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鉄

輪

考

長

尾

雄

「
鉄
輪
」
は
女
の
嫉
妬
を
あ
つ
か
っ
た
謡
曲
で
あ
る
。
都
の
女
が
、
嫉
妬
に
狂
っ
て
鬼
に
な
り
、
う
わ
な
り
打
ち
の
知
き
振
舞
い
に
及
ぶ
と
い
う
内
容
は
、

高
貴
な
女
性
を
扱
っ
た
「
葵
上
」
と
は
か
な
り
似
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
点
で
、
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
二
曲
の
、
相
似
た
点
も
、
ま

た
異
っ
た
点
も
、
次
の
よ
う
な
部
分
の
対
比
に
よ
っ
て
示
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
裟
婆
電
光
の
墳
に
は
。
恨
む
べ
き
人
も
な
く
。
悲
し
む
べ
き
身
も
あ
ら
ざ
る
に
い
っ
さ
て
う
か
れ
そ
め
つ
ら
ん

唯
今
梓
の
弓
の
音
に
。
引
か
れ
て
あ
ら
は
れ
出
で
た
る
を
ば
。
如
何
な
る
者
と
か
思
し
召
す
。
乙
れ
は
六
条
の
御
息
所
の
怨
霊
な
り
。
わ
れ
世
に
あ
り
し

古
は
。
｜
中
略
｜

唯
い
つ
と
な
き
わ
が
心
。
も
の
憂
き
野
辺
の
早
蕨
の
。
璃
え
出
で
そ
め
し
思
ひ
の
露
。
か
か
る
恨
み
を
晴
ら
さ
ん
と
て
。
乙
れ
ま
で
あ
ら
は
れ
出
で
た
る

な
り

思
ひ
知
ら
ず
や
世
の
中
の
情
は
人
の
た
め
な
ら
ず
。
わ
れ
人
の
た
め
つ
ら
け
れ
ば
。
わ
れ
人
の
た
め
つ
ら
け
れ
ば
必
ず
身
に
も
報
う
な
り
。
何
を
歎
く
ぞ

葛
の
葉
の
恨
み
は
更
に
、
尽
き
す
ま
じ
恨
み
は
更
に
尽
き
す
ま
じ
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あ
ら
恨
め
し
ゃ
。
今
は
打
た
で
は
叶
ひ
侯
ま
じ
（
葵
上
）

わ
れ
は
貴
船
の
川
瀬
の
蛍
火
。
頭
に
戴
く
鉄
輪
の
足
の
。
焔
の
赤
き
。
鬼
と
な
っ
て
。
臥
し
た
る
男
の
枕
に
寄
り
添
ひ
。
い
か
に
殿
御
よ
。
珍
し
ゃ

恨
め
し
ゃ
御
身
と
契
り
し
そ
の
時
は
。
玉
椿
の
八
千
代
二
葉
の
松
の
末
か
け
て
。
変
ら
じ
と
乙
そ
思
ひ
し
に
。
な
ど
し
も
捨
て
は
果
て
給
ふ
ら
ん
。
あ

ら
。
恨
め
し
ゃ
。
捨
て
ら
れ
て

捨
て
ら
れ
て
。
忠
ふ
思
ひ
の
涙
に
沈
み
。
人
を
恨
み
。
夫
を
か
こ
ち
。
あ
る
時
は
恋
し
く
。
又
は
恨
め
し
く
。
起
き
て
も
寝
て
も
忘
れ
ぬ
思
ひ
の
。
因
果

は
今
ぞ
と
。
白
雪
の
消
え
な
ん
命
は
今
宵
ぞ
。
い
た
は
し
ゃ

悪
し
か
れ
と
。
忠
は
ぬ
山
の
峯
に
だ
に
。
思
は
ぬ
山
の
峯
に
だ
に
。
人
の
な
げ
き
は
生
ふ
な
る
に
。
い
は
ん
や
年
月
忠
ひ
に
沈
む
恨
み
の
数
。
積
っ
て
執

心
の
鬼
と
な
る
も
理
や
（
鉄
輪
）

こ
の
二
つ
の
引
用
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に

「
葵
上
」
の
シ
テ
は
、
恨
み
の
中
に
も
「
裟
婆
電
光
の
境
に
は
恨
む
べ
き
人
も
な
く
」
と
、
理
性
に
責
め

「
唯
今
梓
の
弓
の
音
に
。
引
か
れ
て
あ
ら
は
れ
出
で
た
る
を
ば
。
如
何
な
る
者
と
か
思
し
召
す
」
と
名
の
り
出
る
口
調
に
は
、
あ
ら
れ

も
な
い
思
い
に
乱
れ
た
心
を
恥
じ
な
が
ら
、
し
か
も
自
分
の
身
分
｛
を
あ
る
威
厳
を
以
て
示
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
王
朝
女
性
の
恥
と
誇
り
と
の
相
魁
が
こ
め
ら

の
り

ら
れ
る
心
境
を
示
し
、

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
唯
い
つ
と
な
き
わ
が
心
。
も
の
憂
き
野
辺
の
草
蕨
の
」
と
美
し
い
修
辞
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
つ
か

葵
上
の
も
と
へ
恨
み
を
述
べ
に
来
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
高
貴
な
誇
り
あ
る
女
性
の
胸
を
も
む
し
ば
ま
ず
に
は
置
か
な
か
っ
た
嫉
妬
の
情
の
な
せ
る
わ
ざ

な
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
で
は
そ
の
聞
の
事
情
を

乙
の
御
生
霊
、
故
父
大
臣
の
御
霊
な
ど
い
ふ
者
あ
り
と
き
〉
給
ふ
に
つ
け
て
思
し
つY
く
れ
ば
、
身
一
つ
の
憂
き
嘆
き
よ
り
ほ
か
に
人
を
悪
し
か
れ
な

ど
思
ふ
心
も
な
け
れ
ど
、
物
思
ふ
に
あ
く
が
る
な
る
魂
は
さ
も
や
あ
ら
ん
と
思
し
知
ら
る
〉
事
も
あ
り
。
年
ご
ろ
よ
ろ
づ
に
思
ひ
残
す
こ
と
な
く
過
ぐ
し

つ
れ
ど
、
か
う
し
も
く
だ
け
ぬ
を
、
は
か
な
き
事
の
折
に
、
人
の
、
お
も
ひ
消
ち
な
き
も
の
に
も
て
な
す
さ
ま
な
り
し
御
棋
の
後
、
ひ
と
ふ
し
に
思
し
浮

か
れ
に
し
心
、
し
づ
ま
り
が
た
う
思
さ
る
h

け
に
や
、
少
し
う
ち
ま
ど
ろ
み
給
ふ
夢
に
は
、
か
の
ひ
め
君
と
思
し
き
人
の
、
い
と
清
ら
に
で
あ
る
所
に
行

き
て
、
と
か
く
ひ
き
ま
さ
ぐ
り
、
う
つ
訟
に
も
似
ず
た
け
く
厳
き
ひ
た
ぶ
る
心
い
で
き
て
う
ち
か
な
ぐ
る
な
ど
見
給
ふ
事
、
度
か
さ
な
り
に
け
り
。



と
、
理
性
に
反
し
て
激
し
て
行
っ
て
し
ま
う
感
情
を
描
写
し

あ
な
心
憂
や
。
げ
に
身
を
拾
て
〉
や
い
に
け
ん
。

と
、
つ
い
に
理
性
の
支
配
を
の
が
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
自
分
の
魂
を
、
扱
い
か
ね
て
い
る
心
境
を
の
べ
て
い
る
。コ
突
上
」
の
作
者
は
原
典
に
見
ら
れ
る
こ
の

心
理
の
動
き
を
、
理
性
と
感
情
と
の
相
魁
と
し
て
描
き

猶
も
思
ひ
は
ま
す
鏡
。
そ
の
面
影
も
恥
か
し
ゃ
。

と
、
自
ら
の
思
い
に
自
ら
恥
じ
る
姿
を
見
せ
な
が
ら
、
返
す
謡
で
は

枕
に
立
て
る
破
れ
車
う
ち
乗
せ
隠
れ
行
か
う
よ
。

と
、
葵
上
を
引
っ
立
て
て
い
ず
く
へ
と
も
な
く
伴
っ
て
行
乙
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
に
反
し
て
「
鉄
輪
」
の
シ
テ
は
、
理
性
を
伴
わ
ぬ
嫉
妬
心
の
と
り
乙
で
あ
る
。

余
り
思
ふ
も
苦
し
さ
に
。
貴
船
の
宮
に
詣
で
つ
つ
。
住
む
か
ひ
も
な
き
同
じ
世
の
。
内
に
報
い
を
見
せ
給
へ
と
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と
、
前
シ
テ
の
サ
シ
に
あ
る
よ
う
に
、
嫉
妬
の
あ
ま
り
報
復
を
神
に
祈
り
に
行
く
の
で
あ
り
、
六
条
御
息
所
の
よ
う
に
男
に
は
手
を
触
れ
ず
女
の
み
に
災
い
を

も
た
ら
す
の
で
は
な
く

「
あ
だ
し
男
」
が
始
め
か
ら
の
目
標
な
の
で
あ
る
。

殊
更
恨
め
し
き
。
あ
だ
し
男
を
。
取
っ
て
ゆ
か
ん
と

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
恨
み
は
あ
く
ま
で
直
接
的
で
あ
り
、
仮
借
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

原
典
の
「
平
家
物
語
剣
の
巻
」
に
は

帰
命
頂
礼
貴
船
大
明
神
、
願
は
く
は
七
日
篭
り
た
る
験
に
は
、
わ
れ
を
生
き
な
が
ら
鬼
神
に
な
し
て
た
び
給
へ
。
妬
し
と
思
ひ
つ
る
女
取
殺
さ
ん
。

と
あ
り
、
恨
み
の
相
手
は
女
と
な
っ
て
い
る
が
、
乙
の
極
め
て
直
接
的
、
且
つ
具
体
的
な
主
人
公
の
思
い
の
行
き
つ
く
先
を
、
男
と
し
て
脚
色
し
た
謡
曲
作
者

の
態
度
は
、
単
に
乙
の
説
話
の
世
界
の
お
も
む
か
ん
と
す
る
勢
に
乗
じ
て
筆
を
走
ら
せ
た
と
解
し
て
も
通
用
し
そ
う
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
シ
テ
の
恨
み
は
報
復
の
相
手
を
男
に
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
に
激
し
く
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
シ

テ
の
内
部
に
は
「
葵
上
」
の
場
合
と
は
別
の
事
が
起
る
の
で
あ
る
。



あ
る
時
は
恋
し
く
。
又
は
恨
め
し
く

と
言
い白

雪
の
消
え
な
ん
命
は
今
宵
ぞ
。
い
た
は
し
ゃ

と
シ
テ
が
心
境
を
も
ら
す
部
分
で
は

「
葵
上
」
の
場
合
の
よ
う
な
知
と
情
と
の
相
魁
は
語
ら
れ
て
居
な
い
。
相
魁
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
男
へ
の
愛
情

と
恨
み
と
の
聞
に
と
そ
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

悪
し
か
れ
と
。
思
は
ぬ
山
の
峯
に
だ
に
。
思
は
ぬ
山
の
峯
に
だ
に
。
人
の
な
げ
き
は
生
ふ
な
る
に
。
い
は
ん
や
年
月
思
ひ
に
沈
む
恨
み
の
数
。
積
っ
て
執

心
の
鬼
と
な
る
も
理
や

と
い
う
地
の
謡
は
、
単
に
修
辞
上
の
言
い
廻
し
で
と
う
し
た
表
現
を
採
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
シ
テ
の
恨
み
が
裏
切
ら
れ
た
愛
情
を
年
経
て
持
ち
続
け
た
た

め
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
葵
上
」
と
「
鉄
輪
」
の
成
立
年
代
の
前
後
は
今
日
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
能
作
書
や
申
楽
談
義
に
現
わ
れ
て
い
る

葵
上
に
対
し
て
「
鉄
輪
」
の
成
立
を
お
く
ら
せ
て
考
え
る
と
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
者
は
「
葵
上
」
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
ち
れ
な

そ
う
し
た
角
度
か
ら
嫉
妬
が
語
ら
れ
て
い
る
以
上
、
第
一
に
あ
ら
わ
れ
る
べ
き
も
の
は
「
葵
上
」
の
場
合
の
よ
う
な
理
性
と
感
情
と
の
問
題
で
は
な
く
、
た

だ
ひ
た
す
ら
な
る
恨
み
の
感
情
で
あ
る
。
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い
。
源
氏
物
語
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
嫉
妬
物
語
の
代
表
と
さ
れ
て
来
た
六
条
御
息
所
の
話
を
思
い
合
わ
せ
た
と
し
て
も
よ
い
。
そ
う
し
た
見
方
を
進
め
た

ル
」
＆c

「
鉄
輪
」
の
作
為
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
は
「
葵
上
」
ま
た
は
「
葵
上
」
的
な
も
の
の
世
界
か
ら
つ
と
め
て
離
れ
よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
そ
れ

は
非
王
朝
的
な
志
向
で
あ
り
、
没
理
性
的
、
非
高
貴
的
の
世
界
へ
と
シ
テ
を
導
き
入
れ
よ
う
と
す
る
意
向
が
、
作
者
に
あ
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。

「
剣
の
巻
」
の
顕
著
な
説
話
の
ひ
と
つ
で
あ
る
鉄
輪
の
も
の
が
た
り
は
、
嫉
妬
の
激
し
さ
に
お
い
て
も
、
そ
の
あ
つ
か
わ
れ
方
に
お
い
て
も
、
ま
た
お
そ
ら

く
有
名
さ
の
程
度
に
お
い
て
も
「
葵
上
」
に
匹
適
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
著
し
く
非
王
朝
的
且
つ
行
動
的
な
る
乙
と
、
謡
曲
製
作
年
代
の
一
般
の
人
心

lと

「
葵
上
」
に
比
し
て
よ
り
近
く
訴
え
得
る
要
素
を
持
っ
て
い
た
。
乙
の
乙
と
に
着
目
し
た
謡
曲
作
者
は
、「
葵
上
」
の
世
界
に
対
す
る
一
種
の
世
話
物
的

な
位
置
を
こ
の
説
話
に
発
見
し
て
、
そ
の
世
界
を
世
話
物
と
し
て
完
成
し
よ
う
と
志
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
志
向
に
も
と
ず
い
て
、
乙
の
説
話
は
二
つ
の
重

要
な
改
変
を
脚
色
に
あ
た
っ
て
蒙
っ
て
い
る
。
一
つ
は
嫉
妬
の
鋒
先
が
直
接
男
に
向
け
ら
れ
た
と
と
で
あ
り
、一
つ
は
原
作
の
「
或
公
卿
の
女
」
を
「
下
京
辺



に
住
む
も
の
」
と
し
て
、
身
分
に
関
す
る
調
を
省
い
た
点
で
あ
る
。
乙
の
女
の
夫
で
あ
る
ワ
キ
ヅ
レ
は
、
現
在
素
抱
上
下
で
舞
台
に
現
わ
れ
る
か
ら
、
ま
ん
ざ

ら
身
分
の
な
い
人
で
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
が

「
或
公
卿
」
に
比
べ
れ
ば
著
し
く
庶
民
的
に
な
＝
り
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

臥
し
た
る
男
の
枕
に
寄
り
添
ひ
。
い
か
に
殿
御
よ
。
珍
し
ゃ

と
か

あ
ら
。
恨
め
し
ゃ
。
捨
て
ら
れ
て

ま
た

い
で
い
で
命
を
取
ら
ん

ま
た

今
更
さ
ζ

そ
。
悔
し
か
る
ら
め
き
て
懲
り
や
思
ひ
知
れ

殊
更
恨
め
し
き
。
あ
だ
し
男
を
。
取
っ
て
ゆ
か
ん
と
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ま
た

と
い
う
よ
う
な
語
句
の
は
し
ば
し
を
採
っ
て
み
て
も
王
朝
物
な
ど
の
謡
曲
に
比
べ
で
は
な
は
だ
卑
賎
な
語
を
好
ん
で
使
っ
て
い
る
乙
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

「
鉄
輪
」
は
物
狂
い
の
能
で
あ
る
。
乙
の
言
葉
を
狭
義
に
解
釈
す
れ
ば
い
わ
ゆ
る
狂
女
も
の
の
能
と
言
わ
れ
る
も
の
の
と
と
を
さ
す
と
言
っ
て
よ
い
の
だ

が
、
嫉
妬
の
あ
ま
り
狂
乱
し
て
鬼
と
な
っ
た
女
に
物
狂
い
の
性
格
を
見
出
す
こ
と
は
難
か
し
い
乙
と
で
は
な
い
。
乙
乙
で
は
ク
ル
イ
を
持
つ
能
と
い
う
、
物
狂

い
能
の
芸
能
的
な
規
定
の
枠
を
と
り
は
ず
し
て
、
シ
テ
の
性
格
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
見
た
い
の
で
あ
る
。

物
狂
い
能
を
か
く
芸
能
的
規
定
か
ら
解
き
放
っ
て
み
る
と
、
そ
の
呼
び
名
は
極
め
て
多
く
の
能
に
あ
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
ク
ル
イ
と
は
狂
女
も
の
の
多

く
に
見
え
る
よ
う
に
一
個
の
芸
能
で
あ
り
、
く
る
い
め
ぐ
る
と
い
う
動
作
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
的
要
件
は
心
理
的
の
異
常

「
桜
川
」
の
狂
女
は
ワ
キ
ヅ
レ
の
「
あ
ら
笑
止
や
。
俄
に
山
嵐
の
し
て
桜
川
に
花
の
散
り
候
ふ
よ
」
と
い
う
さ
そ
い
の
乙
と
ば
に
つ
れ
て

な
興
奮
に
あ
っ
た
。

狂
っ
て
居
り
、

「
班
女
」
は
「
あ
ら
悲
し
ゃ
狂
へ
と
な
仰
あ
り
さ
む
ら
ひ
そ
と
よ
」
と
言
い
な
が
ら
、
ワ
キ
ヅ
レ
の
「
さ
て
例
の
班
女
の
扇
は
候
」
に
よ
っ
て



狂
っ
て
い
る
。

「
隅
田
川
」
の
ク
ル
イ
は
完
全
で
は
な
い
が
、
都
鳥
の
問
答
に
よ
っ
て
狂
う
の
で
あ
る
し
、

「
花
匿
」
に
は
型
通
り
宣
旨
に
よ
っ
て
狂
い
舞
う

以
前
に
、
心
理
的
な
興
奮
を
見
せ
る
通
常
「
ク
ル
イ
」
と
呼
ば
れ
る
一
段
が
あ
り
、
そ
れ
は
思
い
出
あ
る
花
僅
を
ワ
キ
に
打
ち
落
さ
れ
る
と
と
ろ
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
す
べ
て
自
分
の
た
ず
ね
る
子
ま
た
は
夫
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
よ
う
な
条
件
に
よ
っ
て
狂
っ
て
居
て
、
そ
の
調
章
も
心
理
的
興
奮
の

要
素
が
顕
著
で
あ
る
。

「
班
女
」
の

さ
る
に
て
も
わ
が
夫
の
。
秋
よ
り
前
に
必
ず
と
夕
の
数
は
重
な
れ
ど
。
あ
だ
し
言
葉
の
人
心
。
た
の
め
て
来
ぬ
夜
は
積
れ
ど
も
。
欄
干
に
立
ち
つ
く
し

て
。
そ
な
た
の
空
よ
と
な
が
む
れ
ば
。
夕
暮
の
秋
風
山
嵐
野
分
も
あ
の
松
を
こ
そ
は
音
づ
る
れ
。
わ
が
待
つ
人
よ
り
の
音
づ
れ
を
い
つ
聞
か
ま
し

せ
め
て
も
の
。
形
見
の
扇
手
に
ふ
れ
て
。
風
の
た
よ
り
と
思
へ
ど
も
。
夏
も
は
や
杉
の
窓
の
。
秋
風
ひ
や
や
か
に
吹
き
落
ち
て
団
雪
の
。
扇
も
雪
な
れ
ば
。

名
を
聞
く
も
す
さ
ま
し
く
て
。
秋
風
恨
み
あ
り
。
よ
し
ゃ
思
へ
ば
乙
れ
も
げ
に
逢
ふ
は
別
れ
な
る
べ
し

だ
「
班
女
」
は

d
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と
い
う
詞
章
は
、
愛
が
恨
み
に
変
っ
て
行
く
過
程
を
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
世
界
か
ら
「
鉄
輪
」
の
世
界
に
達
す
る
の
は
そ
う
遠
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た

そ
の
報
い
な
れ
ば
今
さ
ら
。
世
を
も
人
を
も
恨
む
ま
じ
唯
思
は
れ
ぬ
身
の
程
を
。
思
ひ
続
け
て
独
居
の
。
班
女
が
悶
ぞ
さ
み
し
き

と
、
あ
き
ら
め
の
境
地
へ
と
志
す
の
で
あ
る
が
、

「
鉄
輪
」
の
シ
テ
は
つ
い
に
恨
み
へ
と
身
を
ま
か
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
班
女
」
に
あ
る
よ
う
な
感
情

の
変
化
は
見
ら
れ
ず
、
た
だ
嫉
妬
へ
と
突
き
進
む
情
意
の
激
し
さ
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
愛
は
時
折
り
彼
女
の
心
に
影
を
落
し
て
来
て
し
も
と
を
打
つ
手

を
に
ぶ
ら
せ
は
す
る
が

「
い
で
い
で
命
を
取
ら
ん
」
と
い
う
叫
び
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
そ
の
相
魁
は
長
く
は
続
い
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
点
で
は

「
砧
」
の
よ
う
な
半
夢
幻
能
や
、
「
道
成
寺
」
の
よ
う
な
鬼
の
能
に
近
い
と
き
守
え
る
が
、
物
狂
い
能
の
範
囲
の
中
で
見
れ
ば
や
は
り
一
種
の
異
例
で
あ
り
、
物

狂
い
能
の
中
で
も
世
話
物
的
な
位
置
に
あ
る
乙
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、
広
義
の
物
狂
い
能
に
は
こ
つ
の
種
類
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
心
理
的
の
理
由
が
あ
っ
て
狂
っ
て
い
る
も
の
と
、
そ

う
で
な
い
も
の
と
の
区
別
で
あ
る
。
狭
義
の
物
狂
い
で
あ
る
狂
女
も
の
や
、
男
物
狂
い
で
は
あ
る
が
「
綾
鼓
」

「
恋
重
荷
」
な
ど
の
狂
乱
も
の
は
前
者
に
属
す

る
。

「
恋
重
荷
」
で
は
後
半
は
一
種
の
鬼
能
に
な
る
が
、
恋
の
苦
役
で
あ
る
重
荷
を
ど
う
し
て
も
持
ち
上
げ
る
こ
と
の
出
来
な
い
前
シ
テ
が
「
恋
の
奴
に
な
り



果
て
て
」
と
思
い
の
ほ
ど
を
語
る
う
ち
に
、
「
し
め
ぢ
が
腹
立
ち
ゃ
」
と
心
が
変
り
、

は
物
狂
い
の
心
理
過
程
を
簡
潔
に
脚
色
し
て
、
い
わ
ゆ
る
物
狂
い
の
範
晴
を
は
な
れ
た
一
個
の
劇
能
と
し
て
成
功
し
て
い
る
。

「
乱
れ
恋
に
な
し
て
忠
ひ
知
ら
せ
申
さ
ん
」
と
幕
に
駆
け
込
む
気
組
み

「
百
万
」
や
「
隅
田
川
」
の
よ

う
な
狂
女
も
の
は
、
恋
重
荷
と
は
心
理
の
向
き
が
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
或
る
心
理
的
の
転
機
を
経
験
し
た
後
の
姿
の
み
を
描
い
て
い
る
。
他
の
狂
女
も
の
は

中
入
前
の
姿
に
そ
の
転
機
以
前
の
も
の
を
見
せ
、
後
シ
テ
に
転
機
後
の
か
た
ち
を
見
せ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
葵
上
」
や
「
鉄
輪
」
の
シ
テ
は

「
恋
重
荷
」
と
同
じ
向
き
の
心
理
的
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
葵
上
」
で
は
転
機
後
の
姿
を
見
せ
る
の
だ
が
、

初
同
の
「
恨
み
は
更
に
尽
き
す
ま
じ
」
ま
で
は
そ
の
転
機
が
完
成
す
る
ま
で
の
劇
的
の
積
み
重
ね
の
役
目
を
し
て
居
り
、
理
性
と
感
情
の
相
魁
と
い
う
状
態
を

通
っ
て
心
理
的
内
容
が
ふ
く
れ
上
っ
て
来
て
、
「
あ
ら
恨
め
し
ゃ
」
と
ひ
と
声
謡
っ
た
後
に
「
今
は
打
た
で
は
時
ひ
候
ま
じ
」
と
高
ら
か
に
言
う
所
で
、
理
性

に
対
す
る
感
情
の
爆
発
的
勝
利
と
い
う
形
で
心
理
上
の
転
機
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
鉄
輪
」
の
シ
テ
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
形
式
を
踏

ん
で
い
な
い
。
そ
こ
に
は
物
狂
い
の
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
形
を
と
る
も
の
と
の
関
聯
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
心
理
的
要
因
に
よ
ら
な
い
も
の
、
即
ち
、
他
の
霊
魂
が
シ
テ
に
遠
く
こ
と
に
よ
っ
て
狂
う
場
合
で
あ
る
。

「
不
思
議
や
祝
詞
の
神
子
物
狂
」
と
謡
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わ
れ
て
い
る
「
巻
絹
」
の
場
合
の
よ
う
な
神
霊
に
よ
る
も
の
や

「
二
人
静
」
の
ツ
レ
に
シ
テ
が
葱
く
よ
う
に
、
他
人
の
霊
が
つ
く
場
合
な
ど
が
そ
れ
で
あ

る

「
葵
上
」
の
シ
テ
と
ツ
レ
の
関
係
も
、
形
式
的
に
は
こ
の
部
類
に
足
を
踏
入
れ
て
い
る
乙
と
に
な
る
。

「
鉄
輪
」
の
シ
テ
は
、
貴
船
の
神
に
丑
の
刻
詣
り
を
す
る
女
で
あ
る
。

蝕
り
思
ふ
も
苦
し
さ
に
。
貴
船
の
官
に
詣
で
つ
つ
。
住
む
か
ひ
も
な
き
同
じ
世
の
。
内
に
報
い
を
見
せ
給
へ
と

と
い
う
参
詣
の
動
機
は
、
心
理
的
要
件
と
し
て
充
分
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
女
は
、
そ
の
心
理
的
要
件
が
彼
女
の
内
部
で
自
然
な
た
か
ま
り
を
見

せ
る
の
を
待
っ
て
狂
う
の
で
は
な
い
。
後
シ
テ
に
は
そ
う
し
た
狂
い
方
の
お
も
か
げ
が
あ
り
、
「
葵
上
」
に
似
た
心
理
構
成
を
持
つ
て
は
い
る
の
だ
が
、
彼
女

の
性
格
が
常
態
と
は
っ
き
り
ち
が
っ
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
能
の
観
客
に
印
象
づ
け
る
瞬
間
は
、
そ
う
し
た
手
順
に
よ
っ
て
は
や
っ
て
来
な
い
。

「
鉄
輪
の
三
つ
の
足
に
。
松
明
を
た
て
頭
に
戴
き
。
顔
に
は
丹
を
塗
り
。
身
に
は
赤
き
衣
を
召
し
。
怒
る
心
を
御
持
ち
あ
れ
と
の
御
告
」
と
、
問
狂
言
の
役

で
あ
る
社
入
の
雪
う
神
の
告
げ
に
し
た
が
っ
て
鬼
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
貴
船
の
神
の
葱
人
と
な
っ
て
、
神
子
物
狂
い
を
す
る
、
そ
の
心
に
神
の
荒
々
し
い
霊

が
宿
っ
て
仇
し
男
の
も
と
へ
馳
せ
行
乙
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。



乙
の
部
分
は
原
典
で
は

明
神
あ
わ
れ
と
や
思
し
け
ん
、
誠
に
申
す
所
不
便
な
り
、
実
に
鬼
に
な
り
た
く
ば
、
姿
を
改
め
て
、
宇
治
の
河
瀬
に
行
き
て
三
七
日
浸
れ
と
示
現
あ
り
。

女
房
悦
び
て
都
に
帰
り
、
人
な
き
所
に
た
て
篭
り
て
、
長
な
る
髪
を
ば
五
つ
に
分
け
、
五
つ
の
角
に
ぞ
造
り
け
る
。
顔
に
は
朱
を
指
し
、
身
に
は
丹
を
塗

り
、
鉄
輪
を
戴
き
て
、
三
つ
の
足
に
は
松
を
燃
し
、
続
松
を
捺
へ
て
、
両
方
に
火
を
つ
け
て
、
口
に
く
は
へ
つ
ヘ
夜
更
け
人
定
り
て
後
、
大
和
大
路
へ

走
り
出
で
、
南
を
指
し
て
行
き
け
れ
ば
、
頭
よ
り
五
つ
の
火
燃
え
上
り
、
眉
太
く
鉄
撲
に
て
、
面
赤
く
身
も
赤
け
れ
ば
、
さ
な
が
ら
鬼
形
に
異
な
ら
ず
。

と
あ
っ
て
、
貴
船
の
神
は
精
進
潔
斉
し
て
待
て
と
い
う
意
味
の
告
げ
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
女
は
自
か
ら
進
ん
で
鬼
形
を
作
り
、
人
を
お
び
や
か

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鬼
形
に
変
装
す
る
手
順
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
今
は
そ
れ
を
検
討
す
る
余
裕
を
持
た
な
い
が
、
お
そ
ら
く
調
伏
の
呪
法
と

関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
あ
ら
わ
れ
方
を
す
る
鬼
女
に
は
た
だ
す
さ
ま
じ
い
鬼
の
印
象
が
あ
る
ば
か
り
で
、
そ
こ
に
は
物
狂
い
の
性
格
を
見
出

す
乙
と
は
出
来
な
い
。
い
わ
ば
神
の
意
志
の
制
約
を
鬼
女
は
自
ら
破
っ
て
あ
ば
れ
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
乙
そ
、
鬼
女
は
後
に
渡
辺
綱
と
の

謡
曲
の
「
鉄
輪
」
で
は
鬼
の
変
装
は
神
自
身
の
指
導
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、
神
が
自
分
か
ら
夫
調
伏
の
意
志
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
な- 26-

力
く
ら
べ
的
な
い
き
さ
つ
を
演
じ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
貴
船
関
係
の
説
話
の
世
界
か
ら
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

り
、
貴
船
の
神
の
軽
薄
さ
が
責
め
ら
れ
そ
う
な
様
子
を
示
し
て
さ
え
い
る
の
だ
が
、
そ
の
告
げ
の
内
容
が
、
原
典
の
告
げ
と
著
し
く
異
る
点
は
「
水
に
漬
る
」

と
い
う
部
分
が
な
く

「
怒
る
心
を
持
て
」
と
い
う
こ
と
の
あ
る
点
で
あ
る
。
「
水
に
漬
れ
」
と
い
う
乙
と
の
な
く
な
っ
た
の
は
、
精
進
潔
斎
し
て
祈
れ
と
い

う
意
味
を
、
乙
の
神
の
告
げ
が
持
た
な
く
な
っ
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
謡
曲
の
神
は
、
も
っ
と
短
万
直
人
に
、
願
い
の
筋
を
か
な
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
女
を
い
や
が
上
に
も
興
奮
状
態
に
置
き
、
そ
の
興
奮
に
自
身
乗
り
う
つ
っ
て
男
を
調
伏
し
よ
う
と
い
う
意
向
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。「怒
れ
る

心
」
を
持
て
と
は
、
即
ち
そ
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
心
理
的
な
興
奮
に
便
乗
し
て
神
が
か
り
の
状
態
を
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
い
っ
た
考
え
な
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
は
た
せ
る
か
な
女
は

乙
れ
は
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
仰
せ
に
て
候
。
妾
が
事
に
て
は
あ
る
ま
じ
く
候
。
定
め
て
人
違
ひ
に
て
候
ベ
し

と
口
に
は
言
い
な
が
ら
、

「
怨
れ
る
心
」
は
勃
然
と
起
っ
て
来
て
、

と
れ
は
不
思
議
の
御
告
か
な
。
ま
づ
ま
づ
わ
が
家
に
帰
り
つ
つ
。
夢
想
の
如
く
な
る
べ
し
と
。
い
ふ
よ
り
早
く
色
か
は
り
。
い
ふ
よ
り
早
く
色
か
は
り
。



気
色
変
じ
て
今
ま
で
は
。
美
女
の
形
と
見
え
つ
る
。
緑
の
髪
は
空
さ
ま
に
。
立
つ
や
黒
雲
の
。
雨
降
り
風
と
鳴
る
神
も
。
思
ふ
中
を
ば
避
け
ら
れ
し
。
恨

み
の
鬼
と
な
っ
て
、
人
に
思
ひ
知
ら
せ
ん
。
憂
き
人
に
思
ひ
知
ら
せ
ん

と
中
入
す
る
。
乙
の
突
然
の
シ
テ
の
変
化
は
、
心
理
的
要
件
が
充
分
熟
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
神
の
告
げ
に
触
発
さ
れ
て
狂
い
始
め
た
の
で

あ
り
、
そ
乙
に
神
の
葱
霊
の
力
を
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
シ
テ
の
嫉
妬
の
激
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
同
時
に
劇
の
手
順
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
要
件
が
充
分
積
み
上
げ
ら
れ
な
い
先
に
、
神
の
意
向
の
性
急
さ
が
、
演
出
効
果
の
上
で
表
現
さ
れ
る
結
果
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

能
の
シ
テ
は
、
神
人
に
霊
が
葱
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
今
日
の
よ
う
に
能
を
演
劇
的
の
み
に
見
る
時
代
で
な
く
、
多
分
に
神
事
芸
能

の
記
憶
を
持
ち
つ
つ
能
を
見
て
い
た
乙
ろ
に
は
、
そ
う
し
た
こ
と
も
も
う
少
し
顕
著
に
人
々
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
複
式
夢
幻
能
の
前
シ
テ
の

演
出
な
ど
に
、
そ
う
し
た
逮
霊
的
の
演
出
を
見
出
す
こ
と
は
、
今
日
で
は
台
本
の
精
細
な
検
討
を
通
し
て
も
出
来
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
が
多
い
。
そ

れ
で
も
そ
う
し
た
複
式
夢
幻
能
の
前
シ
テ
に
、
第
三
者
的
な
性
格
と
、
シ
テ
本
人
と
し
て
の
性
格
と
の
転
換
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
曲
に
よ
っ
て
は
そ
う
難
し

ま
ず
ら
お

い
乙
と
で
は
な
い
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
「
求
塚
」
の
、
菜
摘
女
で
あ
る
前
シ
テ
が
、
小
竹
田
勇
、
血
沼
の
大
丈
夫
の
二
人
の
、
蒐
名
目
処
女
を
争
っ
て
生
田
川- 27 ー

の
水
鳥
を
射
た
こ
と
を
の
べ
て
来
た
語
の
途
中
で
「
そ
の
時
妾
思
ふ
ゃ
う
」
と
突
然
謡
い
出
す
部
分
と
か
、
下
懸
の
「
巴
」
で
、
前
シ
テ
が
亙
女
女
と
名
の
っ

て
登
場
し
、
寸
昔
の
事
の
思
ひ
出
で
ら
れ
て
候
」
と
粟
津
の
社
頭
で
語
り
は
じ
め
る
部
分
な
ど
に
、
そ
う
し
た
葱
霊
に
よ
る
性
格
転
換
の
例
を
見
る
こ
と
が
出

来
る
し
、
前
に
挙
げ
た
「
二
人
静
」
で
は
、
実
際
に
亙
女
と
霊
と
が
同
時
に
舞
台
に
あ
ら
わ
れ
て
、
同
じ
手
振
り
で
舞
い
謡
う
と
い
う
特
殊
な
演
出
方
法
を
採

っ
て
い
る
。
乙
の
曲
の
ツ
レ
の
調
に

菜
摘
川
の
ほ
と
り
に
て
。
い
づ
く
と
も
な
く
女
の
来
り
候
ひ
て
。
飴
り
に
罪
業
の
ほ
ど
悲
し
く
候
へ
ば
。
一
日
経
書
い
て
跡
弔
ひ
て
絶
は
れ
と
。
三
吉
野

の
人
。
と
り
わ
き
社
家
の
人
々
に
申
せ
と
は
候
ひ
つ
れ
ど
も
。
真
し
か
ら
ず
候
程
に
。
申
さ
じ
と
は
思
へ
ど
も

な
に
真
し
か
ら
ず
と
や
。
う
た
て
ゃ
な
さ
し
も
頼
み
し
か
ひ
も
な
く
真
し
か
ら
ず
と
や
。

（
中
略
）
近
く
来
ぬ
れ
ば
雲
と
見
し
。
桜
は
花
に
顕
る
る
も
の

を
あ
ら
恨
め
し
の
疑
ひ
ゃ
な

と

一
人
の
ツ
レ
の
詞
に
明
瞭
に
二
人
の
会
話
を
読
み
と
る
乙
と
の
出
来
る
よ
う
な
大
胆
な
演
出
も
、
亙
女
に
霊
魂
の
還
く
と
い
う
形
式
が
自
然
の
も
の
で
あ



っ
た
れ
ば
こ
そ
成
立
し
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
乙
の
曲
の
ワ
キ
は

言
語
道
断
。
不
思
議
な
る
事
の
候
も
の
か
な
。
狂
気
し
て
候
は
知
何
に
。
さ
て
如
何
や
う
な
る
人
の
葱
き
、
添
ひ
た
る
ぞ
名
を
名
の
り
給
へ
。
跡
を
ば
懇
に

弔
ひ
て
参
ら
せ
候
べ
し
。

と
言
っ
て
居
り
、
そ
の
発
想
は
「
巻
絹
」
の
地
の

不
思
議
や
祝
詞
の
神
子
物
狂
。
不
思
議
や
祝
詞
の
神
子
物
狂
の
さ
も
あ
ら
た
な
る
。
飛
行
を
山
だ
し
て
。
神
か
た
り
す
る
こ
そ
。
恐
ろ
し
け
れ

に
近
似
し
て
い
る
し

「
狂
気
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
い
か
に
も
自
然
に
葱
霊
の
乙
と
に
つ
い
て
た
ず
ね
て
い
る
こ
と
も
興
味
の
あ
る
点
で
あ
る
。

ま
た
変
装
に
よ
っ
て
葱
霊
が
お
乙
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
性
格
が
転
換
さ
れ
る
乙
と
も
、
恋
慕
を
あ
つ
か
っ
た
曲
な
ど
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
乙
と
で
あ
る
。

「
松
風
」
の
シ
テ
・
ツ
レ
両
人
が
、
行
平
の
こ
と
を
慕
っ
て
狂
っ
て
い
る
う
ち
、
シ
テ
が
形
見
の
烏
帽
子
長
絹
を
身
に
添
え
て
持
つ
と
、

捨
て
て
も
置
か
れ
ず
取
れ
ば
面
影
に
立
ち
増
さ
り
。
起
伏
わ
か
で
枕
よ
り
。
あ
と
よ
り
恋
の
責
め
来
れ
ば
。
せ
ん
方
涙
に
伏
し
沈
む
事
ぞ
悲
し
き

猶
も
思
へ
ば
腹
立
ち
ゃ
。
猶
も
思
へ
ば
腹
立
ち
ゃ
。
け
し
た
る
姿
に
引
き
か
へ
て
。
心
言
葉
も
及
ば
れ
ぬ
。
富
土
が
幽
霊
来
る
と
見
え
て
。
よ
し
な
の
恨

。
。

っ
“

と
狂
う
の
は
、
諸
説
あ
る
部
分
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
還
霊
の
た
め
と
考
え
た
い
。
「
富
土
太
鼓
」
の
狂
乱
で
は
、
こ
の
こ
と
は
も
っ
と
あ
ら
わ
に
起
っ
て
居
り
、

み
や
も
ど
か
し
と
太
鼓
打
ち
た
る
や

と
、
太
鼓
の
役
争
い
の
結
果
夫
を
失
っ
た
妻
が
、
夫
の
衣
裳
で
太
鼓
に
向
っ
て
恨
み
を
の
べ
て
い
る
と
き
、
意
霊
が
起
っ
た
乙
と
を
詞
章
の
上
で
明
ら
か
に
述

べ
て
い
る
。
ま
た
「
井
筒
」
の
シ
テ
は

形
見
の
直
衣
。
身
に
触
れ
て
。
恥
か
し
ゃ
。
昔
男
に
移
り
舞

と
、
や
は
り
昔
の
恋
人
で
あ
る
業
平
の
装
束
で
舞
を
舞
う
の
だ
が

さ
な
が
ら
見
み
え
し
。
昔
男
の
。
冠
直
衣
は
。
女
と
も
見
え
ず
。
男
な
り
け
り
。
業
平
の
面
影
。

見
れ
ば
な
つ
か
し
ゃ
。
わ
れ
な
が
ら
な
つ
か
し
ゃ

と
、
業
平
と
自
己
の
二
重
，
つ
つ
し
の
影
像
を
井
筒
の
中
に
見
て
、
忘
我
の
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。乙
れ
は
葱
霊
状
態
の
心
理
的
要
件
を
説
明
す
る
例
で
あ
ろ

－
つ
。



「
鉄
輪
」
の
葱
霊
と
物
狂
い
は
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
能
楽
脚
色
上
の
習
慣
の
中
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
逮
霊
乃
至
性
格
の
転
換
の

契
機
は
二
通
り
描
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
シ
テ
の
興
奮
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
変
装
で
あ
る
。
前
に
挙
げ
た
例
の
通
り
、
シ
テ
は
変
装
の
乙
と
を
社
人
か
ら
聞

い
た
時
、
直
ち
に
狂
っ
て
居
り
、
他
の
変
装
も
の
の
曲
の
よ
う
に
変
装
後
興
奮
が
た
か
ま
っ
て
行
っ
て
狂
う
の
で
は
な
い
。
乙
れ
は
物
狂
い
の
中
で
も
珍
し
い

例
で
あ
ろ
う
。
貴
船
の
神
は
鞍
馬
に
居
る
神
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
土
地
の
神
ら
し
く
性
急
な
性
質
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
シ
テ
の
女
が
、
葱
霊
と
い
う
乙
と

に
関
し
て
異
常
に
鋭
い
感
度
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
乙
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
丑
の
刻
詣
の
不
気
味
な
印
象
に
は
ふ
さ
わ
し
い
演
出
効
果
で
あ
ろ

切
っ
。

（
中
略
）
怒
る
心
を
御
持
ち
あ
れ
と
の
御
五
こ
を
語
っ
た
。
シ
テ
は
そ
れ
を
聞
い
て
た

だ
ち
に
気
色
を
変
じ
た
の
だ
、
が
そ
れ
に
は
「
怒
る
心
を
御
持
ち
あ
れ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
ひ
と
つ
の
契
機
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
貴
船
の

社
人
は
シ
テ
に
「
鉄
輪
の
三
つ
の
足
に
。
松
明
を
た
て
頭
に
戴
き
。

神
は
、
変
装
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
自
ら
興
奮
状
態
に
身
を
置
く
べ
き
こ
と
を
シ
テ
に
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
答
え
は
直
ち
に
あ
ら
わ
れ
て

し
や
／
＼
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ゃ
あ
は
や
か
や
う
に
申
す
う
ち
に
。
何
と
や
ら
も
の
す
さ
ま
じ
い
体
に
な
り
申
さ
れ
て
候
。
乙
れ
は
い
か
な
事
。
顔
色
が
の
気
変
っ
た
。
な
う
／
＼
恐
ろ

と
社
人
が
言
う
よ
う
な
状
態
に
至
る
の
で
あ
る
。
シ
テ
の
心
理
を
考
え
て
見
る
に
、
変
装
の
乙
と
を
ま
ず
こ
ま
ご
ま
と
教
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
そ
の
変
装
に
た

す
け
ら
れ
て
興
奮
特
態
を
得
よ
と
の
神
託
で
あ
っ
た
も
の
を
、
変
装
を
含
め
て
自
分
が
鬼
に
な
れ
る
と
い
う
、
シ
テ
に
と
っ
て
は
悦
ば
し
い
誘
惑
に
打
ち
克
つ

余
裕
も
な
く
、
た
ち
ま
ち
に
狂
い
心
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
心
理
的
変
化
に
は
他
の
物
狂
い
に
あ
る
よ
う
な
ぜ
興
奮
状
態
を
演
出
的
に
醸
成
し
て
行
く

と
い
う
段
階
に
欠
け
て
い
て
、
ま
こ
と
に
唐
突
な
感
じ
を
受
け
る
。
神
に
詣
っ
た
そ
の
効
呆
が
、
何
の
心
理
的
手
続
き
も
経
ず
に
突
然
実
っ
て
し
ま
う
の
で
伊

る
。
し
か
も
シ
テ
は
神
託
の
順
序
を
取
り
ち
が
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
変
装
以
前
に
物
狂
い
の
状
態
に
達
す
る
と
い
う
、
能
楽
脚
色
上
の
常
套
手
段
を
破
っ
た

方
法
を
さ
え
採
っ
て
い
る
の
は
、
シ
テ
に
お
け
る
物
狂
い
の
効
果
を
出
来
る
だ
け
早
く
舞
台
上
に
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
意
図
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
松
風
」
や
「
富
土
太
鼓
」
「
井
筒
」
の
場
合
と
は
正
反
対
の
演
出
意
図
な
の
で
あ
っ
て
、
変
装
も
の
の
曲
と
し
て
は
や
は
り
幽
玄
風
な
配
慮
を
は
な
れ
て
い

る
点
で
世
話
も
の
的
な
要
素
を
指
適
し
得
る
の
で
あ
る
。

神
の
葱
霊
が
か
く
す
み
ゃ
か
に
行
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
は
シ
テ
の
心
境
を
存
分
に
語
ら
せ
る
余
地
が
な
い
。
の
み
な
ら
ず
マ「
二
人
静
」
の
よ
う
な



場
合
と
対
比
し
て
み
て
も
、
ツ
レ
の
不
信
を
詰
問
す
る
よ
う
に
し
て
透
き
あ
ら
わ
れ
て
来
る
は
っ
き
り
し
た
目
的
性
は
乙
の
い
た
ず
ら
な
神
霊
に
は
見
出
せ
な

い
。
貴
船
の
神
と
し
て
は
む
し
ろ
ほ
ん
の
気
ま
ぐ
れ
に
女
の
願
い
を
叶
え
て
み
た
と
い
う
程
度
の
意
味
を
し
か
持
た
な
い
葱
霊
な
の
で
あ
る
。
先
に
貴
船
の
神

の
軽
薄
さ
と
書
い
た
の
は
こ
の
意
味
な
の
で
あ
っ
て
、
よ
か
ら
ぬ
考
え
を
抱
い
て
詣
で
て
来
る
女
の
望
み
を
、
気
ま
ぐ
れ
に
叶
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
乙
ろ

に
こ
の
神
の
笑
わ
れ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
が
出
て
来
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
鉄
輪
」
は
「
巻
絹
」

「
二
人
静
」
式
の
葱
霊
能
と
し
て

も
本
筋
な
ら
ぬ
世
話
も
の
的
の
位
置
に
あ
る
と
い
う
乙
と
が
出
来
る
。

「
鉄
輪
」
は
、
広
い
意
味
で
の
鬼
の
能
で
あ
る
。
女
の
鬼
は
「
紅
葉
狩
」
「
安
達
原
」
等
に
あ
り
、
「
葵
上
」
「
道
成
寺
」
も
こ
の
範
暗
に
近
い
。
前
二
者

が
五
番
目
も
の
の
真
の
鬼
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
鬼
は
四
番
目
も
の
の
執
心
の
鬼
で
あ
る
。

恋
の
身
の
。
浮
か
む
事
な
き
賀
茂
川
に
。
沈
み
し
は
水
の
。
青
き
鬼
。
わ
れ
は
貴
船
の
川
瀬
の
鍾
火
。
頭
に
戴
く
鉄
輪
の
足
の
。
焔
の
赤
き
。
鬼
と
な
っ

て
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と
か

い
は
ん
や
年
月
思
ひ
に
沈
む
恨
み
の
数
。
積
っ
て
執
心
の
鬼
と
な
る
も
理
や

等
と
、

「
鉄
輪
」
の
後
半
に
は
鬼
と
い
う
字
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
、「
執
心
の
鬼
」
と
い
う
調
も
見
え
て
い
る
。

真
の
鬼
の
能
の
う
ち
で
「
葵
上
」
と
「
鉄
輪
」
の
如
き
対
照
的
の
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、「
紅
葉
狩
」
と
「
安
達
原
」
の
対
比
が
あ
る
。
前
者
は

や
ど
と
な
き
上
璃
の
。
幕
う
ち
ま
は
し
扉
風
を
立
て
。
酒
宴
半
ば
と
見
え
て
候

と
あ
る
、
身
分
の
高
い
女
性
に
姿
を
変
え
て
い
る
鬼
女
で
あ
り
、
後
者
は

人
里
遠
き
と
の
野
辺
の
。
松
風
烈
し
く
吹
き
荒
れ
て
。
月
影
た
ま
ら
ぬ
閏
の
う
ち
に
は
。
い
か
で
か
留
め
申
す
べ
き

と
、
シ
テ
の
謡
に
も
あ
る
よ
う
に
、
行
き
く
れ
た
山
伏
一
行
が
宿
ろ
う
と
す
る
、
見
る
か
ら
に
み
す
ぼ
ら
し
い
一
軒
屋
の
賎
の
女
な
の
で
あ
る
。
乙
の
、
姿
の

ち
が
い
だ
け
か
ら
で
も
一
目
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
高
貴
な
女
に
化
し
て
い
る
「
紅
葉
狩
」
の
鬼
は
、

あ
ら
情
な
の
御
事
や
。

一
村
雨
の
雨
宿
り
。
一
樹
の
蔭
に
。
立
ち
寄
り
て
。
一
河
の
流
れ
を
酌
む
酒
を
。
い
か
で
か
見
捨
て
給
ふ
べ
き
と
。
恥
か
し
な
が



ら
も
扶
に
す
が
り
留
む
れ
ば
。
さ
す
が
岩
木
に
あ
ら
ざ
れ
ば
。
心
弱
く
も
立
ち
帰
る
。
所
は
山
路
の
菊
の
酒
何
か
は
苦
し
か
る
べ
き

と
、
ワ
キ
維
茂
を
色
を
以
っ
て
誘
い

げ
に
面
白
や
所
か
ら
。
巌
の
上
の
苔
廷
。
片
敷
く
袖
も
紅
葉
衣
の
く
れ
な
ゐ
深
き
顔
ば
せ
の
。
乙
の
世
の
人
と
も
。
思
は
れ
ず
。
胸
う
ち
騒
ぐ
ば
か
り
な

り

と
、
維
茂
を
し
て
呆
然
た
ら
し
め
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
に
対
し
て

「
安
達
原
」
の
女
は

あ
さ
ま
し
ゃ
人
界
に
生
を
受
け
な
が
ら
。
か
か
る
憂
き
世
に
明
け
暮
ら
し
。
身
を
苦
し
む
る
悲
し
さ
よ

と
身
の
上
を
な
げ
き
、
枠
梓
輪
に
す
が
っ
て
糸
を
繰
っ
て
見
せ
る
老
女
で
あ
る
。
そ
の
宿
り
は
、
さ
す
が
の
山
伏
を
し
て

異
草
も
ま
じ
る
茅
策
。
う
た
て
や
今
宵
敷
き
な
ま
し
。
強
ひ
て
も
宿
を
か
り
衣
。
か
た
し
く
袖
の
露
深
き
。
草
の
庵
の
せ
は
し
な
き
。
旅
寝
の
床
ぞ
も
の

憂
き
旅
寝
の
床
ぞ
も
の
憂
き

乙
の
二
曲
の
聞
に
あ
る
も
の
は
、
貴
女
と
賎
女
と
の
ち
が
い
で
あ
り
、
若
い
女
と
老
女
と
の
ち
が
い
で
あ
り
、
遊
ぷ
人
と
生
活
に
疲
れ
た
人
の
ち
が
い
で
あ
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と
嘆
ぜ
し
め
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。

る
。
そ
れ
が
鬼
の
意
志
を
持
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
き
、
前
者
は
色
を
以
て
人
を
誘
い
、
呆
然
た
ら
し
め
て
後

し
っ
せ
き
八
い
ふ
う
巴
つ
け
つ

成
陽
宮
の
。
煙
の
中
に
。
七
尺
の
扉
風
の
上
に
な
ほ
。
余
り
て
そ
の
た
け
。
一
丈
の
鬼
神
の
。
角
は
か
ぽ
そ
く
眼
凶
日
月
面
を
向
く
べ
き
ゃ
う
ぞ
な
き

と
い
う
、
極
め
て
陽
性
の
鬼
の
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
が
、

と
行
き
か
か
っ
て
、
「
閣
の
内
ば
し
御
覧
じ
候
な
」
と
制
し
、
中
入
す
る
。
能
力
の
は
し
た
な
い
行
動
に
よ
っ
て
ワ
キ
が
見
た
閣
の
内
は

ほ
う
ち
ゃ
〈

膿
血
忽
ち
融
機
し
。
臭
械
は
満
ち
て
膨
脹
し
。
膚
賦
悉
く
澗
壊
せ
り
、
人
の
死
骸
は
数
知
ら
ず
。
軒
と
等
し
く
積
み
置
き
た
り

「
安
達
原
」
は

「
上
の
山
に
上
り
木
を
と
り
て
。
焚
火
を
し
て
あ
て
申
さ
う
ず
る
に
て
侯
」

と
い
う
状
態
で
あ
り
、

野
風
山
風
吹
き
落
ち
て
。
鳴
神
稲
妻
天
地
に
満
ち
て
。
空
か
き
曇
る
雨
の
夜
の
。
鬼
一
口
に
喰
は
ん
と
て
。
歩
み
寄
る
足
音
。
振
り
上
ぐ
る
鉄
杖
の
勢
ひ
。

あ
た
り
を
払
っ
て
恐
ろ
し
ゃ

と
、
非
常
に
陰
性
の
振
舞
い
に
及
ぷ
鬼
な
の
で
あ
る
。
乙
の
二
曲
の
対
比
は
、
鬼
の
能
の
二
つ
の
面
を
、
非
常
に
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



執
心
の
鬼
の
能
で
は
し
か
し
、
こ
の
二
曲
の
場
合
の
よ
う
な
鮮
か
な
例
は
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
鬼
と
し
て
の
意
向
以
前
に
、
人
間
と
し
て
の
ー

執
念
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
り
、
執
念
の
具
体
的
な
表
現
と
い
う
点
で
は
、
貴
女
の
場
合
よ
り
も
賎
女
の
場
合
の
方
が
は
る
か
に
陽
性
の
、
あ
ら
わ

な
発
想
を
せ
ぬ
と
も
か
ぎ
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

「
鉄
輪
」
の
シ
テ
は
「
葵
上
」
の
シ
テ
に
対
し
て
、
丁
度
「
安
達
原
」
の
シ
テ
が
「
紅
葉
狩
」
の
シ
テ
に
対
し

て
持
つ
と
同
様
な
位
置
を
持
っ
と
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
執
念
を
あ
ら
わ
す
詞
章
は
、
い
か
に
も
く
ど
く
ど
と
か
き
く
ど
く
睦
の
も
の
で
あ
り
、

い
で
い
で
命
を
取
ら
ん
と
笛
を
張
り
上
げ
う
は
な
り
の
。
髪
を
手
に
か
ら
ま
い
て
。
打
つ
や
う
つ
の
山
の
。
夢
現
と
も
。
分
か
ざ
る
う
き
世
に
。
因
果
は

め
ぐ
り
あ
ひ
た
り
今
更
さ
乙
そ
。
悔
し
か
ら
め
さ
て
懲
り
や
思
ひ
知
れ

と
、
打
ち
な
が
ら
も
な
お
か
き
く
ど
い
て
い
る
態
は

「
葵
上
」
の
シ
テ
が
、
ツ
レ
と
の
カ
ケ
合
に

「
あ
ら
恨
め
し
ゃ
。
今
は
打
た
で
は
叶
ひ
候
ま
じ

「
あ
ら
あ
さ
ま
し
ゃ
六
条
の
。
御
息
所
ほ
ど
の
御
身
に
て
。
う
は
な
り
打
ち
の
御
ふ
る
ま
ひ
。
い
か
で
さ
る
事
の
候
べ
き
。
唯
思
し
め
し
止
ま
り
給
へ

「
と
の
上
は
と
て
立
ち
寄
り
て
。
わ
ら
は
は
後
に
て
苦
を
見
す
る
。
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「
い
や
い
か
に
い
ふ
と
も
。
今
は
打
た
で
は
叶
ふ
ま
じ
と
。
枕
に
立
ち
寄
り
ち
ゃ
・
っ
と
打
て
ば

ー「ー「

慎今
悉の
の恨
焔5 み
はらは

あ
り
し
報

「
身
を
焦
が
す

「
思
ひ
知
ら
ず
や

「
思
ひ
知
れ

と

一
個
の
激
し
い
意
志
の
か
た
ま
り
の
よ
う
に
な
っ
て
葵
上
に
迫
っ
て
い
る
の
と
の
聞
に
、
陰
陽
の
対
照
を
は
っ
き
り
と
感
じ
る
と
と
が
出
来
る
。
し
か
し

他
の
部
分
に
お
い
て
は
そ
う
と
も
言
い
切
る
乙
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

「
鉄
輪
」
で
は
、
賎
女
の
恨
み
ら
し
い
陰
々
と
し
た
も
の
と
、
世
話
も
の
風
の
あ
ら
わ
な
感
情
と
が
な
い
交
ぜ
に
な
っ
て
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
現
在
観
世

流
の
装
束
付
け
で
は
「
葵
上
」
の
シ
テ
が
鱗
箔
の
腰
巻
で
、
し
か
も
後
シ
テ
は
唐
織
を
被
い
で
出
て
や
が
て
そ
れ
を
腰
巻
の
上
か
ら
腰
に
ま
と
う
に
対
し
て
、



寸
鉄
輪
」
の
後
シ
テ
は
黒
地
に
縫
箔
の
腰
巻
で
、
被
衣
は
用
い
な
い

ι

両
曲
と
も
に
恥
赤
頭
・
半
被
・
半
切
と
い
う
「
紅
葉
狩
」
の
シ
テ
に
比
べ
で
は
か
な
り

現
実
に
近
い
装
束
付
け
で
は
あ
る
が

「
鉄
輪
」
の
方
が
腰
巻
の
用
い
方
に
関
し
て
は
あ
ら
わ
で
あ
り
、一
方
そ
の
紋
様
に
お
い
て
は
る
か
に
地
味
で
あ
る
。

「
鉄
輪
」
の
装
束
付
け
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、
頭
に
戴
く
作
物
の
鉄
輪
に
あ
り
、
紅
い
毛
で
焔
が
造
型
さ
れ
て
い
る
。
面
は
般
若
よ
り
も
地
味
な
橋
姫
を

用
い
る
が
、
着
付
は
赤
地
箔
、
作
物
も
「
葵
上
」
の
出
小
袖
に
比
べ
て
、
祈
祷
台
の
上
に
男
の
烏
帽
子
・
女
の
黒
髪
と
、
す
べ
て
は
あ
ら
わ
な
舞
台
面
で
あ

る
。
恋
の
物
狂
い
で
あ
る
か
ら
、

「
班
女
」
に
あ
る
よ
う
な
一
種
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
当
然
有
る
べ
き
で
、
「
葵
上
」
の
場
合
な
ど
、
替
之
型
で
後
シ
テ
が

緋
長
袴
を
着
け
る
時
に
は
殊
に
そ
の
感
が
強
い
の
で
あ
る
が

「
鉄
輪
」
の
場
合
は
賎
女
と
し
て
の
地
味
な
要
案
と
、
世
話
も
の
の
の
執
念
も
の
で
あ
る
と
い

ぅ
、
あ
ら
わ
な
も
の
を
要
求
す
る
面
と
が
ま
ざ
り
合
っ
て
、
奇
妙
に
調
和
し
な
い
印
象
を
残
す
の
で
あ
る
。
ワ
キ
の
祈
り
も
、「
葵
上
」
な
ど
に
あ
る
「
嚢
諜

長
奈
嶋
田
羅
赦
」
で
は
な
く
て

そ
れ
天
開
け
地
固
ま
っ
し
よ
り
乙
の
方
。
伊
弊
諾
伊
弊
冊
の
尊
。
天
の
磐
座
に
し
て
。
み
と
の
ま
く
ば
ひ
あ
り
し
よ
り
。
男
女
夫
婦
の
語
ら
ひ
を
な
し
。

め
い

陰
陽
の
道
。
永
く
伝
は
る
。
そ
れ
に
な
ん
ぞ
蝿
魅
神
妨
げ
を
な
し
。
非
業
の
命
を
取
ら
ん
と
や
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と
祈
っ
て
い
る
の
は
、
陰
陽
師
の
実
際
の
口
調
を
ま
ね
た
も
の
か
も
し
れ
ぬ
が
、
極
め
て
あ
ら
わ
な
調
子
で
あ
り
、
聞
き
様
に
よ
っ
て
は
卑
狼
で
さ
え
あ
る
。

と
の
よ
う
な
点
を
綜
合
す
る
と
、

「
鉄
輪
」
が
鬼
能
と
し
て
も
世
話
も
の
の
位
置
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
が
、
こ
の
よ
う
な
世
話
物
的
要
素
を

検
討
し
て
行
く
結
果
と
し
て
、
我
々
は
も
う
一
度
執
念
も
の
と
し
て
の
「
鉄
輪
」
の
世
界
へ
帰
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
鉄
輪
」
に
は
二
人
の
ワ
キ
が
出
る
。e

一
人
は
先
に
述
べ
た
陰
陽
師
（
晴
明
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
で
あ
り
、
一
人
は
女
の
夫
で
あ
る
素
抱
上
下
の
男
で
あ

る
。
一
般
に
ワ
キ
は
、
シ
テ
の
現
在
位
置
を
決
定
す
る
の
に
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
乙
の
乙
と
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
詳
し
く
述
べ
る

乙
と
に
し
た
い
が
、
祈
り
の
ワ
キ
の
他
に
も
う
一
人
の
ワ
キ
が
あ
る
乙
と
か
ら
、
鬼
も
の
と
執
念
も
の
と
い
う
二
重
の
性
格
を
乙
の
シ
テ
が
持
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
出
来
る
。
し
か
し
、
実
演
上
は
ワ
キ
ヅ
レ
と
呼
ば
れ
る
と
の
第
二
の
ワ
キ
は
、
了
度
他
の
曲
の
間
狂
言
の
よ
う
に
、
前
シ
テ
の
中
入
後
に

登
場
し
て
ワ
キ
を
呼
び
出
し
、
後
シ
テ
の
出
の
前
に
退
場
し
て
し
ま
う
。
後
シ
テ
に
対
し
て
は
、
舞
台
面
に
一
個
の
侍
烏
帽
子
を
残
す
の
み
な
の
は
、
了
度

「
葵
上
」
の
出
し
小
袖
に
似
て
い
る
と
言
え
る
。
演
能
の
上
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
影
の
如
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
葵
上
」
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
乙



の
影
の
如
き
男
を
舞
台
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
た
し
か
に
ひ
と
つ
の
効
果
を
予
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
シ
テ
が
か
く
ま
で
あ
ら
わ
に
且

つ
性
急
に
恨
み
を
表
明
し
て
い
る
当
の
相
手
を
、
う
ち
し
お
れ
た
姿
で
舞
台
に
出
す
と
と
に
よ
っ
て
、
観
客
に
具
体
的
な
知
識
を
与
え
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
効

果
で
あ
っ
て
、
ワ
キ
ヅ
レ
と
ワ
キ
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
る
短
い
会
話
が
、
生
死
の
問
題
に
関
す
る
緊
張
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
観
客
は
シ
テ
の
立
場

と
の
対
照
を
そ
こ
に
感
じ
、
ま
た
シ
テ
の
恨
み
の
行
き
つ
く
先
を
い
つ
も
は
っ
き
り
知
っ
て
い
れ
ば
い
る
だ
け
、
シ
テ
の
心
の
葛
藤
を
は
な
れ
て
具
体
的
な
結

果
を
見
た
が
る
方
に
傾
い
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
後
シ
テ
の
内
部
で
相
魁
す
る
も
の
が
恨
み
と
、
恥
で
は
な
く
て
、
男
へ
の
憎
し
み
と
哀
れ
み
と
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
こ
の
こ
と
は
関
係
が
あ
る
。
執
念
も
の
で
あ
る
以
上
シ
テ
の
心
理
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
葵
上
」
の
場
合
の
よ
う
な
形
で
な

く
、
シ
テ
が
男
を
殺
す
か
殺
さ
ぬ
か
と
い
う
こ
と
の
み
に
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て
来
る
こ
と
の
た
め
に
、
ワ
キ
ヅ
レ
の
登
場
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

「
鉄
輪
」
の
舞
台
面
が
う
っ
た
え
て
来
る
も
の
は
、
そ
う
し
た
生
か
死
か
の
せ
つ
ぽ
つ
ま
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
男
が
、
ワ
キ
は
な
く
ワ

キ
ヅ
レ
と
し
て
あ
く
ま
で
従
の
立
場
で
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
シ
テ
の
心
の
行
き
つ
く
先
を
た
だ
さ
し
示
す
た
め
に
の
み
舞
台
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で

こ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
シ
テ
の
恨
み
は

「
葵
上
」
や
「
狂
女
」
の
場
合
の
よ
う
な
幽
玄
な
装
飾
や
深
い
哀
れ
き
を
持
つ
て
は
い
な
い
。
作
者
の
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あ
る
と
す
れ
ば
、
効
果
と
し
て
は
シ
テ
の
狂
燥
め
い
た
言
動
の
み
が
浮
き
上
っ
て
来
る
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

意
図
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
す
べ
て
こ
の
曲
か
ら
取
り
去
っ
て
、
た
だ
あ
ら
わ
で
具
体
的
な
人
間
心
理
を
舞
台
上
に
表
出
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

お
そ
ろ
し
い
女
の
執
念
で
は
あ
る
の
だ
が
、
貴
船
の
神
に
そ
の
執
念
の
成
就
を
祈
り
に
行
っ
て
も
、
神
の
力
に
す
が
る
だ
け
で
な
く
自
ら
鬼
に
な
ろ
う
と
祈
つ

て
い
る
ほ
ど
性
急
な
女
で
あ
り
、
神
自
身
も
も
と
も
と
の
性
質
か
ら
、
更
に
は
い
さ
さ
か
怪
薄
な
印
象
を
さ
え
与
え
つ
つ
女
に
復
讐
を
ゆ
る
し
て
し
ま
う
、
そ

の
問
の
構
成
に
は
「
剣
の
巻
」
の
世
界
を
と
び
こ
え
て
、
古
代
の
説
話
の
世
界
に
あ
る
賎
女
の
嫉
妬
の
物
語
へ
と
、
と
の
能
を
導
い
て
行
乙
う
と
い
う
意
図
が

見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
賎
女
の
嫉
妬
を
笑
う
と
い
う
作
者
の
態
度
で
あ
る
。
説
話
の
位
界
で
、
笑
う
べ
き
も
の
と
し
て
あ
っ
か
つ
て
来
た
乙
の
テ
l

マ

に
対
す
る
態
度
が

「
剣
の
巻
」
を
通
し
て
乙
の
能
に
復
活
し
て
来
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に

「
鉄
輪
」
の
シ
テ
の
心
持
は
決
し
て
単
純
な
も
の
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
乙
と
は
出
来
な
い
し
、
舞
台
面
の
効
果
も
、
狂
言
的
リ
ア

リ
ズ
ム
の
世
界
か
ら
は
未
だ
遠
く
、
E
つ
復
雑
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
乙
の
曲
が
、
観
客
を
単
純
な
笑
い
へ
と
さ
そ
い
乙
む
ほ
ど
陽
性
の
も
の
で
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
っ
て
、
古
代
の
説
話
に
中
世
の
複
雑
な
生
活
感
情
が
注
入
さ
れ
て
、
よ
り
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
乙
と
は
事
実
で
あ
る
。



古
代
で
は
専
ら
笑
わ
れ
て
ば
か
り
居
た
賎
女
の
感
情
に
、
決
し
て
深
く
は
な
い
が
鋭
い
観
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
乙
の
曲
の
価
値
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

し
か
し
賎
女
を
笑
う
と
い
う
古
代
人
の
態
度
は
、
乙
こ
で
は
一
応
シ
テ
を
同
情
ぬ
き
に
突
き
放
し
た
脚
色
態
度
を
採
る
と
い
う
と
と
に
お
い
て
復
活
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
前
述
の
鋭
い
観
察
も
こ
乙
か
ら
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
し
、
貴
船
の
神
と
シ
テ
と
の
交
渉
が
皮
肉
に
見
ら
れ
得
る
の
も
、
そ
と
か
ら
出
発
し
た

脚
色
態
度
の
成
果
な
の
で
あ
る
。

後
シ
テ
の
態
度
に
は
男
へ
の
恨
み
と
哀
惜
と
が
交
錯
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
相
刻
を
断
ち
切
っ
て
「
い
で
い
で
命
を
取
ら
ん
」
と
迫
っ
て
行
く

と
、
ワ
キ
に
よ
っ
て
勧
請
さ
れ
て
い
る
三
十
番
神
に
よ
っ
て
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。

殊
更
恨
め
し
き
。
あ
だ
し
男
を
。
取
っ
て
行
か
ん
と
臥
し
た
る
枕
に
立
ち
寄
り
見
れ
ば
。
恐
ろ
し
ゃ
御
幣
に
。
三
十
番
神
ま
し
ま
し
て
。
姐
腫
鬼
神
は
械

ら
は
し
ゃ
出
で
よ
出
で
よ
と
責
め
給
ふ
ぞ
や
。
腹
立
ち
ゃ
思
ふ
夫
を
ば
取
ら
で
あ
ま
さ
へ
神
々
の
。
責
め
を
蒙
る
悪
鬼
の
神
通
通
力
自
在
の
勢
ひ
絶
え
て

と
、
シ
テ
の
眼
に
映
っ
て
来
る
三
十
番
神
の
姿
は
、
恨
み
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
哀
れ
み
と
同
様
、
突
然
シ
テ
の
感
覚
の
中
に
入
り
込
ん
で
来
る
。
そ
れ
ま

で
シ
テ
の
心
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
恨
み
と
愛
と
の
相
魁
が
、
シ
テ
の
恨
み
と
三
十
番
神
の
威
力
と
の
戦
い
に
す
り
代
わ
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
十

番
神
の
姿
を
実
は
シ
テ
の
内
心
の
姿
の
象
徴
と
し
て
作
者
が
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
自
然
な
効
果
を
伴
っ
て
局
面
を
変
え
て
行
く
。
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さ
し
も
シ
テ
が
た
の
ん
で
い
た
貴
船
の
神
の
威
力
も
、
三
十
番
神
の
前
に
何
の
争
い
も
な
く
屈
伏
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
神
の
威
力
を
乙
れ
ほ
ど
な
い
が

し
ろ
に
し
た
曲
も
少
い
わ
け
で
あ
る
が
、
は
じ
め
か
ら
貴
船
の
神
が
あ
や
し
げ
な
願
い
を
か
な
え
る
神
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
果
し
て
神
が
女

に
本
当
の
威
力
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
生
れ
て
来
る
。
「
怒
れ
る
心
」
を
持
て
と
い
う
神
託
を
た
よ
り
に
一
生
懸
命
鬼
に
な
ら
ん
と
つ
と
め

た
女
も
内
心
の
葛
簸
に
よ
っ
て
鬼
に
な
り
き
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
し
、
貴
船
の
神
が
果
し
て
本
当
の
と
と
を
彼
女
に
教
え
た
の
か
ど
う
か
も
実
は
疑
わ

し
い
の
で
あ
る
。

後
シ
テ
が
調
伏
さ
れ
て
も
完
全
に
負
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
「
い
ふ
声
ば
か
り
聞
え
て
姿
は
自
に
見
え
ぬ
鬼
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
貴
船
の
神
へ
の
作

者
の
遠
慮
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ぬ
が
、
本
当
は
貴
船
の
神
に
さ
え
も
笑
わ
れ
て
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
賎
し
い
女
の
恨
み
が
、
成
仏
得
脱
と
い
う
境
地
に
至
る

に
は
あ
ま
り
に
強
く
残
り
す
ぎ
た
結
果
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。


