り
手
と
「
雲
」
を
表
す
二
三
人
の
踊
り
手
が
時
の
移
ろ
い
を
表
現
す
る
。
下
段
の
「
蓮
池
」
は
、
こ
の
月
影

を
映
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
中
段
で
武
士
と
そ
の
妻
、
今
は
亡
き
妻
の
影
と
の
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
着
目
し
た
い
の
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
苦
心
し
て
考
え
つ
い
た
舞
台
で
は
な
く
、
女
と
影
の
関
係
で
あ
る
。
女
の
影
は
武

士
の
死
ん
だ
前
妻
の
霊
で
あ
る
。
霊
で
あ
る
た
め
、
は
っ
き
り
と
見
え
な
い
よ
う
に
、「
影
」
の
前
に
は
「
紙
の
帷
」
が
降
ろ
さ
れ
、
そ
の
薄

い
帷
越
し
に
ぼ
ん
や
り
と
「
影
」
を
見
る
演
出
に
な
っ
て
い
る
。
途
中
か
ら
「
帷
の
う
へ
に
は
ま
た
女
の
影
が
あ
ら
は
れ
、
帷
の
ま
へ
な
る
妻
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は
、
わ
が
身
で
こ
の
影
を
隠
さ
う
と
す
る
か
の
ご
と
く
、
そ
の
影
の
ま
へ
に
立
ち
上
れ
ば
、
妻
の
す
が
た
と
影
が
ピ
ツ
タ
リ
あ
ふ
）
21
（

」
と
指
示
さ

れ
、
そ
の
「
影
」
と
「
女
」
が
ぴ
た
り
と
寄
り
添
い
、「
妻
と
影
と
は
お
な
じ
動し

ぐ
さ作

で
う
ご
く
）
22
（

」
と
同
じ
所
作
を
す
る
よ
う
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は

指
示
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
に
霊
が
取
り
憑
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅱ　

幽
霊
譚
と
し
て
の
『
女
と
影
』

　

こ
の
作
品
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
領
事
時
代
、
か
つ
て
別
れ
た
ロ
ザ
リ
・
ヴ
ェ
ッ
チ
か
ら
の
十
数
年
ぶ
り
の
手
紙
に
刺
激
さ
れ
て
作
ら
れ
た
『
男
と

そ
の
欲
望
』
と
対
に
な
る
作
品
と
さ
れ
、『
男
と
そ
の
欲
望
』
の
「
幻
」
が
『
女
と
影
』
の
「
影
」
に
対
応
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

う
し
た
文
脈
を
い
っ
た
ん
括
弧
に
い
れ
て
、
こ
の
作
品
を
一
読
し
て
み
る
と
、
日
本
の
近
世
ま
で
の
怪
談
、
あ
る
い
は
幽
霊
譚
に
通
底
す
る
要

素
が
あ
る
と
い
う
直
観
が
湧
き
起
こ
っ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
筋
立
て
は
簡
単
で
あ
り
、
女
に
霊
が
取
り
憑
く
と
い
う
憑
き
も
の
型
の
物
語
、

す
な
わ
ち
日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
民
話
や
伝
説
、
仏
教
説
話
に
現
れ
る
生
霊
・
死
霊
の
憑
き
も
の
と
の
類
型
を
探
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
作
品
が
怪
談
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
場
合
、『
女
と
影
』
を
構
成
し
て
い
る
物
語
の
要
素
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
い
う

ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
霊
が
人
間
に
取
り
憑
く
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
霊
を
斬
り
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
文
学
に
は
霊
の
出
現
に
関
わ
る
仏
教
説
話
、
伝
説
な
ど
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
日
本
の
古
典
文
学
の
主
題
の
ひ
と
つ
は
霊
な
ど
の
超
自

然
な
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
と
さ
え
い
い
た
く
な
る
ほ
ど
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
、
霊
の
出
現
は
比
較
的
馴
染
み

深
い
文
学
的
主
題
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
霊
の
出
現
す
る
物
語
が
通
俗
化
し
た
の
が
江
戸
時
代
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
霊

が
出
現
す
る
物
語
が
庶
民
の
あ
い
だ
に
ま
で
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
仏
教
説
話
の
な
か
で
頻
々
と
登
場
し
て
い
た
幽
霊
や
物
の
怪

が
、
歌
舞
伎
や
落
語
と
い
っ
た
大
衆
娯
楽
の
主
題
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
衆
化
し
た
霊
の
物
語
が
一
連
の
怪
談
も
の
で
あ
る
。
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怪
談
で
は
、
死
後
に
現
れ
る
霊
を
二
つ
の
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
大
前
提
と
し
て
二
つ
の
型
と
も
現
世
に
執
着
を
残
し
て
死
ん

だ
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
人
間
の
姿
を
保
っ
て
い
る
型
の
も
の
を
幽
霊
と
呼
び
、
人
間
の
姿
を
失
い
、
目
に
見
え
な
い
魂
だ
け
に
な
っ

た
型
の
も
の
を
物
の
怪
と
分
類
す
る
。
後
者
の
場
合
、
身
体
を
失
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
眼
に
見
え
ず
、
何
か
に
取
り
憑
か
な
け
れ

ば
、
そ
の
存
在
を
発
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
23
（

。『
女
と
影
』
に
関
し
て
い
え
ば
、
確
か
に
女
の
影
は
最
初
、
お
ぼ
ろ
に
武
士
の
前
に
姿
を
現

す
が
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
後
者
の
物
の
怪
型
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

幽
霊
が
登
場
す
る
怪
談
と
い
え
ば
、『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
や
『
牡
丹
灯
籠
』
と
い
っ
た
も
の
が
す
ぐ
に
頭
に
浮
か
ぶ
。
こ
れ
ら
に
登
場
す

る
お
岩
や
お
露
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
姿
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
の
姿
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
物
の
怪
型

の
怪
談
は
、
江
戸
時
代
、
非
常
に
人
気
の
あ
っ
た
「
累
ヶ
淵
」
系
統
の
物
語
の
累か

さ
ねが

ひ
と
つ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物
語
は
非
常
に
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
く
、
明
治
期
の
『
真
景
累
ヶ
淵
』
に
い
た
っ
て
は
人
間
関
係
が
錯
綜
し
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
複
雑
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
が
）
24
（

、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
話
は
、
元
禄
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
死
霊
解
脱
物
語
聞
書
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
下
総
国
岡
田
郡

羽
生
村
で
実
際
に
あ
っ
た
話
と
さ
れ
、
当
時
、
非
常
な
現
実
感
を
も
っ
て
庶
民
か
ら
支
配
階
級
ま
で
受
容
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
寛
文
十

二
年
、
羽
生
村
の
農
婦
累
は
、
彼
女
の
田
畑
目
当
て
に
結
婚
し
た
与
右
衛
門
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
与
右
衛
門
は
五
人
の
妻
を
迎
え
る

が
、
子
も
残
さ
ず
に
次
々
と
死
ん
で
し
ま
う
。
最
後
に
娶
っ
た
六
人
目
の
妻
と
の
あ
い
だ
に
菊
と
い
う
娘
を
も
う
け
る
が
、
そ
の
菊
は
十
三
歳

で
結
婚
し
、
十
四
歳
に
な
っ
た
時
、
病
を
煩
い
、
床
に
就
く
。
そ
の
様
子
は
尋
常
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
菊
は
意
識
を
失
っ
た
後
、「
や

ゝ
あ
り
て
、
息
出
で
眼ま

な
こを

い
か
ら
か
し
、
与
右
衛
門
を
は
た
と
に
ら
み
、
詞こ

と
ばを

い
ら
で
ゝ
云
や
う
、『
お
の
れ
我
に
近
付
け
。
か
み
こ
ろ
さ
ん

ぞ
』」
と
い
い
意
識
を
取
り
戻
す
と
、
人
格
が
一
変
し
て
い
る
。
そ
し
て
「『
我
は
菊
に
あ
ら
ず
汝な

ん
ぢが

妻つ
ま

の
累か

さ
ねな

り
。﹇
…
…
﹈
我
今
地
獄
の
中

に
し
て
少す

こ
しの

隙ひ
ま

を
う
る
ゆ
へ
に
、
直じ

か

に
来
て
菊
が
か
ら
だ
に
入
替
り
、
最
後
の
苦ぐ

患け
ん

を
あ
ら
は
し
、
ま
づ
か
く
の
ご
と
く
、
お
の
れ
を
絹
川
に

て
せ
め
こ
ろ
さ
ん
物
を
』
と
い
ゝ
、
す
で
に
つ
か
み
つ
か
ん
と
す
る
」
の
で
、
与
右
衛
門
は
逃
げ
出
す
）
25
（

。
肉
体
を
失
っ
た
累
が
菊
に
取
り
憑
い
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て
与
右
衛
門
に
復
讐
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
累
の
物
語
を
例
に
取
っ
た
が
、
た
と
え
ば
江
戸
時
代
を
通
じ
て
何
度
も
版
を
重
ね
、
ま
た
類
似
の
刊
本
も
数
種
類
に
及
ん
だ
鈴
木

正
三
の
『
因
果
物
語
』
に
も
霊
が
憑
依
す
る
仏
教
説
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
上
田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
の
「
吉
備
津
の
釜
」
に

登
場
す
る
磯い

そ

良ら

も
死
霊
と
な
っ
て
取
り
憑
く
霊
で
あ
る
）
26
（

。

　

一
方
、
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
、
斬
り
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
ま
ず
日
光
の
二
荒
山
神
社
の
化
け
灯
籠
の
伝
説
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
化
け
灯
籠
の
こ
と
は
一
八
九
八
年
、
当
時
、
中
国
の
副
領
事
で
あ
っ
た
ク
ロ
ー
デ
ル
が
初
め
て
日
光
を
旅
行
で
訪
れ
た

際
に
携
え
て
い
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
『
日
本
旅
行
者
の
た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
の
日
光
の
項
目
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
灯
籠
は
、

鬼
の
姿
に
変
わ
る
不
可
思
議
な
力
を
持
っ
て
お
り
、
あ
る
勇
敢
な
男
が
そ
れ
を
刀
で
も
っ
て
切
り
つ
け
、
傷
を
負
わ
せ
る
ま
で
夜
な
夜
な
こ
の

地
の
住
民
に
迷
惑
を
か
け
て
い
た
と
い
う
伝
説
に
そ
の
名
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
傷
は
今
で
も
灯
籠
の
傘
に
残
っ
て
い
て
、
見
る
こ
と
が
で
き

る
）
27
（

」。
実
際
に
日
光
の
二
荒
山
神
社
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
灯
籠
に
火
を
入
れ
る
と
、
す
ぐ
に
油
が
燃
え
尽
き
た
り
、
周
囲
の
も
の
が

二
重
に
見
え
た
り
、
灯
籠
が
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
化
け
た
り
し
た
と
い
う
。
警
護
の
武
士
た
ち
が
、
こ
れ
を
怪
し
み
、
夜
ご
と
、
刀
で
切
り
つ

け
た
と
こ
ろ
、
灯
籠
の
怪
奇
現
象
は
現
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
時
の
刀
傷
が
今
で
も
灯
籠
の
皿
の
部
分
に
無
数
に
残
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど

警
護
の
武
士
が
切
り
つ
け
る
こ
と
で
、
怪
奇
現
象
が
や
む
と
い
う
こ
と
と
『
女
と
影
』
で
も
刀
で
斬
り
つ
け
る
こ
と
で
、「
女
の
影
」
が
離
れ

る
と
い
う
点
も
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
伝
説
で
は
明
示
的
で
は
な
い
が
、
こ
の
灯
籠
に
は
人
間
の
霊
で
は
な
く
、
動

物
霊
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
の
方
が
高
い
。

　

人
間
の
霊
を
斬
り
つ
け
る
例
は
、
泉
鏡
花
が
作
品
の
着
想
を
得
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
『
老
媼
茶
話
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「
堀
主
水
女
の

悪
霊
逢
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
は
「
皿
屋
敷
」
の
系
統
に
属
し
、
外
出
先
で
見
初
め
て
女
中
に
し
た
花
が
家
中
の

若
侍
と
恋
愛
関
係
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
主
人
の
堀
主
水
が
、
怒
り
に
ま
か
せ
て
若
侍
の
首
を
刎
ね
、
さ
ら
に
女
中
の
花
を
も
殺
さ
せ
て
し
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ま
う
。
半
年
程
し
て
、
主
水
の
屋
敷
の
庭
先
に
花
の
幽
霊
が
現
れ
、
主
水
に
近
づ
い
て
く
る
。
そ
れ
に
対
し
主
水
は
「
わ
き
さ
し
を
抜ぬ

き

切
付
た

る
に
た
ゝ
雲く

も

水み
ず

を
打う

つ

か
こ
と
く
姿
彷ホ

ウ

彿ホ
ツ

と
し
て
手
に
た
ま
ら
す
）
28
（

」
と
幽
霊
を
斬
り
つ
け
る
が
手
応
え
が
な
い
。
あ
る
い
は
「
皿
屋
敷
」
の
系
統

の
集
大
成
と
も
い
え
る
鶴
屋
南
北
の
『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
に
し
て
も
、
幽
霊
と
な
っ
て
現
れ
た
お
岩
を
民
谷
伊
右
衛
門
は
刀
で
も
っ
て
何
度

も
斬
り
つ
け
て
い
る
）
29
（

。 

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
『
女
と
影
』
を
構
成
す
る
要
素
は
、
日
本
の
怪
談
、
幽
霊
譚
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ

せ
か
ら
『
女
と
影
』
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
が
モ
デ
ル
に
し
た
伝
説
、
物
語
、
説
話
な
ど
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
残
念
な
が
ら
ク
ロ
ー
デ
ル
が
こ
れ
ま
で
に
こ
う
し
た
憑
依
型
の
霊
が
登
場
す
る
伝
説
、
仏
教
説
話
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
証
明
さ
れ
て

い
な
い
。

　

確
か
に
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
後
任
の
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
東
京
帝
国
大
学
で
法
学
を
講
じ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
ル
ヴ
ォ
ン
の

『
日
本
文
学
撰
』
や
日
本
に
関
す
る
詳
細
な
報
告
を
書
い
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
著
作
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
）
30
（

。

し
か
し
ル
ヴ
ォ
ン
の
選
集
は
怪
談
そ
の
も
の
を
採
録
し
て
お
ら
ず
、
ハ
ー
ン
の
収
集
し
た
怪
異
譚
に
も
出
雲
の
狐
憑
き
の
話
を
除
け
ば
、
憑
依

型
の
物
語
は
見
あ
た
ら
な
い
。
唯
一
、
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
『
日
本
の
能
劇
』
で
あ

ろ
う
）
31
（

。
こ
の
本
は
一
九
二
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
蔵
書
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

本
は
、
日
本
の
主
要
な
能
作
品
を
紹
介
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
「
葵
上
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
葵
上
」
は
『
源

氏
物
語
』
の
「
葵
」
を
も
と
に
作
ら
れ
、
光
源
氏
の
愛
人
六
条
御
息
所
が
生
霊
と
な
っ
て
、
源
氏
の
最
初
の
正
妻
葵
上
に
取
り
憑
く
物
語
で
あ

る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
本
を
一
九
二
二
年
九
月
ま
で
に
読
ん
で
い
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
）
32
（

。
し
か
し
「
葵
上
」
と
『
女
と

影
』
の
構
造
は
霊
が
取
り
憑
く
と
い
う
点
だ
け
が
共
通
す
る
も
の
で
、
そ
れ
以
外
は
異
な
っ
て
お
り
、『
女
と
影
』
の
モ
デ
ル
と
は
い
え
な
い
。

要
す
る
に
『
女
と
影
』
の
モ
デ
ル
と
な
る
日
本
型
の
幽
霊
や
霊
魂
を
扱
っ
た
民
話
、
伝
説
、
説
話
、
芝
居
な
ど
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
状
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況
に
あ
る
の
だ
。
少
な
く
と
も
現
在
、
わ
れ
わ
れ
が
眼
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
記
録
か
ら
は
特
定
で
き
な
い
。
こ
れ
か
ら
先
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の

新
た
な
資
料
が
見
つ
か
れ
ば
検
証
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
無
理
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
ク
ロ

ー
デ
ル
が
日
本
の
幽
霊
譚
を
モ
デ
ル
に
し
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
日
本
的
な
怪
談
の
香
り
が
『
女
と
影
』
か
ら
は
す
る
の

で
あ
る
。

Ⅲ　

正
宗
白
鳥
の
怒
り

　

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、『
女
と
影
』
に
結
び
つ
く
日
本
の
怪
談
、
幽
霊
譚
の
プ
ロ
ッ
ト
を
特
定
し
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
着

想
を
得
た
物
語
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
ク
ロ
ー
デ
ル
の
資
料
か
ら
は
難
し
い
作
業
だ
。

『
女
と
影
』
が
何
ら
か
の
日
本
的
な
物
語
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
は
推
測
の

域
を
出
な
い
。
し
か
し
こ
の
短
い
作
品
の
主
題
は
、
実
際
に
は
日
本
的
な
霊
魂
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
ク
ロ
ー
デ
ル
の
文
学
観
と
関
わ
っ
て

い
る
と
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
見
当
外
れ
の
指
摘
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
女
と
影
』
を
霊
魂
の
問
題
と
捉
え
た
場
合
、
興
味
深
い
の
は
日
本
の
自
然
主
義
の
作
家
、
正
宗
白
鳥
が
『
女
と
影
』
を
批
判
し
た
「『
女
と

影
』
を
評
す
）
33
（

」
で
あ
る
。
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
正
宗
白
鳥
は
羽
衣
会
に
よ
る
『
女
と
影
』
を
実
際
に
見
た
わ
け
で
は
な
く
、

上
演
に
先
立
っ
て
、
演
出
を
担
当
す
る
予
定
だ
っ
た
小
山
内
薫
が
実
質
的
に
編
集
権
を
持
っ
て
い
た
雑
誌
『
女
性
』
三
月
号
と
当
時
の
総
合
誌

で
あ
っ
た
『
改
造
』
三
月
号
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
第
一
稿
と
第
二
稿
の
山
内
義
雄
の
訳
を
読
ん
で
の
批
評
で
あ
る
点
で
あ
る
。

　

正
宗
白
鳥
は
「
仏
国
大
使
ク
ロ
オ
デ
ル
君
の
新
作
が
羽
衣
会
と
か
の
人
々
に
よ
つ
て
帝
劇
に
於
い
て
上
演
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
嘗
て
新

聞
で
読
ん
で
、
ひ
そ
か
に
興
味
を
感
じ
て
ゐ
た
）
34
（

」
の
で
、『
女
性
』
三
月
号
が
発
売
さ
れ
る
と
さ
っ
そ
く
そ
れ
を
手
に
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
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失
望
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

殆
ど
何
の
事
や
ら
分
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
と
い
ふ
の
は
一
篇
の
筋
立
が
分
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
文
字
の
示
し
て
ゐ
る
一
通
り
の
意
味
は
分
つ
て
ゐ
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
詰
ま
ら
な
さ
過
ぎ
る
の
で
、
何
か
隠
微
な
深
遠
な
意
味
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
か
と
思
ひ
な
が
ら
そ
の
意
味
を
判
じ
か
ね
た
の

で
あ
る
）
35
（

。

　

さ
ら
に
『
改
造
』
三
月
号
も
読
ん
で
見
る
も
の
の
、
そ
の
読
後
感
は
失
望
を
通
り
越
し
、
怒
り
に
も
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ

て
い
る
。武

士
と
か
三
味
線
と
か
、
石
燈
籠
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
成
る
ほ
ど
外
国
人
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
夢
の
国
の
物
の
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ら
う

が
、
私
に
は
武
士
や
三
味
線
は
珍
し
く
と
も
何
と
も
な
い
の
で
あ
る
。﹇
…
…
﹈
ク
ロ
オ
デ
ル
君
は
、
武
士
と
三
味
線
と
を
取
り
入
れ
た
ら
何
で
も
詩
に

な
る
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
）
36
（

。

　

正
宗
白
鳥
の
ク
ロ
ー
デ
ル
批
判
は
引
用
か
ら
、
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
外
国
人
に
よ
る
日
本
の
封
建
時
代
を
舞
台

に
し
た
作
品
が
持
つ
違
和
感
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
実
際
に
『
女
と
影
』
を
見
た
演
劇
評
論
家
も
同
じ
感
想
を
抱
い
て
い
る
）
37
（

。
し
か
し

も
う
ひ
と
つ
の
方
が
重
要
で
、
そ
れ
は
「
文
字
の
示
し
て
ゐ
る
一
通
り
の
意
味
は
分
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
詰
ま
ら
な
さ
過

ぎ
る
の
で
、
何
か
隠
微
な
深
遠
な
意
味
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
か
と
思
ひ
な
が
ら
そ
の
意
味
を
判
じ
か
ね
た
」
と
い
う
一
文
が
象
徴
的
に
表
し
て
い
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る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
正
宗
は
、
こ
こ
に
は
物
語
の
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
と
要
約
で
き
る
の
で
あ
る
。『
女
と
影
』

の
登
場
人
物
は
、「
武
士
」
と
「
女
」
と
「
女
の
影
」
の
三
人
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
三
人
の
人
間
関
係
が
明
確
で
な
い
た
め
、
物
語
を
読
み

進
め
て
い
く
に
つ
れ
、
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
当
時
の
読
者
は
、『
女
と
影
』
に
江
戸
時
代
以
来
の
な

じ
み
の
怪
談
の
変
奏
を
期
待
し
て
読
み
進
め
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
が
前
節
で
分
析
し
た
よ
う
に
、『
女
と
影
』
は
、
江

戸
時
代
ま
で
の
怪
談
の
要
素
と
接
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
女
の
「
影
」
を
前
妻
の
霊
と
捉
え
、
そ
れ
が
現
在
の
妻
で
あ
る
「
女
」
に
取
り

憑
い
た
と
す
る
こ
と
は
不
自
然
な
理
解
で
は
な
い
。
し
か
し
江
戸
時
代
ま
で
の
怪
談
に
通
底
す
る
構
造
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
霊
が
成
仏
で
き

ず
に
こ
の
世
に
幽
霊
と
し
て
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
理
由
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
累
で
あ
れ
ば
、
夫
に
殺
さ
れ
た
恨
み

で
あ
り
、
磯
良
で
あ
れ
ば
、
夫
に
裏
切
ら
れ
た
恨
み
が
ま
ず
描
か
れ
て
、
そ
の
結
果
、
死
者
が
成
仏
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
こ
の
世
に
と
ど
ま
り
、
漂
っ
て
い
る
理
由
、
あ
る
い
は
必
然
が
ま
ず
読
者
に
示
さ
れ
る
の
が
定
石
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
『
女

と
影
』
は
、
ど
う
や
ら
江
戸
時
代
の
怪
談
な
ど
の
系
譜
に
つ
な
が
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
お
ぼ
ろ
に
読
者
に
伝
わ
る
も
の
の
、

な
ぜ
女
の
「
影
」
が
「
女
」
に
取
り
憑
く
の
か
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。
女
の
「
影
」
の
恨
み
あ
る
い
は
未
練
が
読
者
に
は
分
か
ら
な
い
の

で
あ
る
。
意
味
も
な
く
女
の
「
影
」
が
「
女
」
に
取
り
憑
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
ま
た
取
り
憑
い
た
霊
は
特
段
、
恨
み
を
晴
ら
す
わ
け
で
も

な
く
、
未
練
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
女
の
「
影
」
は
「
武
士
」
を
か
ら
か
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
み
え
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
不
可
思
議
な
事
態
に
陥
り
、
動
揺
し
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
武
士
が
妻
と
霊
の
あ
い
だ
の
見
え
な
い
糸

を
断
ち
切
る
強
い
必
然
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
お
そ
ら
く
正
宗
を
は
じ
め
、
こ
の
作
品
を
最
初
に
読
ん
だ
山
内
も
、
台
本
を
見
せ
ら
れ
た
川
尻

も
直
観
的
に
『
女
と
影
』
が
日
本
の
怪
談
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
感
じ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
た
前
提
で
翻
訳
さ
れ
、
演
出
も
考
え
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
正
宗
が
「
文
字
の
示
し
て
ゐ
る
一
通
り
の
意
味
は
分
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
詰

ま
ら
な
さ
過
ぎ
る
」
と
語
る
の
は
、
怪
談
を
成
立
さ
せ
る
原
因
と
そ
の
結
果
と
い
う
物
語
の
必
然
的
な
展
開
が
な
く
、
正
宗
の
期
待
の
地
平
を
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裏
切
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
正
宗
に
と
っ
て
は
理
解
し
が
た
い
「
つ
ま
ら
な
さ
過
ぎ
る
」
も
の
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
正
宗
は
「
何
か
意
味
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
か
と
思
ひ
な
が
ら
そ
の
意
味
を
判
じ
か
ね
」
つ
つ
、
何
度
も
読
み
返

す
と
い
う
い
さ
さ
か
滑
稽
な
徒
労
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

他
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

　

ク
ロ
ー
デ
ル
と
正
宗
白
鳥
と
の
あ
い
だ
に
は
、
日
本
人
の
幽
霊
、
霊
魂
に
関
す
る
認
識
の
ズ
レ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
こ
こ
で

日
本
人
の
死
生
観
の
歴
史
を
繙
い
て
詳
し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
い
て
も
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
人
の
死

生
観
を
長
い
間
規
定
し
て
き
た
も
の
は
仏
教
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
平
安
時
代
、
末
法
思
想
と
軌
を

一
に
し
て
盛
ん
に
な
っ
た
阿
弥
陀
信
仰
で
は
、
死
後
の
魂
は
、
阿
弥
陀
如
来
に
迎
え
ら
れ
て
極
楽
浄
土
に
赴
く
も
の
と
さ
れ
た
。
い
や
、
そ
こ

に
赴
き
た
い
と
願
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
各
地
に
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
す
る
堂
宇
が
建
設
さ
れ
、
死
に
際
し
て
阿
弥
陀
如
来

が
迎
え
に
来
る
場
面
を
主
題
と
す
る
所
謂
来
迎
図
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
、
阿
弥
陀
信
仰
に
よ
っ
て
死
者
の
赴
く
世
界
、
つ
ま

り
浄
土
が
日
本
人
の
意
識
の
な
か
で
体
系
化
さ
れ
始
め
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
阿
弥
陀
信
仰
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
思
想
に
身
近
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
た
貴
族
階
級
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
こ
れ
を
念
仏
を

唱
え
る
だ
け
で
極
楽
に
往
生
で
き
る
と
主
張
し
、
阿
弥
陀
信
仰
を
庶
民
に
ま
で
広
め
た
宗
派
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
鎌
倉
仏
教
の
浄
土
宗
、
浄

土
真
宗
、
時
宗
な
ど
で
ひ
と
つ
の
頂
点
を
迎
え
る
。
こ
う
し
て
阿
弥
陀
信
仰
に
基
づ
く
世
界
観
は
、
徐
々
に
庶
民
に
も
浸
透
し
て
い
き
、
江
戸

時
代
ま
で
に
は
お
そ
ら
く
宗
派
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
が
こ
の
世
と
あ
の
世
と
い
う
二
つ
の
世
界
が
あ
り
、
そ
の
境
界
に
は
三
途
の
川
が

流
れ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
界
は
此
岸
と
つ
な
が
っ
て
は
い
な
い
の
で
、
生
者
は
行
け
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ず
、
そ
こ
に
行
く
に
は
成
仏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
、
死
者
に
な
っ
て
も
恨
み
や
未
練
な
ど
が
あ
る
が
た
め
に
成
仏
で
き
ず
、
他
界

に
行
け
な
い
魂
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
幽
霊
で
あ
る
。
幽
霊
は
仏
教
の
成
仏
の
概
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
展
開
し
た
と
い
え
る
の

で
あ
る
。
実
際
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
好
み
、「
能
作
品
の
多
く
を
占
め
る
夢
幻
能
は
、
幽
霊
が
己
れ
の
妄
執
を
語
っ
て
成
仏
を
願
う
）
38
（

」
も
の
で
あ

り
、『
死
霊
解
脱
物
語
聞
書
』
の
累
は
祐
天
上
人
に
よ
っ
て
依
り
代
の
菊
か
ら
離
れ
成
仏
す
る
。
能
か
ら
江
戸
時
代
の
怪
談
作
品
に
至
る
ま
で
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
物
語
は
仏
の
功
徳
や
高
僧
の
法
力
を
た
た
え
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
仏
教
的
な
死
生
観
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
死
者
の
魂
が
赴
く
他
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
日
本
仏
教
、
少
な
く
と
も
阿
弥
陀
信
仰
で
は
、
魂
の
赴
く
地
は
こ
の
世
と
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
断
絶
さ
れ
た
彼
岸
に
あ
る
他
界
を

極
楽
浄
土
と
考
え
て
い
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
は
生
者
の
世
界
と
交
流
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
で
あ
り
、
生
者
は
生
者
と
し
て
は

そ
こ
に
行
く
こ
と
も
そ
こ
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
生
者
の
世
界
と
死
者
の
世
界
と
が
途
絶
さ
れ
、
交
流
の
で
き
な
い
二
つ
の
世

界
が
存
在
す
る
と
い
う
の
が
、
日
本
の
仏
教
的
な
他
界
観
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
方
で
、
他
界
と
い
う
も
の
を
認
め
な
が
ら
も
、
仏
教
的
な
構
図
を
否
定
し
、
死
者
の
魂
の
在
処
を
仏
教
的
な
他
界
観
と
は
異
な

る
も
っ
と
素
朴
な
世
界
観
に
求
め
る
流
れ
が
近
世
に
入
る
と
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
体
系
化
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
江
戸
後
期

の
国
学
者
平
田
篤
胤
で
あ
る
。
平
田
は
仏
教
以
前
の
日
本
古
来
の
信
仰

│
そ
れ
を
彼
は
神
道
と
呼
ぶ
が

│
に
回
帰
す
る
こ
と
を
目
指
す
そ

の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
、
仏
教
批
判
を
行
い
、
日
本
古
来
の
他
界
観
は
仏
教
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
前
述
の
通

り
、
仏
教
で
は
死
者
の
魂
は
、
こ
の
世
と
は
隔
絶
さ
れ
た
他
界
に
赴
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
点
を
平
田
は
批
判
す
る
。
平
田
は
、
死
者

の
赴
く
場
所
が
彼
岸
と
い
っ
た
こ
の
世
界
と
切
り
離
さ
れ
た
他
界
で
は
な
く
、
身
近
な
、
い
う
な
れ
ば
「
草
葉
の
陰
」
に
あ
る
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

平
田
篤
胤
の
死
生
観
は
、
そ
の
主
著
と
も
い
え
る
『
霊
の
真
柱
』
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
著
作
で
、
平
田
は
本
居
宣
長
の
弟
子
で
あ
っ
た
服
部
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中な
か

庸つ
ね

の
『
三
大
考
』
に
基
づ
い
て
有
名
な
天
地
創
造
を
描
き
出
す
。
ま
ず
大
虚
空
に
球
形
の
「
一
物
」
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
「
一
物
」
の
上

部
が
「
萌も

え

上あ
が
り」、

分
離
し
、
や
が
て
「
天ア

メ

」
す
な
わ
ち
太
陽
と
な
る
。
完
全
に
「
天ア

メ

」
が
分
離
す
る
と
、
も
と
の
一
物
は
「
地ツ

チ

」（
＝
地
球
）
と

呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
今
度
は
下
方
に
「
地ツ

チ

」
の
一
部
が
ぶ
ら
下
が
る
よ
う
に
「
芽

め
ぐ
み

生な
り

て
」、
新
た
な
球
形
と
な
っ
て
垂
れ
下
が
る
。

こ
れ
が
や
が
て
分
離
し
、「
泉ヨ

ミ

」
の
国
と
な
る
。
す
な
わ
ち
月
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
過
程
が
『
霊
の
真
柱
』
で
は
図
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
こ
う
し
て
天ア

メ

・
地ツ

チ

・
泉ヨ

ミ

が
形
成
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
神
々
も
配
置
さ
れ
る
。
天ア

メ

・
地ツ

チ

・
泉ヨ

ミ

は
完
全
に
分
離
す
る
ま
で
は

通
い
路
が
あ
っ
た
の
で
、
神
々
も
行
き
来
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
完
全
に
分
離
さ
れ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
は
自
律
し
た
世
界
を
構
成
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
固
有
の
神
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
「
泉ヨ

ミ

」
の
国
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
「
泉ヨ

ミ

」

の
国
を
支
配
す
る
の
は
、
平
田
に
よ
れ
ば
最
終
的
に
は
須
佐
之
男
命
で
あ
る
。「
泉ヨ

ミ

」
の
国
は
冥
界
と
さ
れ
、
死
者
の
魂
が
赴
く
と
こ
ろ
と
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
は
確
か
に
こ
れ
ま
で
に
馴
れ
親
し
ん
だ
仏
教
的
な
他
界
観
と
親
和
力
が
あ
り
、
多
く
の
人
が
比
較
的
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
世
界
観
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
点
に
平
田
は
異
議
を
唱
え
る
。
確
か
に
須
佐
之
男
命
が
統
治
す
る
「
泉ヨ

ミ

」
の
国
は
冥
界
で
は

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
死
者
の
魂
は
こ
の
世
か
ら
彼
岸
で
あ
る
月
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
地ツ

チ

」
と
「
泉ヨ

ミ

」
は
完
全
に
断

ち
切
ら
れ
、
両
界
を
結
ぶ
通
い
路
は
す
で
に
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
死
者
の
魂
は
「
地ツ

チ

」
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
を
平
田
は
大
国
主
命
で
論
証
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
大
国
主
命
は
国
譲
り
の
後
、「
顕

ウ
ツ
シ

世ヨ

」
で
あ
る
現
世
で
は
な
く
「
幽
冥
界
」

に
坐
し
、
そ
こ
を
主
宰
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
に
は
そ
れ
は
「
泉ヨ

ミ

」
の
国
、
つ
ま
り
須
佐
之
男
命
の
い
る
月
夜
見
国
と
さ
れ
て
い
た
が
、
平

田
は
「
大
国
主
ノ
神
の
、
こ
の
顕

ウ
ツ
シ

世ヨ

の
事コ

ト

避サ
リ

た
ま
ひ
て
、
何イ

ズ
コ処

に
隠

カ
ク
リ

坐マ
セ

る
ぞ
な
れ
ば
、
常ト

コ

磐ト
ハ

に
杵キ

ヅ

築キ
ノ

宮ミ
ヤ

に
隠
リ
鎮
リ
坐
セ
る
な
り
。
然サ

る
は
そ

の
『
八ヤ

ソ
ク
マ
デ

十
隈
手
に
隠

カ
ク
リ

而テ

侍
サ
モ
ラ
ヒ

焉ナ
ム

』
と
白マ

ク

し
た
ま
へ
る
八
十
隈
手
は
、
何イ

ズ
コ処

を
許ハ

カ

と
指サ

し
定
め
む
処
な
き
言コ

ト

な
り
。
其ソ

は
杵
築
宮
に
鎮
リ
坐
し
つ

ゝ
も
、
そ
の
御
形
を
顕

ウ
ツ
シ

世ヨ

に
現ア

ラ
ハし

給
は
で
、
何
処
に
坐マ

ス

と
も
知
ら
れ
ず
、
隠
リ
坐
す
状サ

マ

を
宣ノ

タ
マへ

る
形タ

ト
ヘ
コ
ト
バ

容
言
に
て
、
常ト

コ

世ヨ
ノ

国ク
ニ

と
い
ふ
に
言

コ
ト
ノ

意コ
ゝ
ロ

通カ
ヨ

へ
り
）
39
（

」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
大
国
主
命
は
父
神
須
佐
之
男
命
の
い
る
月
の
世
界
に
赴
い
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
理
由
は
明
白



 天使と幽霊　（277） 16

で
あ
る
。
月
へ
の
通
い
路
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
幽
冥
事
を
主
宰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
大
国
主
命
が
月
夜
見
国
、
泉ヨ

ミ

の
国
に
い
な
い
と
し
た
ら

ど
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
平
田
は
そ
の
居
場
所
を
と
り
あ
え
ず
杵
築
宮
、
現
在
の
出
雲
大
社
と
し
て
い
る
が
、

大
国
主
命
は
す
で
に
姿
形
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
は
っ
き
り
と
ど
こ
そ
こ
に
い
る
と
は
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ

て
い
る
。
し
か
し
間
違
い
な
く
こ
の
世
界
と
切
り
離
さ
れ
た
彼
岸
で
は
な
く
、
此
岸
に
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
平
田
は
人
間
は
死
ぬ
と
遺
体
か
ら
魂
が
抜
け
出
し
て
い
く
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
抜
け
出
し
た
魂
は
や
が
て
例
外
な
く
神
と

な
る
。
こ
れ
を
平
田
は
鬼
神
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
う
な
る
場
所
は
幽
冥
界
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
抜
け
出
た
魂
は
幽
冥
界
に
赴
き
、
大
国
主

命
の
支
配
を
受
け
る
わ
け
だ
が
、
大
国
主
命
の
幽
冥
界
は
生
者
に
は
見
え
な
い
も
の
の
こ
の
世
に
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
死
者
の
魂
を
こ
の
世

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
眼
に
は
見
え
ず
、
ど
こ
に
い
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
の
だ
が
、
魂
は
こ
の
世
と
隔
絶
さ
れ
た
彼

岸
に
い
る
の
で
は
な
く
、
生
者
と
同
じ
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
平
田
は
「
人
の
死シ

ニ

て
、
其
ノ
魂
の
黄ヨ

泉ミ

に
帰ユ

ク

て
ふ

説コ
ト

は
、
外
ツ
国
よ
り
混マ

ギ

れ
渡ワ

タ

り
の
伝
へ
に
て
、
古
へ
に
は
、
跡ア

ト

も
伝
へ
も
な
き
こ
と
）
40
（

」
と
し
て
、
ま
ず
黄
泉
の
国
を
こ
の
世
と
は
別
の
他
界
と

す
る
考
え
は
日
本
古
来
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
そ
の
魂タ

マ

の
行ユ

ク
へ方

は
、
何イ

ヅ
コ処

ぞ
と
云
ふ
に
、
常ト

コ

磐ト
ハ

に
こ
の
国
土
に
居ヲ

る

こ
と
、
古
伝
の
趣
キ
」
と
し
て
、
こ
の
世
に
魂
は
居
続
け
る
と
し
て
い
る
）
41
（

。
平
田
は
こ
の
世
に
あ
る
幽
冥
界
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

抑ソ
モ
〳
〵、
そ
の
冥
府
と
云
ふ
は
、
此コ
ノ

顕ウ
ツ
シ

国ク
ニ

を
お
き
て
、
別コ
ト

に
一ヒ
ト

処ゝ
コ
ロあ
る
に
も
あ
ら
ず
、
直タ
ゞ
チに
こ
の
顕
ウ
ツ
シ

国ク
ニ

の
内ウ
チ

い
づ
こ
に
も
有ア

な
れ
ど
も
、
幽ホ
ノ
カ冥
に
し
て
、
現
ウ
ツ
シ

世ヨ

と
は
隔ヘ
ダ
ゝ
り
見
え
ず
。
故カ
レ

も
ろ
こ
し
人
も
、
幽ユ
ウ

冥メ
イ

ま
た
冥メ
イ

府フ

と
は
云イ

へ
る
な
り
。
さ
て
、
そ
の
冥メ
イ

府フ

よ
り
は
、
人
の
し
わ
ざ
の
よ
く
見
ゆ
め
る
を
、

﹇
…
…
﹈
顕
ウ
ツ
シ

世ヨ

よ
り
は
、
そ
の
幽
冥
を
見
ゆ
る
こ
と
あ
た
は
ず
）
42
（

。
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平
田
は
、
天
皇
が
統
治
す
る
「
顕
国
」、
つ
ま
り
こ
の
世
と
大
国
主
命
が
統
治
す
る
「
冥
府
」
が
同
じ
次
元
に
存
在
し
て
お
り
、「
冥
府
」
か

ら
は
「
顕
国
」
が
見
通
せ
る
の
だ
が
、「
顕
国
」
か
ら
は
「
冥
府
」
は
一
切
見
え
な
い
と
し
て
い
る
。
生
者
に
は
見
え
な
い
死
者
の
魂
が
、
生

者
を
見
守
り
、
交
流
す
る
と
い
う
の
が
平
田
の
思
想
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
岸
と
此
岸
と
い
う
仏
教
的
な
二
元
的
世
界
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
は

「
顕
世
」
と
「
幽
世
」
の
二
つ
が
あ
わ
さ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
一
元
的
な
世
界
観
が
平
田
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
平
田
篤
胤
の
他
界
観
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
死
者
の
赴
く
冥
界
は
、
こ
の
世
と
は
厳
然
と
区
切
ら
れ
、
生
者
の
赴
く
こ
と
の
で
き
な

い
他
界
な
の
で
は
な
く
、
ど
こ
と
特
定
は
で
き
な
い
が
こ
の
世
に
併
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
生
者
に
は
見
え
な
い
だ
け
な
の

で
あ
る
。
平
田
の
思
想
は
、
そ
の
後
の
幕
末
維
新
期
の
激
動
の
な
か
で
政
治
的
な
色
彩
を
強
く
帯
び
、
国
学
│
復
古
神
道
│
国
家
神
道
の
流
れ

の
な
か
で
評
価
さ
れ
て
き
た
た
め
、
こ
う
し
た
死
生
観
の
系
譜
に
は
あ
ま
り
眼
を
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
歴
史
が
あ
る
。
近
世
に
入
る
と
現

れ
た
、
死
者
の
魂
が
赴
く
冥
界
が
彼
岸
で
は
な
く
こ
の
世
に
あ
る
と
す
る
平
田
の
古
代
的
な
他
界
観
は
柳
田
國
男
な
ど
近
代
の
民
俗
学
に
流
れ

込
ん
で
い
る
。
実
際
、
柳
田
は
死
者
の
魂
、
厳
密
に
い
え
ば
先
祖
の
魂
は
、
山
で
あ
っ
た
り
海
の
向
こ
う
の
島
で
あ
っ
た
り
と
、
こ
の
現
実
世

界
の
な
か
に
在
処
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
民
俗
学
的
事
例
を
採
取
し
て
説
い
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
何
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
日
本
人
の
魂
観
は
二
つ
の
極
に
分
か
れ
た
世
界
観
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
に
は
彼
岸
と

此
岸
の
二
つ
の
世
界
が
、
厳
密
に
分
か
れ
て
い
て
、
彼
岸
は
死
者
の
世
界
で
、
生
者
に
は
無
縁
の
場
所
と
す
る
近
世
ま
で
の
仏
教
思
想
の
影
響

を
受
け
た
世
界
観
で
あ
り
、
も
う
一
方
に
は
確
か
に
生
者
の
世
界
と
死
者
の
魂
の
住
む
他
界
が
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の
他
界

は
此
岸
の
な
か
に
目
に
見
え
な
い
形
で
併
存
し
て
い
る
と
す
る
平
田
篤
胤
に
よ
っ
て
体
系
化
が
図
ら
れ
た
世
界
観
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
近
世
の

人
々
は
こ
の
ど
ち
ら
か
の
極
を
選
択
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
状
況
に
合
わ
せ
て
ど
ち
ら
か
の
極
に
自
ら
を
寄
せ
て
霊
魂
を
考
え
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
近
世
の
人
々
は
、
歌
舞
伎
や
落
語
で
怪
談
を
見
聞
き
し
た
時
は
、
こ
れ
ら
は
伝
統
的
に
仏
教
型
の
他
界
観
の
構
造
を
持
っ

て
い
る
た
め
、
前
者
の
立
場
に
身
を
置
き
、
盂
蘭
盆
会
な
ど
の
祖
霊
信
仰
の
場
で
は
平
田
国
学
の
唱
え
る
よ
う
な
後
者
の
他
界
観
を
前
提
に
し
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て
い
た
の
で
あ
る
）
43
（

。

　
『
女
と
影
』
に
戻
っ
て
み
よ
う
。「
女
の
影
」
が
日
本
の
幽
霊
譚
を
読
者
に
連
想
さ
せ
る
の
な
ら
、
こ
う
し
た
二
つ
に
分
か
れ
た
日
本
人
の
死

生
観
の
う
ち
、
仏
教
型
の
説
話
構
造
を
直
観
的
に
喚
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
正
宗
白
鳥
が
ク
ロ
ー
デ
ル
の
意
図
を
探

り
か
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
そ
こ
に
仏
教
説
話
的
な
物
語
の
構
造
を
見
出
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
ク
ロ

ー
デ
ル
は
物
語
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
仏
教
型
の
説
話
構
造
を
用
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
魂
は
、
妄
執
に
捕
ら
わ
れ
、
他
界
に

行
け
な
い
も
の
で
は
な
く
、
生
者
の
傍
ら
に
い
て
、
見
守
り
続
け
る
平
田
国
学
的
な
魂
観
に
近
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
捻
れ
が
ク
ロ
ー
デ
ル
の
な
か
で
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
日
本
独
特
の
魂
観
を
ど
の
よ
う
に
理
解

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
探
る
に
は
、
ま
ず
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
に
登
場
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
幕
末
期
に
活
躍
し
た
イ

ギ
リ
ス
の
外
交
官
は
、
西
洋
人
の
日
本
学
の
嚆
矢
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
神
道
に
対
し
て
強
い
興
味
を
示
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

サ
ト
ウ
の
神
道
論
は
「
純
粋
神
道
の
復
活
」「
伊
勢
神
宮
」「
祝
詞
」
な
ど
か
ら
読
み
取
れ
る
が
、
最
も
詳
し
く
日
本
の
神
道
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
の
は
、「
純
粋
神
道
の
復
活
」
で
あ
る
。
こ
の
神
道
論
は
、
基
本
的
に
平
田
国
学
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
で

サ
ト
ウ
は
平
田
の
霊
魂
観
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

『
霊
の
真
柱
』
で
平
田
が
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
死
者
の
魂
は
眼
に
見
え
な
い
世
界
で
存
在
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
見
え
な
い
世
界
は

わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
死
者
の
霊
魂
は
す
べ
て
神
と
な
る
と
説
く
。
も
っ
と
も
そ
の
性
質
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

し
、
影
響
力
も
異
な
る
が
。
な
か
に
は
神
社
が
建
立
さ
れ
祀
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
自
分
の
墓
近
く
を
漂
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
、
魂

が
肉
体
の
な
か
に
あ
っ
た
時
の
よ
う
に
、
自
分
の
君
主
、
親
、
妻
、
子
に
貢
献
し
続
け
る
の
で
あ
る
）
44
（

。 
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平
田
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
冥
府
が
こ
の
世
界
と
は
絶
対
的
に
異
質
な
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
誤
り
で
、
見
え
な
い
だ

け
で
こ
の
世
の
ど
こ
か
に
あ
り
、
そ
こ
に
霊
魂
は
赴
く
こ
と
に
な
る
と
し
て
お
り
、
サ
ト
ウ
も
そ
れ
を
忠
実
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
ク
ロ
ー
デ
ル
が
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
か
と
い
う
問
題
が
当
然
、
生
じ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
少
な
く
と
も
サ

ト
ウ
の
「
伊
勢
神
宮
」
を
一
八
九
八
年
前
後
に
読
ん
で
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
）
45
（

。
サ
ト
ウ
の
一
連
の
論
文
は
、
当
時
の
日
本
ア
ジ
ア
協

会
の
出
版
し
て
い
た
論
文
集
『
日
本
ア
ジ
ア
協
会
紀
要
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、「
当
時
の
中
国
の
租
界
で
広
く
読
ま
れ
て
い
た
）
46
（

」
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
サ
ト
ウ
の
論
文
を
ク
ロ
ー
デ
ル
が
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

　

確
か
に
ク
ロ
ー
デ
ル
が
サ
ト
ウ
の
「
純
粋
神
道
の
復
活
」
を
読
ん
で
い
た
と
断
言
は
で
き
な
い
も
の
の
、
当
時
の
多
く
の
日
本
学
の
発
信
者

た
ち
の
考
え
が
、
何
ら
か
の
形
で
平
田
国
学
と
接
点
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
欧
文
で
書
か
れ
た
当
時
の
日
本
関
係
の
文

献
を
読
ん
で
い
れ
ば
、
平
田
国
学
が
自
然
と
ク
ロ
ー
デ
ル
に
流
れ
込
ん
で
き
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の

「
祖
先
崇
拝
の
思
想
」
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

日
本
人
の
考
え
で
は
、
死
ん
だ
も
の
も
、
生
き
て
い
る
も
の
と
お
な
じ
よ
う
に
、
こ
の
世
に
実
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
者
は
、
国
民
の
日
常
生
活

の
な
か
へ
も
は
い
っ
て
き
て
、
い
さ
さ
か
の
悲
し
み
、
い
さ
さ
か
の
喜
び
を
も
、
生
き
て
い
る
も
の
た
ち
と
と
も
に
わ
か
ち
あ
う
の
で
あ
る
。
家
族
の
食

事
の
際
に
も
、
死
者
は
そ
こ
へ
出
て
く
る
し
、
家
族
の
幸
せ
を
も
守
る
し
、
子
孫
の
繁
栄
を
助
け
も
す
る
し
、
ま
た
喜
び
も
す
る
）
47
（

。

　

こ
の
ハ
ー
ン
の
記
述
の
ト
ー
ン
も
サ
ト
ウ
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
一
読
す
れ
ば
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
平
田
篤
胤
と

い
う
サ
ト
ウ
と
同
じ
源
泉
を
用
い
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
）
48
（

。
つ
ま
り
当
時
の
西
洋
人
は
、
平
田
篤
胤
を
通
し
て
、
日
本
人
の
宗
教
を
理
解
し
よ
う
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と
す
る
傾
向
が
強
く
、
死
者
の
魂
は
、
隔
絶
さ
れ
た
他
界
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
ど
こ
か
に
あ
り
、
生
者
と
交
流
し
て
い
る
と
日
本

人
が
考
え
て
い
た
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
換
え
る
と
西
洋
人
は
日
本
人
の
他
界
観
の
二
重
性
を
知
ら
ず
、
何
ら
か
の
理
由

で
、
こ
の
世
と
断
絶
し
た
他
界
に
赴
け
な
か
っ
た
魂
が
あ
る
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
恨
み
や
未

練
が
あ
る
魂
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
安
逸
な
魂
も
不
幸
な
魂
も
こ
の
世
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
日
本
人
の
作
家
で
あ
れ
ば
半
ば
当
然
の
よ
う
に
選
択
す
る
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
を
無
視
す
る
の
は
、
霊
が
現
れ
た
ら
恨
み
や

未
練
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
希
薄
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
の
理
解
す
る
霊
の
物
語
は
、
こ

の
世
界
の
ど
こ
か
に
あ
る
幽
冥
界
に
い
る
魂
の
出
現
と
交
流
で
あ
り
、
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
平
田
＝
サ
ト
ウ
説
を
何
ら
か
の
文
献
を
通
し
て
知
っ
て
い
た
と
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て

も
、
彼
が
平
田
国
学
的
な
魂
観
を
有
し
、
魂
が
こ
の
世
の
ど
こ
か
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
推
測
で
き
る
箇
所
が
『
女
と
影
』
に
あ
る
。
そ
れ

は
ク
ロ
ー
デ
ル
が
「
女
と
影
」
が
演
じ
ら
れ
る
場
を
「
二
つ
の
世
界
の
境
界
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

荒
涼
と
し
た
人
里
離
れ
た
土
地
。
左
手
の
石
柱
に
は
次
の
よ
う
な
文
字
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
読
め
る
。「
二
つ
の
世
界
の
境
界
）
49
（

」。 

　
「
二
つ
の
世
界
」
と
い
う
の
が
生
者
の
世
界
と
死
者
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
、
こ
の
世
と
冥
界
は
接
し
て
い

て
、
ま
る
で
交
流
可
能
な
よ
う
な
設
定
で
あ
る
。『
女
と
影
』
を
訳
し
た
山
内
義
雄
は
、
こ
の
部
分
を
「
荒
涼
た
る
あ
た
り
。
下し

手て

、
石
の
道み

ち

標し
る
べあ

り
て
『
幽
明
界
』
の
文
字
を
刻
む
」
と
訳
し
て
い
る
。「
幽
明
」
と
は
他
界
と
現
世
を
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
し
て
い
る
語
で
あ
り
、
道
標
は
ま

さ
に
境
界
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ク
ロ
ー
デ
ル
が
生
者
の
可
視
的
な
世
界
と
不
可
視
の
死
者
の
世
界
が
隣
り
合
っ
て
い
る
世
界
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観
を
前
提
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
確
か
に
ク
ロ
ー
デ
ル
自
身
、
こ
の
世
界
観
を
日
本
で
は
な
く
、
中
国
か
ら
学
び
取
っ
た
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
）
50
（

。
し
か
し
ク
ロ
ー
デ
ル
が
「
二
つ
の
世
界
の
境
界
」
と
書
く
時
、
そ
れ
は
仏
教
的
な
他
界
で
は
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
世
界

観
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
実
に
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　

正
宗
白
鳥
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
『
女
と
影
』
に
散
り
ば
め
た
物
語
の
要
素
か
ら
、
冥
界
に
行
け
な
か
っ
た
霊
、
つ
ま
り
妄
執
に
取
り
憑
か
れ

た
幽
霊
の
成
仏
譚
を
無
意
識
の
う
ち
に
期
待
し
て
読
ん
で
い
た
た
め
、
彼
の
期
待
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
る
。
一
方
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
方
も
、
当

時
の
日
本
人
が
持
っ
て
い
た
死
者
の
魂
の
在
処
に
関
す
る
二
重
性
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
か
ら
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
当
時

の
日
本
人
が
期
待
す
る
よ
う
な
物
語
を
構
築
し
て
い
な
い
し
、
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
女
と
影
』
に
は
、
こ
う
し
た
魂
観
の
ズ
レ

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

Ⅴ　

幽
霊
か
ら
天
使
へ

　

な
ぜ
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
日
本
を
舞
台
に
し
て
、
霊
魂
が
出
現
す
る
こ
と
を
主
題
に
し
た
作
品
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
そ
こ
に
彼
が
文
学
的
可
能
性
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
度
『
女
と
影
』
に
戻
っ
て
、
こ
の
作
品
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
と
問
い
直
せ
ば
、
人
知
を
超
え
た
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
武
士
の
亡
き
妻
の
霊
が
現

れ
、
武
士
の
現
在
の
妻
に
取
り
憑
い
て
、
現
在
の
妻
を
操
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
知
性
の
及
ぶ
範
囲
で
あ
る
自
然
を
超
え
た

超
自
然
の
出
現
で
あ
る
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
超
自
然
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
も
中
世
の
哲
学
に
も
見
ら
れ

る
主
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
女
と
影
』
に
日
本
的
な
意
匠
を
纏
わ
せ
な
が
ら
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
こ
の
作
品
を
キ
リ
ス
ト
教
神
学
、
あ
る
い

は
ス
コ
ラ
哲
学
の
思
考
構
造
に
通
底
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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中
世
の
哲
学
と
ク
ロ
ー
デ
ル
の
関
連
を
み
る
前
に
、
ま
ず
ク
ロ
ー
デ
ル
が
『
女
と
影
』
で
、
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
日
本
の
魂
を
ど
の
よ
う
に

扱
っ
て
い
る
の
か
を
改
め
て
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
に
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
お
そ
ら
く
能
で

あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
『
女
と
影
』
が
上
演
さ
れ
る
直
前
の
一
九
二
三
年
三
月
八
日
付
の
エ
リ
ザ
ベ
ト
・
サ
ン
ト
＝
マ
リ
＝
ペ
ラ
ン
宛
て
の
書

簡
で
「
数
日
後
に
帝
国
劇
場
で
『
女
と
影
』
と
題
す
る
一
種
の
バ
レ
エ
、
い
や
む
し
ろ
私
の
能
が
上
演
さ
れ
ま
す
）
51
（

」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
ク

ロ
ー
デ
ル
は
こ
こ
で
確
か
に
『
女
と
影
』
を
「
私
の
能
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
三
月
八
日
の
段
階
で
ク
ロ
ー
デ
ル
は
能
と
は
い
か
な
る
も
の

か
は
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
や
や
問
題
が
残
る
。
前
述
の
よ
う
に
第
一
稿
を
書
い
た
一
九
二
二
年
九
月
の
時
点
で
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は

お
そ
ら
く
能
を
観
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
『
女
と
影
』
を
書
き
上
げ
た
後
、
能
を
実
際
に
観
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
自
分
の
作
品
に
能
と
共
有
で

き
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
能
に
自
己
の
文
学
に
近
い
も
の
を
見
出
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
。
で
は
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て

能
と
い
う
概
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
語
る
能
と
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
共

通
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
能
と
は
若
干
、
異
な
っ
た
定
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
重
複
す
る
部
分

も
あ
る
が
、
日
本
の
古
典
芸
能
や
古
典
作
品
に
対
し
て
ク
ロ
ー
デ
ル
の
内
部
で
形
成
さ
れ
た
概
念
が
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
と
同
じ
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
む
し
ろ
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ー
デ
ル
が
見
た
能
の
演
目
は
日
記
や
書
簡
か
ら
容
易
に
探
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
）
52
（

。
そ
の
分
析
か
ら
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
関
心
を
示
す
能
の
形
式
は
複
式
夢
幻
能
と
一
般
に
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
関
心
を
示
す
と
い
う
以

上
に
、
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
能
と
は
こ
の
複
式
夢
幻
能
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
複
式
夢
幻
能

と
は
、
謡
曲
の
「
敦
盛
」
や
「
井
筒
」
な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
が
、
シ
テ
が
演
じ
る
す
で
に
亡
く
な
り
霊
と
な
っ
た
者
が
、
ワ
キ
で
あ
る
僧
侶

な
ど
の
も
と
に
現
れ
る
と
い
う
形
式
を
基
本
に
持
つ
。
そ
し
て
そ
の
霊
な
ど
の
目
に
見
え
な
い
者
が
ワ
キ
に
何
か
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
ク

ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
の
能
と
は
、
霊
が
現
れ
る
こ
と
、
そ
の
霊
が
何
か
を
伝
え
る
こ
と
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
、
そ
れ
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
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る
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ク
ロ
ー
デ
ル
の
名
高
い
評
論
「
能
」
の
冒
頭
の
一
節
が
的
確
に
言
い
表
し
て
い
る
。

ド
ラ
マ
、
そ
れ
は
何
ご
と
か
の
到
来
で
あ
り
、
能
、
そ
れ
は
何
者
か
の
到
来
で
あ
る
）
53
（

。

　

何
者
か
が
到
来
す
る
の
が
能
で
あ
る
。
こ
の
到
来
す
る
者
を
待
っ
て
い
る
も
の
が
ワ
キ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ワ
キ
が
到
来
す
る
の
を
待
っ

て
い
る
「
何
者
か
」
と
は
、「
神
、
英
雄
、
隠
者
、
亡
霊
、
悪
霊
）
54
（

」
で
あ
る
と
ク
ロ
ー
デ
ル
は
論
じ
る
。
こ
こ
で
ク
ロ
ー
デ
ル
が
列
挙
す
る
う

ち
「
英
雄
」「
隠
者
」
は
、
複
式
夢
幻
能
の
形
式
を
前
提
と
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
故
人
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、「
亡
霊
」
と
同
じ
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
肉
体
か
ら
離
脱
し
た
魂
だ
け
の
存
在
と
換
言
で
き
る
。「
神
」
は
文
脈
上
、
日
本
の
神
で
あ
る
は
ず

だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
神
と
は
肉
体
を
持
た
な
い
存
在
、
わ
れ
わ
れ
が
五
感
で
知
覚
で
き
な
い
究
極
の
存
在
と
無
意
識
の

う
ち
に
考
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
肉
体
を
有
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
「
悪
霊
」
も
神
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら

に
共
通
す
る
こ
と
は
肉
体
を
有
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
い
う
な
ら
ば
魂
や
霊
だ
け
の
存
在
が
「
到
来
す
る
何
者
か
」
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
超
自
然
な
も
の
な
の
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
可
感
的
な
も
の
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
言
語
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
も
の
で

も
な
い
。
つ
ま
り
超
自
然
な
も
の
と
生
者
は
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
生
者
は
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
も
認
識
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
超
自
然
な
も
の
の
意
志
を
人
に
分
か
る
よ
う
に
翻
訳
す
る
装
置
、
す
な
わ
ち
媒
体
が
必
要
に
な

る
。
そ
れ
が
能
で
は
シ
テ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
超
自
然
な
も
の
は
シ
テ
と
い
う
媒
体
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
に
何
か
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
実

際
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
「
シ
テ
は
常
に
『
未
知
な
る
も
の
か
ら
の
使
者
）
55
（

』」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
超
自
然
な
も
の
は
決
し
て
直
接
、
顕
現
す
る

こ
と
は
な
く
、
媒
体
を
通
し
て
何
か
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
シ
テ
は
、「
未
知
な
る
も
の
」
と
生
者
と
の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
、
生
者
に
何
か
を
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伝
え
る
存
在
、
媒
体
な
の
で
あ
る
。

　

超
自
然
な
も
の
が
媒
体
を
通
じ
て
何
か
を
伝
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
考
え
る
能
の
基
本
的
な
構
造
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
確
か

に
『
女
と
影
』
の
「
女
」
は
シ
テ
に
相
当
し
、「
武
士
」
は
ワ
キ
に
あ
た
り
、
女
の
「
影
」
は
「
未
知
な
る
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
神
、
英
雄
、

隠
者
、
亡
霊
、
悪
霊
」
に
属
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
女
の
「
影
」
は
、
シ
テ
で
あ
る
、「
女
」
と
い
う
媒
介
者

を
通
し
て
何
か
を
伝
え
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

シ
テ
が
未
知
な
る
も
の
の
「
使
者
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
天
使
と
い
う
も
の
を
思
い
浮
か
べ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

天
使
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
伝
え
る
、
伝
達
す
る
」
と
い
う
意
味
を
担
っ
て
い
た
「
ア
ン
ゲ
ロ
ー
」
か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
り
、「
伝
達
す
る

も
の
、
メ
デ
ィ
ア
」
の
意
味
で
あ
る
。
天
使
は
在
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
も
の
の
い
か
な
る
も
の
か
は
有
限
の
存
在
で
あ
る
人
間
に
は
分
か

ら
な
い
神
の
意
志
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
自
身
も
ち
ろ
ん
こ
の
天
使
の
特
性
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
。

天
使
は
、
純
粋
精
神
で
あ
り
、〈
純
粋
存
在
〉
と
〈
物
質
的
被
造
物
〉
と
の
媒
介
者
で
あ
り
、
階
層
化
さ
れ
相
互
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
九
階
梯
の
い
ず

れ
か
に
割
り
振
ら
れ
て
お
り
、
本
質
的
に
は
僕
、
す
な
わ
ち
仕
え
る
者
で
あ
る
）
56
（

。

　

こ
の
一
節
は
、
お
そ
ら
く
一
九
一
〇
年
代
に
ク
ロ
ー
デ
ル
が
書
い
た
天
使
に
関
す
る
記
述
で
あ
り
、
こ
の
ク
ロ
ー
デ
ル
の
天
使
観
は
、
ト
マ

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ト
マ
ス
は
『
神
学
大
全
』
第
一
巻
a
第
五
十
問
題
第
一
項
で
天
使
を
「
非

物
体
的
実
体
は
、
神
と
物
体
的
な
被
造
物
と
の
中
間
に
あ
る
）
57
（

」
と
し
、「（
第
一
の
被
造
物
は
）
非
物
体
的
た
る
ご
と
く
、
同
じ
く
ま
た
非
質
料

的
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
）
58
（

」
と
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
の
『
神
名
論
』
を
引
用
し
、「
天
使
に
お
い
て
は
、
形
相
と
質
料
の
複
合
と
い
う
も
の
は
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存
し
な
い
の
で
あ
る
）
59
（

」
と
し
て
い
る
。
天
使
が
、
純
粋
精
神
と
い
う
の
は
、
質
料
を
伴
わ
な
い
形
相
の
み
の
も
の
、
す
な
わ
ち
離
在
形
相
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
離
在
形
相
で
あ
る
も
の
が
〈
純
粋
存
在
〉
で
あ
る
神
と
被
造
物
の
中
間
に
い
て
、
神
を
媒
介
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
天
使
は
神
を
媒
介
す
る
際
、
人
間
の
前
に
現
わ
れ
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
ト
マ
ス
は
ど
う
説
明
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
次
の
よ
う
な
『
神
学
大
全
』
か
ら
の
一
節
を
「
日
記
」
に
引
用
し
て
い
る
。

天
使
の
実
体
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、「
包
ま
れ
る
も
の
」
と
し
て
場
所
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
包
む
も
の
」
と
し
て
場
所
よ
り
も
上
位
に

あ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
彼
は
、
中
間
的
な
も
の
を
経
る
と
か
経
な
い
と
か
、
そ
の
欲
す
る
が
ま
ま
の
仕
方
で
自
ら
の
場
所
に
赴
く
こ

と
が
、
そ
の
権
能
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
60
（

。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
天
使
が
三
次
元
空
間
に
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
三
次
元
空
間
に
あ
る
個
物
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
考
え
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、「
包
み
込
む
」
と
い
う
点
で
み
る
と
、
天
使
は
神
と
同
じ
働
き
を
有
し
て
い
る
が
、

神
は
遍
在
す
る
の
で
、
同
時
に
す
べ
て
を
内
包
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
天
使
は
万
能
で
は
な
い
の
で
、
ひ
と
つ
の
場
所
を
し
か
「
包
む
」
こ

と
が
で
き
な
い
と
ト
マ
ス
は
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
逆
に
い
え
る
こ
と
は
、
神
が
天
使
と
異
な
る
点
は
、
神
は
す
べ
て
の
事
物
を
包
み
込
ん
で

い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
ど
こ
か
わ
れ
わ
れ
の
計
り
知
れ
な
い
彼
方
あ
る
い
は
他
界
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
世

界
の
外
部
に
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
し
て
い
る
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
使
は
こ
の
遍
在
す

る
神
の
意
志
を
伝
え
る
た
め
に
出
現
す
る
。
と
こ
ろ
で
ト
マ
ス
は
こ
の
天
使
の
出
現
と
「
包
む
」
こ
と
の
関
係
を
三
次
元
の
個
物
へ
の
「
ち
か

ら
の
接
触
」
と
い
う
語
で
説
明
し
て
い
る
。
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け
だ
し
、
非
物
体
的
な
実
体
が
自
ら
の
ち
か
ら
に
よ
っ
て
物
体
的
な
事
物
に
触
れ
る
場
合
、
こ
の
事
物
を
包
む
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
物
に
よ
っ
て
包
ま

れ
る
の
で
は
な
い
）
61
（

。

　

こ
の
時
、
お
そ
ら
く
天
使
は
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
ち
か
ら
の
接
触
」
が
あ
り
、
天
使
が
三
次
元
空
間
の
何
か
を
包
ん
だ
時
、
天

使
は
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
続
く
「
階
層
化
さ
れ
相
互
に
依
存
し
あ
っ
て
い
る
九
階
梯
の
い
ず
れ
か
に
割
り
振
ら
れ
て
」
い
る
と
い

う
記
述
は
、
お
そ
ら
く
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
の
「
天
上
位
階
論
」
に
基
づ
い
た
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
天
使
の
果
た
す
役
割
は
「
仕
え
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
。

　

引
用
の
最
後
の
箇
所
で
、
天
使
は
神
と
被
造
物
の
媒
介
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
者
に
仕
え
る
「
僕
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

本
来
、
超
越
者
は
完
全
な
る
も
の
な
の
で
仕
え
る
も
の
を
必
要
と
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、「
神
は
完
璧
で
、
そ
れ
自
身
充
足
し
た
も
の

な
の
で
、
本
来
い
か
な
る
奉
仕
も
必
要
と
し
な
い
）
62
（

」
と
引
用
に
続
く
箇
所
で
ク
ロ
ー
デ
ル
は
い
っ
て
い
る
。
で
は
天
使
は
何
の
た
め
に
仕
え
て

い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
神
は
「
無
限
で
あ
る
の
で
、
有
限
の
結
果
を
生
み
出
す
た
め
に
は
有
限
の
手
段
を
用
い
る
）
63
（

」
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め

に
天
使
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
神
は
究
極
の
普
遍
で
あ
る
た
め
、
い
か
な
る
個
別
性
も
有
さ
ず
、
何
も
の
と
も
規
定
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
普
遍
で
あ
る
神
は
、
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
神
の
力
、
意
志
も
そ
の
ま
ま
で
は
わ
れ
わ
れ
は
知

覚
で
き
な
い
し
、
理
解
も
で
き
な
い
。
そ
れ
に
形
を
与
え
、
言
語
に
よ
っ
て
分
節
化
し
て
個
別
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
、
被
造
物
で
あ
る
わ

れ
わ
れ
は
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
か
ら
個
別
へ
転
換
を
し
て
く
れ
る
媒
体
が
天
使
な
の
で
あ
る
。
有
限
で
あ
る
被
造
物
に
超
越
者

の
無
限
で
普
遍
的
な
力
を
や
は
り
有
限
な
個
別
的
な
も
の
に
変
え
て
伝
え
る
こ
と
が
天
使
の
働
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
ク
ロ
ー
デ
ル
は
そ
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
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こ
の
意
味
で
神
に
仕
え
る
こ
と
と
は
、
神
を
そ
れ
自
体
と
し
て
据
え
付
け
﹇
…
…
﹈
神
の
力
を
普
遍
的
な
も
の
か
ら
個
別
的
な
も
の
へ
と
変
え
る
こ
と
で

あ
る
）
64
（

。

　

整
理
し
て
み
よ
う
。
神
、
あ
る
い
は
神
の
意
志
は
、
最
初
か
ら
常
に
在
る
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
は
直
接
、
把
握
も
理
解
も
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。
こ
の
初
め
か
ら
あ
る
が
、
何
も
の
と
も
い
え
な
い
も
の
は
、
媒
体
を
通
じ
て
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
の
最
後
に
被
造
物
が
把
握
で
き
る

形
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
必
要
な
も
の
が
天
使
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
わ
れ
わ
れ
に
は
分
か
ら
な
い
は
る
か
彼
方
に
い
る
の
で
は
な

く
、
わ
れ
わ
れ
の
傍
ら
に
臨
在
し
て
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
媒
介
者
で
あ
る
天
使
を
介
し
て
そ
の
意
志
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ク
ロ

ー
デ
ル
が
理
解
し
た
能
と
同
じ
構
造
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
ク
ロ
ー
デ
ル
の
能
は
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
と
接
点
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
『
女
と
影
』
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
ク
ロ
ー
デ
ル
が
『
女
と
影
』
を
「
私
の
能
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
神
│
天
使
│
被
造
物
の
三

項
か
ら
な
る
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
こ
で
は
女
の
「
影
」
と
い
う
超
自
然
な

も
の
が
、「
女
」
と
い
う
媒
介
者
に
取
り
憑
く
こ
と
で
、
女
の
「
影
」
の
意
志
が
個
別
化
さ
れ
、
明
確
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
取
り
憑
く
と
表
現
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
媒
体
を
通
過
さ
せ
る
と
言
い
換
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
最
初
か
ら
霊
あ
る
い

は
魂
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
る
か
な
き
か
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
五
感
で
は
知
覚
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
女
」
と
い
う
媒

介
者
を
通
じ
て
明
確
な
姿
を
取
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
一
方
、「
女
」
は
天
使
の
よ
う
に
超
自
然
な
も
の
の
意
志
を
語
り
出
す
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
超
自
然
な
も
の
の
意
志
が
媒
介
を
通
じ
て
自
然
の
な
か
で
理
解
可
能
な
も
の
に
転
換
さ
れ
る
物
語
が
『
女
と
影
』

と
い
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
神
学
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
関
係
を
ク
ロ
ー
デ
ル
文
学
の
主
題
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
も
よ
い
、
快
楽
へ
の
欲
望
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の
構
図
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
欲
望
は
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
、
無
意
識
の
う
ち
に
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
わ
れ

わ
れ
は
欲
望
を
知
覚
す
る
こ
と
も
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
が
、
言
語
と
い
う
媒
体
を
通
じ
て
分
節
化
さ
れ
、
他
か
ら
区
別
さ
れ
て
欲

望
と
し
て
認
識
で
き
る
も
の
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
現
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
言
語
が
な
け
れ
ば
、
欲
望
を
欲
望
と
し
て
把
握
で
き
な

い
だ
ろ
う
、
眼
の
前
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
言
い
換
え
れ
ば
欲
望
は
、
神
の
よ
う
に
最
初
か
ら
在
る
に
は
在
る
が
、
そ
れ
が
明
確
な
姿
を

取
る
の
は
、
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
の
最
終
段
階
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
女
の
「
影
」、
す
な
わ
ち
霊
、
あ
る
い
は
魂
を
「
武
士
」
の
欲
望
の
象

徴
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
こ
と
が
分
か
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
山
内
訳
で
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

人
の
一
念
と
い
ふ
は
恐
ろ
し
い
も
の
、
思
つ
た
ゞ
け
で
そ
の
影
が
、
こ
れ
、
こ
れ
ほ
ど
厚
い
靄
の
帷
の
そ
の
中
か
ら
浮
き
出
し
て
、
ど
こ
何
処
ま
で
も
と

後
を
慕
う
て
ま
ゐ
り
ま
す
）
65
（

。

　

こ
れ
は
「
女
」
の
台
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
確
か
に
存
在
し
て
い
る
「
武
士
」
の
「
一
念
」
が
「
女
」
と

い
う
媒
介
を
介
し
て
は
っ
き
り
と
個
別
化
さ
れ
て
現
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
一
念
」
は
原
文
で
はim

agination

で
、
こ
こ
で

は
妄
想
、
妄
念
な
ど
の
訳
語
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
こ
の
何
も
の
と
も
つ
か
な
い
定
か
な
ら
ぬ
欲
望
が
、
媒
体
を
介
し
て
明
確
な
、
理
性
で

認
識
し
う
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。『
女
と
影
』
は
、「
一
念
」
と
い
う
、
お
そ
ら
く
当
初
は
あ
る
か
な
き
か
で
あ
っ
た
欲
望
が
媒
体
を
通
す

こ
と
で
、
分
節
化
さ
れ
、
個
別
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
「
武
士
」
と
「
女
」
と
「
影
」
と
い
う
三
人
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
表

し
た
作
品
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
物
語
で
、
欲
望
が
媒
体
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
女
の
「
影
」
は

「
武
士
」
に
斬
ら
れ
て
し
ま
い
、
ド
ラ
マ
が
中
断
さ
れ
、
な
ぜ
欲
望
が
最
終
的
に
明
確
化
さ
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
本
論
と
は
別
に
論
じ
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る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
あ
る
か
な
き
か
の
も
の
は
最
初
か
ら
こ
の
世
界
の
わ
れ
わ
れ
の
傍
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
内
面
に
在
る
の
で
あ
り
、
神
に

し
て
も
、
欲
望
に
し
て
も
眼
に
見
え
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
媒
介
者
を
通
す
こ
と
で
、
個
別
化
し
把
握
で
き
る
も
の
に
す
る
の
で
あ

る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
『
女
と
影
』
の
「
影
」
は
、
彼
岸
に
行
き
そ
び
れ
た
特
殊
な
何
か
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
傍
に
い
て
、
生
者
に

は
見
え
な
い
何
か
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
終
的
に
は
個
を
超
え
た
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
別
的
な
形
を
有
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
形
而
上
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
見
え
な
い
も
の
、
未
知
な
る
も
の
と
こ
れ
ま
で
表
現
し
て
き
た
も
の
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
は
形

而
上
と
同
じ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
ク
ロ
ー
デ
ル
が
仏
教
的
な
他
界
観
で
は
な
く
、
平
田
国
学
的
な
他
界
観
に
親
和
力

を
抱
く
の
は
、
思
想
、
信
仰
の
面
か
ら
も
必
然
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ク
ロ
ー
デ
ル
が
日
本
に
見
出
し
た
の
は
、
決
し

て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
形
而
上
的
存
在
の
表
現
に
関
す
る
文
学
的
可
能
性
で
あ
っ
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

ク
ロ
ー
デ
ル
の
『
女
と
影
』
は
、
あ
る
か
な
き
か
の
形
で
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
形
而
上
的
存
在
を
媒
体
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
個
別

化
し
、
可
感
的
な
も
の
に
変
換
し
て
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
ド
ラ
マ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
超
越
者
や
欲
望
と

い
っ
た
眼
に
見
え
な
い
も
の
は
、
実
は
最
初
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
傍
ら
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
微
か
に
感
じ
取
っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
媒
体

を
通
し
て
初
め
て
、
個
別
化
・
分
節
化
さ
れ
て
立
ち
現
れ
、
可
視
的
・
可
感
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

超
自
然
な
も
の
、
つ
ま
り
眼
に
見
え
な
い
も
の
は
、
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
は
、
認
識
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な



 天使と幽霊　（263） 30

る
。
そ
し
て
知
覚
で
き
る
も
の
、
数
式
で
解
析
で
き
る
も
の
が
認
識
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
そ
う
し
た
近
代
社
会

に
息
苦
し
さ
を
覚
え
て
い
た
こ
と
は
、
彼
自
身
が
青
年
期
を
過
ご
し
、
近
代
化
さ
れ
た
パ
リ
を
「
唯
物
論
の
徒
刑
場
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と

か
ら
分
か
る
。
こ
の
「
唯
物
論
の
徒
刑
場
」
で
は
、
眼
に
見
え
な
い
あ
る
か
な
き
か
の
も
の
は
、
認
識
の
対
象
外
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
一
年
に
来
日
し
た
ク
ロ
ー
デ
ル
が
理
解
し
た
日
本
は
、
一
方
で
は
五
十
数
年
で
急
速
に
近
代
化
を
成
し
遂
げ
た
も
の
の
、
も
う
一
方

で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
周
縁
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
眼
に
見
え
な
い
も
の
が
、
眼
に
見
え
る
世
界
と
と
も
に
ま
だ
在
っ
た
世
界
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
ク
ロ
ー
デ
ル
が
、
日
本
に
関
心
を
寄
せ
、
彼
の
文
学
観
と
日
本
思
想
が
親
和
力
を
持
つ
の
は
、
大
正
時
代
の
日
本
と
い
う
空
間
に
は
、

眼
に
見
え
る
自
然
界
と
眼
に
見
え
な
い
超
自
然
の
世
界
と
が
併
存
し
、
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
風
土
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
実

は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
こ
と
を
駐
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
と
し
て
赴
任
す
る
以
前
一
八
九
八
年
に
す
で
に
日
本
に
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
日
本
で
、
日
光
か
ら
中
禅
寺
へ
と
登
っ
て
い
っ
た
と
き
、
私
が
見
た
も
の
は
、
た
が
い
に
遠
く
に
離
れ
て
い
な
が
ら
も
、
私
の
眼
差
し
に
よ
っ
て

一
直
線
に
併
置
さ
れ
て
、
楓
の
緑
が
一
本
の
松
の
差
し
出
す
調
和
を
満
た
す
姿
で
あ
っ
た
。﹇
…
…
﹈
こ
の
新
し
い
論
理
学
は
、
隠
メ
タ
フ
ォ
ー
ル
喩
を
、
新
し
い
言
葉

を
、
二
つ
の
相
異
な
る
も
の
が
同
時
に
結
ば
れ
て
現
存
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
の
み
成
り
立
つ
操
作
を
持
っ
て
い
る
）
66
（

。

　

こ
れ
は
き
わ
め
て
ト
マ
ス
的
な
『
詩
法
』
か
ら
の
一
節
で
あ
る
が
、
一
八
九
八
年
に
初
め
て
日
光
を
訪
れ
た
体
験
を
踏
ま
え
て
書
き
起
こ
さ

れ
て
い
る
ク
ロ
ー
デ
ル
の
文
学
観
を
示
す
有
名
な
一
節
で
あ
る
。
松
と
楓
と
い
う
遠
く
離
れ
、
交
わ
る
こ
と
の
な
い
「
二
つ
の
相
異
な
る
も

の
」
が
、
眼
差
し
と
い
う
一
種
の
媒
体
を
通
じ
て
調
和
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
直
観
か
ら
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
自
分
の
詩
学
を
紡
ぎ
出
し
て
い
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る
。
そ
こ
に
は
同
時
に
異
質
な
次
元
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
相
異
な
る
も
の
と
い
う
の
は
、
次
元
の
異

な
る
も
の
、
た
と
え
ば
見
え
る
も
の
で
あ
る
自
然
と
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
超
自
然
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
、
相
互
に
交
流
で
き

る
よ
う
に
し
た
も
の
が
「
隠

メ
タ
フ
ォ
ー
ル

喩
」
で
あ
る
。
隠
喩
は
異
質
な
も
の
を
つ
な
ぐ
媒
介
な
の
で
あ
る
。
こ
の
異
質
な
次
元
を
つ
な
ぐ
隠
喩
と
は
、
こ

こ
で
は
詳
し
く
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
ト
マ
ス
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
眼
に
見
え
る
有
限
の
世

界
と
眼
に
見
え
な
い
無
限
の
世
界
と
い
う
二
つ
の
異
質
な
次
元
が
並
立
し
、
そ
の
二
つ
の
次
元
を
媒
体
が
結
び
つ
け
て
い
る
の
が
ア
ナ
ロ
ギ
ア

で
あ
る
と
こ
こ
で
は
簡
単
に
い
っ
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
形
而
上
の
世
界
│
媒
体
│
自
然
界
と
い
う
三
項
の
相
互
関
係
な
の
で
あ
る
。『
女
と
影
』

は
こ
の
ト
マ
ス
的
な
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
哲
学
の
試
み
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
日
本
を
通
し
て
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
文

学
の
可
能
性
を
見
出
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
67
（

。

注（
1
）　

山
内
義
雄
「
ク
ロ
ー
デ
ル
氏
の
舞
踊
劇
『
女
と
影
』
の
第
一
作
と
第
二
作
と
（
上
）」、「
読
売
新
聞
」、
一
九
二
三
年
二
月
二
十
二
日
朝
刊
。

（
2
）　

同
右
。

（
3
）　

同
右
。

（
4
）　

Paul C
laudel : Journal  I, introduction par François V

arillon, texte établi et annoté par François V
arillon et Jacques Petit, B

ibliothèque de la Pléiade, 

G
allim

ard, 1968, p. 565 （
以
下
、
同
書
をJ . I

と
略
す
）.

（
5
）　
「
読
売
新
聞
」、
一
九
二
二
年
十
二
月
十
九
日
朝
刊
。

（
6
）　

ポ
オ
ル
・
ク
ロ
オ
デ
ル
作
山
内
義
雄
訳
「『
女
と
影
』
の
舞
台
装
置
に
つ
い
て
」、『
女
性
』
大
正
十
二
年
四
月
号
、
大
正
十
二
年
三
月
、
二
三
三
ペ
ー

ジ
。

（
7
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
山
内 

義
雄
も
証
言
し
て
い
る
。「
こ
の
舞ぶ

踊よ
う

の
筋セ
ナ
リ
オ書
は
書か

き
上あ

げ
ら
れ
る
な
り
直す

ぐ
に
私わ
た
しの
手て

に
渡わ
た

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
外
ぐ
わ
い

務む

省
の
笠か
さ

間ま

杲あ
き

雄お

氏
の
厚こ
う

意い

に
よ
り
、
且か

つ
は
そ
の
間か
ん

小こ

村む
ら

欣き
ん

一
氏
の
配は
い

慮り
ょ

を
も
煩わ
ず
らは
し
て
漸や
う
やく
こ
の
春は
る

上ぜ
う

演え
ん

さ
れ
る
こ
と
ま
で
に
立た
ち

至い
た

つ
た
の
は
こ
の
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上う
へ

な
き
悦よ
ろ
こび
と
云い

は
ね
ば
な
ら
な
い
」。
こ
れ
は
前
出
の
「『
女
と
影
』
の
舞
台
装
置
に
つ
い
て
」
の
巻
末
の
山
内
の
註
記
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
同

書
、
二
三
四
ペ
ー
ジ
）。

（
8
）　

山
内
義
雄
「
ク
ロ
ー
デ
ル
氏
の
舞
踊
劇
『
女
と
影
』
の
第
一
作
と
第
二
作
と
（
下
）」、「
読
売
新
聞
」、
一
九
二
三
年
二
月
二
十
三
日
朝
刊
。

（
9
）　

同
右
。

（
10
）　

た
だ
し
山
内
義
雄
は
戦
後
に
な
っ
て
別
の
証
言
を
残
し
て
い
る
。「
中
へ
入
っ
て
お
ど
ろ
い
た
の
は
、﹇
…
…
﹈
灯
も
つ
け
ず
、
入
っ
て
行
っ
た
わ
た

し
を
見
向
き
も
せ
ず
、
デ
ス
ク
の
前
で
一
心
に
何
か
書
き
つ
づ
け
て
い
る
ク
ロ
ー
デ
ル
の
す
が
た
だ
っ
た
。
か
れ
こ
れ
10
分
も
し
た
と
思
う
こ
ろ
、
最
後

の
一
行
を
書
き
お
わ
っ
た
ら
し
く
、
い
き
お
い
よ
く
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
る
と
、“ V

oilà!” 

と
言
っ
て
わ
た
し
の
前
に
2
枚
の
原
稿
を
つ
き
だ
さ
れ
た
。

『
あ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
考
え
た
ん
だ
が
、
日
本
音
楽
に
は
唄
が
あ
っ
た
ほ
う
が
作
曲
が
楽
だ
ろ
う
と
思
っ
て
ね
。
そ
れ
で
、
唄
の
入
っ
た
や
つ
を
書
い
て
み

た
。』」（
山
内
義
雄
「『
女
と
影
』
前
後

│
記
録
風
に
」、『
日
仏
文
化
』
二
十
三
号
、
一
九
六
八
年
三
月
）。
こ
の
証
言
で
は
、
第
二
稿
は
ク
ロ
ー
デ
ル
自

身
の
発
案
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
と
な
っ
て
は
、
真
偽
は
不
明
で
あ
る
が
、「
読
売
新
聞
」
の
記
事
の
方
が
、
直
後
に
書
か
れ

た
も
の
で
あ
り
、
記
憶
の
変
容
が
少
な
い
と
考
え
、
こ
こ
で
は
「
読
売
新
聞
」
の
記
事
の
記
述
に
従
っ
た
。

（
11
）　
「
東
京
日
日
新
聞
」、
一
九
二
三
年
三
月
二
十
七
日
付
。
な
お
ク
ロ
ー
デ
ル
は
四
月
一
日
の
千
秋
楽
ま
で
毎
日
帝
国
劇
場
に
通
っ
て
い
る
（
山
内
前
掲

書
、
十
九
ペ
ー
ジ
）。

（
12
）　

J . I, p. 581.  

な
お
川
尻
清
潭
に
よ
れ
ば
、
秩
父
宮
夫
妻
、
山
階
宮
夫
妻
、
各
国
大
使
が
臨
席
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
川
尻
清
潭
「『
女
と
影
』
の
上

演
前
後
」、『
日
本
詩
人
』
第
三
巻
第
四
号
五
月
号
、
一
九
二
三
年
、
一
一
七
ペ
ー
ジ
）。

（
13
）　

ポ
オ
ル
・
ク
ロ
オ
デ
ル
作
山
内
義
雄
訳
『
女
と
影
』、『
改
造
』、
一
九
二
三
年
三
月
号
、
二
ペ
ー
ジ
。

（
14
）　

同
右
。

（
15
）　

同
右
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　

同
右
、
三
│
四
ペ
ー
ジ
。

（
17
）　

同
右
、
四
ペ
ー
ジ
。

（
18
）　

同
右
、
四
│
五
ペ
ー
ジ
。

（
19
）　

同
右
、
五
ペ
ー
ジ
。

（
20
）　
『
女
と
影
』
の
舞
台
装
置
は
鏑
木
清
方
が
担
当
し
た
が
、
舞
台
の
構
想
が
固
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
独
自
の
案
を
提
案
し
、
そ
の
た
め
現
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場
は
混
乱
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
日
本
の
伝
統
的
な
舞
台
と
は
異
な
る
独
自
の
設
え
に
し
た
た
め
、
川
尻
か
ら
依
頼
さ
れ
て
舞
台
を
担
当
し

て
い
た
鏑
木
に
は
不
満
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
当
事
者
た
ち
の
証
言
が
残
さ
れ
て
い
る
。
鏑
木
清
方
「『
女
と
影
』
の
舞
台
装

置
」（『
日
本
詩
人
』
第
三
巻
第
四
号
五
月
号
、
一
九
二
三
年
、
一
二
〇
│
一
二
一
ペ
ー
ジ
）、
川
尻
前
掲
書
、
一
一
四
│
一
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
21
）　

同
右
。

（
22
）　

同
右
。

（
23
）　

山
内
昶
『
も
の
の
け
Ⅰ
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）、
小
松
和
彦
責
任
編
集
『
怪
異
の
民
俗
学
6
幽
霊
』（
河
出
書
房
新
社
二
〇
〇
一
年
）

を
参
照
。
と
り
わ
け
同
論
集
所
収
の
池
田
弥
三
郎
「
幽
霊
の
条
件
」
を
参
照
。

（
24
）　

三
遊
亭
円
朝
『
真
景
累
ヶ
淵
』、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
。

（
25
）　
『
死
霊
解
脱
物
語
聞
書
』、『
近
世
奇
談
集
成
一
』（
校
訂
代
表
高
田
衛
）、
一
九
九
二
年
、
三
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
26
）　
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

雨
月
物
語　

癇
癖
談
』（
浅
野
三
平
校
注
）、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
四
年
、
九
十
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
27
）　

B
asil H

all C
haberlain and W

.B
. M

ason: H
andbook for T

ravellers in Japan , fifth edition revised and augm
ented, K

elly &
 W

alsh, 1899, p. 199.

（
28
）　
『
老
媼
茶
話
』、『
近
世
奇
談
集
成
一
』（
校
訂
代
表
高
田
衛
）、
一
九
九
二
年
、
一
〇
一
ペ
ー
ジ
。

（
29
）　
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

東
海
道
四
谷
怪
談
』（
郡
司
正
勝
校
注
）、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
六
年
。
た
と
え
ば
「
初
日
二
番
目
三
幕
目
」
で
は
民
谷
伊
右

衛
門
が
お
岩
の
死
霊
に
向
か
っ
て
「
ま
た
も
死
霊
の
」
と
い
っ
て
「
ト
抜
き
打
ち
に
死
骸
へ
切
り
つ
け
る
。
ド
ロ
〳
〵
に
て
、
こ
の
死
骸
、
た
ち
ま
ち
骨

と
な
つ
て
ば
ら
〳
〵
と
水
中
へ
落
ち
る
」（
同
書
、
二
二
四
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。
ま
た
「
後
日
二
番
目
中
幕
」
で
は
伊
右
衛
門
は
や
は
り
お
岩
に
む
か
っ
て

「
お
ろ
か
や
立
ち
さ
れ
」「
ト
抜
い
て
切
つ
て
か
ゝ
る
。
大
ド
ロ
〳
〵
」（
同
書
、
三
七
〇
ペ
ー
ジ
）
な
ど
、
刀
で
斬
り
か
か
る
場
面
が
複
数
箇
所
設
け
ら
れ

て
い
る
。

（
30
）　

C
atalogue de la bibliothèque de Paul C

laudel （Les B
elles Lettres, 1979, p. 73.

）
に
は
ハ
ー
ン
の
著
作
の
う
ち
、C

leaning in B
ouddha-Fields （Leipzig, 

T
auchnitz, 1910

）
とK

w
aidan, stories and stadies of strange things , Leipzig, T

auchnitz, 1907  

が
蔵
書
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）　

A
thur W

aley: T
he N

ô plays of Japan , G
eorge A

llen and U
nw

in Ltd, London, first published in 1921, second im
pression 1950, pp. 179

│189.

（
32
）　

中
條
忍
「
ク
ロ
ー
デ
ル
と
日
本

│
『
女
と
そ
の
影
』
に
落
ち
た
日
本
の
影
」『
文
学
』、
一
九
八
九
年
五
月
号
、
五
十
七
号
、
一
〇
六
│
一
〇
七
ペ

ー
ジ
。

（
33
）　

正
宗
白
鳥
「『
女
と
影
』
を
評
す
」『
正
宗
白
鳥
全
集
第
二
十
二
巻
』、
福
武
書
店
、
一
九
八
五
年
。
初
出
は
「
時
事
新
報
」
大
正
十
二
年
三
月
三
日
号
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と
三
月
四
日
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
34
）　

同
右
、
九
十
六
ペ
ー
ジ
。

（
35
）　

同
右
。

（
36
）　

同
右
、
九
十
七
ペ
ー
ジ
。

（
37
）　

た
と
え
ば
小
寺
融
吉
「
踏
影
会
と
羽
衣
会
と
の
二
つ
を
比
較
し
て
見
る
〔
下
〕」（「
読
売
新
聞
」、
一
九
二
三
年
三
月
二
十
八
日
付
）、
山
口
林
児
「
踏

影
会
と
羽
衣
会
の
舞
台
装
置
を
基
調
と
し
た
考
察
」（『
演
芸
画
報
』、
一
九
二
三
年
五
月
）、
三
島
章
道
、
近
藤
経
一
「
羽
衣
会
合
評
」（『
演
芸
画
報
』、
一

九
二
三
年
五
月
）
な
ど
で
酷
評
さ
れ
て
い
る
。
比
較
的
好
意
的
な
評
価
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、
ル
ビ
エ
ン
ス
キ
イ
（
石
川
淳
訳
）「『
女
と
影
』
の
考
察

│
│
帝
劇
の
上
演
に
際
し
て
」（『
日
本
詩
人
』、
三
巻
四
号
五
月
号
、
一
九
二
三
年
）
で
あ
る
。

（
38
）　

菅
野
覚
明
「『
鬼
神
論
』
の
前
提
」『
倫
理
学
紀
要
』
第
十
二
輯
、
二
〇
〇
三
年
、
七
ペ
ー
ジ
。

（
39
）　

平
田
篤
胤
『
霊
の
真
柱
』、『
日
本
思
想
体
系
50
平
田
篤
胤　

伴
信
友　

大
國
隆
正
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
七
十
四
ペ
ー
ジ
。

（
40
）　

同
右
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

（
41
）　

同
右
、
一
〇
八
ペ
ー
ジ
。

（
42
）　

同
右
、
一
〇
九
ペ
ー
ジ
。

（
43
）　

島
薗
進
「
死
生
観
の
近
世
と
近
代
」、『
シ
リ
ー
ズ
日
本
人
と
宗
教　

近
世
か
ら
近
代
へ
第
三
巻　

生
と
死
』、
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
。
島
薗

は
中
世
ま
で
を
浄
土
と
い
う
此
岸
か
ら
隔
絶
し
た
他
界
観
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
が
、
近
世
以
降
、
使
者
は
生
者
の
近
く
に
と

ど
ま
る
と
す
る
観
念
に
変
化
し
た
と
し
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
習
俗
、
芸
能
を
見
て
み
る
と
、
段
階
的
に
変
化
し
た
と
い
う
よ
り
も
併
存
し
て
い
た
と

考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

（
44
）　

E
rnest M

ason Satow
: « T

he R
evival of P

ur Shintô » in C
ollected W

orks of E
rnest M

ason Satow
 P

art 2  :  C
ollected P

apers  V
olum

e 1, G
anesha 

Publishing E
dition Synapse, 2001, p. 87.  

な
お
訳
出
に
際
し
て
は
庄
田
元
男
訳
「
古
神
道
の
復
活
」『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
神
道
論
』（
庄
田
元
男
編

訳
）、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
三
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
た
。

（
45
）　

渡
邊
守
章
『
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
年
）
の
第
十
一
章
「
日
本
の
闇
と
光
」
で
、
サ
ト
ウ
の
「
伊
勢
神
宮
」
の
影
響
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
46
）　

渡
邊
守
章
「『
三
輪
』
と
い
う
能

│
あ
る
い
は
神
々
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」、『
越
境
す
る
伝
統
』、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
三
八
ペ
ー
ジ
。
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（
47
）　

小
泉
八
雲
「
祖
先
崇
拝
の
思
想
」（
平
井
呈
一
訳
）、『
明
治
文
学
全
集
四
十
八　

小
泉
八
雲
集
』（
中
野
好
夫
編
）、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
五
年
、
二

三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
48
）　

川
村
湊
『
言
霊
と
他
界
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
）
の
第
七
章
「
蓬
莱
と
心
宮
」
で
、
簡
略
で
は
あ
る
が
、
ハ
ー
ン
へ
の
平
田

篤
胤
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
49
）　

Paul C
laudel : T

héâtre II, édition publié sous la direction de D
idier A

lexandre et de M
ichel A

utrand, B
ibliothèque de la Pléiade, G

allim
ard, 2011, 

p. 539.

（
50
）　
「
二
つ
の
世
界
の
境
界
」
と
刻
ま
れ
た
石
柱
と
類
似
す
る
表
現
が
、
す
で
に
一
九
一
〇
年
に
書
か
れ
た
ク
ロ
ー
デ
ル
の
「
中
国
の
迷
信
」
に
現
れ
て
い

る
。「
突
如
、
霧
の
中
に
現
れ
た
朽
ち
か
け
た
石
碑
に
な
か
ば
消
え
か
け
た
文
字
で
、『
二
つ
の
世
界
の
境
界
』
と
刻
ま
れ
て
い
る
の
を
読
ん
だ
旅
人
の
話

も
あ
り
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（Paul C

laudel : Œ
uvres en prose , preface par G

aëtan Picon, édition établie et annotée par Jacques Petit et C
harles 

G
alpérine, B

ibliothèque de la Pléiade, G
allim

ard, 1965, p. 1082.  

以
下
、
同
書
をPr .

と
略
す
）。
こ
れ
は
中
国
の
陰
陽
の
考
え
を
紹
介
し
た
記
述
の
な
か

で
、
他
界
と
の
接
触
を
例
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
他
界
は
死
者
の
世
界
で
は
な
く
、
仙
人
の
住
む
仙
界
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、『
女
と
影
』

の
も
の
と
は
、
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

（
51
）　

Lettre à E
lisabeth Sainte-M

arie Perrin （le 8  m
ars 1923

）.  

な
お
書
簡
は
未
公
刊
資
料
。

（
52
）　

中
條
忍
監
修
『
日
本
に
お
け
る
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル

│
ク
ロ
ー
デ
ル
の
対
日
年
譜
』（﹇
編
集
大
出
敦
、
篠
永
宣
孝
、
根
岸
徹
郎
﹈、
ク
レ
ス
出

版
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
53
）　

Pr . p. 1167.

（
54
）　

ibid ., p. 1169.

（
55
）　

ibid .

（
56
）　

Paul C
laudel : « N

otes sur les A
nges I » in Œ

uvres com
pletes de Paul C

laudel  X
X

, G
allim

ard, 1963, p. 370

（
以
下
、
同
書
をO

.C
.

と
略
す
）.

（
57
）　

S. T
hom

ae A
quinatis : Sum

m
a T

heologiae , T
om

vs I, M
arietti, 1852

を
使
用
。
引
用
箇
所
は
、Ia.q.50. a. 1.  

訳
文
は
『
神
学
大
全
第
四
巻
』（
全
巻

責
任
者
高
田
三
郎
、
本
巻
責
任
者
日
下
昭
夫
）、
創
文
社
、
昭
和
四
十
八
年
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。

（
58
）　

ST
. I.a.q.50. a. 2.  

訳
文
は
同
右
『
神
学
大
全
』
一
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
59
）　

ibid .  

訳
文
は
同
右
『
神
学
大
全
』
一
三
四
ペ
ー
ジ
。
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（
60
）　

J . I, p. 139.  

引
用
箇
所
は
『
神
学
大
全
』
第
一
部
a
第
五
十
三
問
題
第
二
項
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
ラ
テ
ン
語
で
引
用
し
て
い
る
。
本
論
で
の
訳
文
は
同

右
『
神
学
大
全
』
一
八
一
ペ
ー
ジ
を
使
用
。

（
61
）　

ibid ., p. 140.  

訳
文
は
同
右
一
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
62
）　

O
.C

. , p. 370.

（
63
）　

ibid .

（
64
）　

ibid .

（
65
）　
『
女
と
影
』
前
掲
書
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
66
）　

Paul C
laudel : Œ

uvres poétique , introduction par Stanislas Fum
et, textes établis et annotés par Jacques Petit, B

ibliothèque de la Pléiade, G
allim

ard, 

1967, p. 143

（
67
）　

ク
ロ
ー
デ
ル
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
と
し
て
は
、A

nne U
bersfeld : Paul 

C
laudel , A

ctes Sud, 2005  

が
あ
る
。
ま
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
つ
い
て
は
熊
野
純
彦
『
西
洋
哲
学
史

│
古
代
か
ら
中
世
へ
』（
岩

波
新
書
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
稲
垣
良
典
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
「
存エ
ッ
セ在
」
の
形
而
上
学
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
で
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
本
論
で
は
山
内
志
朗
『
存
在
の
一
義
性
を
求
め
て

│
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
と
13
世
紀
の
〈
知
〉
の
革
命
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）

か
ら
大
い
に
示
唆
を
受
け
た
。


