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「
児
の
そ
ら
寝
」
考

|
古
文
導
入
教
材
と
し
て
の
適
合
性
を
考
え
る
!

須
藤

敬

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
児
の
そ
ら
寝
」
は
、
高
校
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
の
多
く
が
古
文
導
入
教
材
と
し
て
採
用
し
て
い
る
作
品
で

あ
る
が
、
本
説
話
が
ど
う
い
う
点
で
古
文
の
入
門
教
材
と
し
て
適
切
な
の
か
、
高
校
古
文
学
習
の
教
材
配
列
全
体
を
見
通
し
た
上
で
説
明
さ

れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
本
説
話
に
つ
い
て
研
究
者
に
よ
る
、

O
空
寝
を
す
る
稚
児
の
内
部
に
視
点
を
設
定
し
、
耳
を
通
し
て
感
知
さ
れ
る
場
面
の
進
行
と
、
そ
れ
に
関
心
を
払
う
稚
児
の
心
理
と
生
理

を
語
る
。
(
中
略
)
入
門
教
材
な
ど
に
採
用
さ
れ
、
説
話
文
学
の
魅
力
や
特
性
を
示
す
例
と
も
さ
れ
る
が
、
実
は
、
説
話
と
し
て
典
型

的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
劇
性
が
希
薄
と
い
う
点
で
珍
し
い
部
類
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

O
想
像
が
あ
ら
た
な
想
像
を
生
ん
で
自
縄
自
縛
に
お
ち
い
っ
て
い
く
少
年
の
心
理
が
鮮
や
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
説
話
文
学
は
人
々

の
言
動
を
外
側
か
ら
た
ど
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
こ
れ
は
す
こ
ぶ
る
異
色
あ
る
掌
編
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
犯

o

O
児
の
微
妙
な
心
理
の
揺
れ
を
こ
れ
ほ
ど
さ
り
げ
な
く
的
確
に
と
ら
え
て
見
せ
た
作
は
他
に
例
を
見
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
は
児
の
聴

覚
と
心
理
を
通
し
て
語
ら
れ
、
「
ひ
き
め
き
」
「
ひ
し
ひ
し
と
」
と
い
っ
た
ざ
わ
め
き
ゃ
食
べ
る
「
音
」
、
僧
の
声
な
ど
の
音
声
、
聴
覚 (499) -98ー



形
象
が
交
響
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
で
え
い
」
と
自
ら
の
返
事
で
ど
っ
と
笑
い
声
が
響
く
。
す
べ
て
は
笑
い
に
解
消
さ
れ
、
児
は
僧
の
笑

い
に
包
み
込
ま
れ
る
。
児
を
迎
え
と
る
僧
の
情
愛
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

等
の
評
言
が
あ
る
こ
と
を
、
説
話
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
捉
え
方
も
含
め
て
、
古
文
教
育
の
現
場
で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
教
材
と
し
て

の
位
置
付
け
を
考
え
て
い
け
ば
よ
い
の
、
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
全
文
を
掲
げ
る
。
高
校
に
入
学
し
、
古
文
の
最
初
の
授
業
で
こ
の
作
品
に
接
し
た
生
徒
は
何
箇
所
か
で
戸
惑
い
を
見
せ
る
。
そ
れ
を

-99-

傍
線
部
で
示
し
た
。
具
体
的
に
は
後
の

I
l
N

で
指
摘
す
る
。
各
文
末
の
括
弧
内
の
数
字
は
、
各
文
を
構
成
す
る
単
語
数
で
あ
る
。

①
こ
れ
も
今
は
昔
、
比
叡
の
山
に
児
あ
り
け
り
。
[
ロ
]

②
僧
た
ち
、
宵
の
つ
れ
づ
れ
に
、
「
い
ざ
、
掻
餅
せ
ん
」
と
言
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
、
心
寄
せ
に
聞
き
け
り
。
[
同
]

③
さ
り
と
て
、
し
出
だ
さ
ん
を
待
ち
て
寝
ざ
ら
ん
も
わ
ろ
か
り
な
ん
と
思
ひ
て
、
片
方
に
寄
り
て
、
寝
た
る
よ
し
に
て
、
出
で
来
る
を
待

ち
け
る
に
、
す
で
に
し
出
、
だ
し
た
る
さ
ま
に
て
、
ひ
し
め
き
あ
ひ
た
り
。
[
お
]

④
こ
の
児
、
定
め
て
お
ど
ろ
か
さ
む
ず
ら
ん
と
、
待
ち
ゐ
た
る
に
、
僧
の
、
「
物
申
し
候
は
ん
。
お
ど
ろ
か
せ
給
へ
」
と
言
ふ
を
、
嬉
し

と
は
思
へ
ど
も
、
た
だ
一
度
に
い
ら
へ
ん
も
、
待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
と
て
、
い
ま
一
声
呼
ば
れ
て
い
ら
へ
ん
、
と
念
じ
て
寝
た
る

ほ
ど
に
、
「
や
、
な
起
し
た
て
ま
つ
り
そ
。
幼
き
人
は
寝
入
り
給
ひ
に
け
り
」
と
言
ふ
声
の
し
け
れ
ば
、
あ
な
わ
び
し
と
思
ひ
て
、
今

一
度
起
こ
せ
か
し
と
、
思
ひ
寝
に
聞
け
ば
、
ひ
し
ひ
し
と
、
た
だ
食
ひ
に
食
ふ
音
の
し
け
れ
ば
、
術
な
く
て
、
無
期
の
後
に
、
「
え
い
」
(498) 



と
い
ら
へ
た
り
け
れ
ば
、
僧
た
ち
笑
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
[
凹
]

四
つ
の
文
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
①
②
文
は
主
述
関
係
が
明
確
で
構
文
的
に
も
難
し
い
箇
所
は
な
い
。
し
か
し
③
④
文
で
は
長
文
と

な
り
、
特
に
④
文
は
一
文
あ
た
り
の
平
均
単
語
数
を
“
語
ま
で
押
し
上
げ
る
ほ
ど
の
長
さ
に
な
っ
て
い
る
。
各
動
調
の
動
作
主
も
次
々
と

転
換
し
、
生
徒
は
そ
れ
を
一
つ
一
つ
補
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
力
低
下
問
題
が
言
わ
れ
始
め
て
久
し
い
が
、

一
九
八
九
年
と

二
O
O

一
年
の
小
・
中
学
生
の
学
力
の
比
較
調
査
を
行
っ
た
デ
l

タ
に
よ
る
と
、
国
語
で
は
主
語
・
述
語
関
係
を
捉
え
る
力
、
特
に
複
文
に

お
い
て
そ
の
力
が
低
下
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
高
校
で
最
初
に
出
会
う
古
文
教
材
に
④
文
の
よ
う
な
文

章
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
適
否
が
検
討
さ
れ
て
も
よ
い
。

E 

本
説
話
の
読
解
は
児
の
心
理
描
写
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
と
な
る
。
教
科
書
の
「
学
習
」
で
も
、

O
児
が
心
の
中
で
思
っ
た
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
す
べ
て
抜
き
出
し
、
そ
の
心
情
の
変
化
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
〔
教
育
出
版
〕

O
児
が
呼
ば
れ
て
す
ぐ
に
返
事
を
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。
〔
桐
原
書
店
〕

等
、
児
の
心
理
を
問
う
も
の
が
多
い
。
し
か
し
そ
れ
は
推
量
の
助
動
詞
「
む
・
む
ず
」
を
多
用
す
る
こ
と
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
わ
ろ
か
り
/
な
/
ん
」
「
定
め
て
:
・
む
ず
/
ら
ん
」
の
よ
う
に
他
の
助
動
調
と
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
心
理

の
強
弱
や
、
助
詞
「
も
ぞ
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
理
解
し
な
い
と
、
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
導
入
教
材
と
い
う
よ
り
は
、

助
動
調
の
学
習
を
一
通
り
終
え
た
後
、
「
む
」
の
具
体
的
用
法
を
学
ぶ
の
に
適
し
た
教
材
、
と
い
う
位
置
付
け
が
で
き
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

(497) -100-



E
 
謙
譲
語
+
丁
寧
語
・
二
重
(
最
高
)
敬
語
・
謙
譲
の
補
助
動
詞
・
尊
敬
の
補
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
僧
た
ち
と
児
と
の
関
係

を
把
握
す
る
た
め
の
拠
り
所
に
も
な
っ
て
い
る
。
教
科
書
の
「
学
習
」
で
は
、
本
文
末
尾
に
描
か
れ
る
僧
た
ち
の
笑
い
の
理
由
や
質
を
問
う

も
の
も
多
い
が
、
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
も
敬
語
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
助
動
詞
と
同
様
、
高
校
の
最
初
の
教
材
と

し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
る
敬
語
の
パ
タ
ー
ン
が
多
す
ぎ
る
。
ま
た
敬
語
の
説
明
を
す
れ
ば
、
生
徒
は
す
ぐ
に
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
に
僧
た
ち
は

児
に
敬
語
を
用
い
る
の
か
と
質
問
し
て
く
る
。
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

N 

主
客
の
関
係
を
押
さ
え
る
上
で
自
動
詞
と
他
動
調
の
識
別
は
欠
か
せ
な
い
が
、
「
お
ど
ろ
か
さ
/
む
ず
/
ら
む
」
と
「
お
ど
ろ
か
/

せ
/
た
ま
へ
」
の
他
動
詞
と
自
動
詞
の
違
い
は
、
「
お
ど
ろ
か
さ
」
と
「
お
ど
ろ
か
」
と
い
う
活
用
形
、
及
び
助
動
詞
「
す
」
に
お
け
る
「
せ

/
た
ま
ふ
」
の
用
法
等
に
つ
い
て
学
習
し
て
い
な
い
段
階
の
生
徒
に
と
っ
て
は
わ
か
り
に
く
い
。
特
に
助
動
詞
「
す
・
さ
す
」
の
使
役
と
尊

以
上
の
言
語
事
項
に
対
す
る
理
解
が
あ
っ
て
、
教
科
書
の
「
学
習
」
、

-101-

敬
の
識
別
は
、
古
文
学
習
が
か
な
り
進
ん
だ
段
階
で
あ
っ
て
も
生
徒
に
と
っ
て
難
問
と
な
り
や
す
い
。

O
こ
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
か
」
〔
第
一
学
習
杜
・
筑
摩
書
房
、
等
〕

と
い
う
問
い
に
対
し
論
理
的
な
解
答
が
可
能
に
な
る
。

入
門
教
材
で
あ
る
た
め
、
多
く
の
教
科
書
が
傍
訳
、
あ
る
い
は
全
訳
を
付
し
て
は
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
を
頼
り
に
読
み
、
古
典
の
面
白

さ
が
わ
か
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
入
門
教
材
の
候
補
と
な
る
作
品
は
ほ
か
に
い
く
ら
で
も
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

(496) 



本
説
話
の
読
解
の
難
し
さ
は
構
文
や
文
法
面
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
何
の
補
足
説
明
も
な
し
に
、
本
説
話
の
舞
台
と
な
っ
て

い
る
空
間
や
、
僧
と
児
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
生
徒
が
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
寺
で
僧
た
ち
に
固
ま
れ
て
暮
ら

し
て
い
る
少
年
、
と
い
う
情
報
か
ら
現
代
の
高
校
生
が
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
像
は
「
一
休
さ
ん
」
程
度
で
あ
り
、
例
え
ば
「
牛

若
丸
(
遮
那
王
)
」
と
い
っ
た
答
え
は
期
待
す
べ
く
も
な
い
。

で
は
児
の
実
際
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
そ
の
容
姿
に
つ
い
て
、
古
典
作
品
の
描
写
で
は
若
い
女
性
の
描
写
と
大
同
小

異
の
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
図
像
に
お
い
て
も
女
と
見
紛
う
姿
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
一
児

二
山
王
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
比
叡
山
の
信
仰
と
伝
承
、
僧
と
児
と
の
情
愛
に
触
れ
た
研
究
も
数
多
く
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
「
思
ひ
寝
」
と
い
う
、
多
く
の
場
合
、
恋
愛
感
情
を
表
す
た
め
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
面
白
み
も
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
以
上
の
こ
と
は
本
説
話
に
対
す
る
、

O
仕
え
て
い
る
年
少
者
に
対
し
て
の
丁
重
す
ぎ
る
僧
た
ち
の
言
葉
遣
い
と
対
応
ぶ
り
の
理
由
は
何
か
。
少
年
が
貴
族
の
子
弟
で
あ
っ
た
た

の
説
明
は
で
き
な
い
。
『
徒
然
草
』

第
五
四
段
「
御
室
に
い
み
じ
き
児
の
」
に
う
か
が
わ
れ
る
稚
児
愛
的
な
状
況
を
想
定
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

め
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
次
話
の
場
合
、
(
農
村
出
の
少
年
へ
の
丁
寧
な
言
葉
遣
い
)

O
寺
院
に
お
け
る
稚
児
は
、
女
人
禁
制
の
生
活
の
た
め
に
、
同
性
愛
の
対
象
に
も
す
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
こ
と
さ
ら
に
児

に
対
す
る
僧
侶
の
愛
欲
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
が
、
お
の
ず
か
ら
児
を
め
ぐ
る
周
囲
の
愛
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

(495) -102-



O
美
童
の
場
合
は
男
色
の
対
象
と
し
て
特
別
祝
さ
れ
る
習
慣
も
あ
る
。

等
の
指
摘
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
背
景
を
有
す
る
説
話
だ
と
い
う
こ
と
は
、
本
説
話
の
教
材
と
し
て
の
適

否
を
論
じ
る
際
の
論
拠
と
は
な
り
に
く
い
。
現
在
、
保
健
体
育
科
や
家
庭
科
の
授
業
で
ど
れ
ほ
ど
「
性
」
を
扱
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、

公
民
科
の
授
業
で
性
同
一
性
障
害
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
生
徒
が
い
る
と
い
っ
た
こ
と
、
ボ
ー
イ
ズ
・
ラ
ブ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の

小
説
や
コ
ミ
ッ
ク
の
浸
透
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
ト
ラ
ン
ス
・
ジ
ェ
ン
ダ

l

の
マ
ス
コ
ミ
へ
の
登
場
、
等
の
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
古
文
の
授

業
で
「
性
」
に
関
わ
る
事
柄
は
取
り
上
げ
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
吋

o

ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
て
も
様
々
な
背
景
を
有
し
て
お
り
、

研
究
成
果
の
蓄
積
も
あ
る
。
教
材
と
し
て
扱
う
際
に
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
学
習
段
階
や
学
習
目
標
に
応
じ
、
授
業
者
が

そ
れ
ら
を
ど
こ
ま
で
自
覚
的
に
取
捨
選
択
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
本
説
話
に
つ
い
て
、

主
人
公
を
稚
児
と
す
る
話
は
、
中
世
の
作
品
に
多
く
、
そ
の
大
部
分
は
、
稚
児
を
め
ぐ
る
同
性
愛
的
雰
囲
気
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
話
も
、
僧
た
ち
の
丁
重
な
言
葉
遣
い
に
そ
の
雰
囲
気
を
多
少
は
感
ず
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
読
み
た
く
な
い

話
で
あ
る
。
(
中
略
)
稚
児
の
置
か
れ
た
環
境
と
し
て
の
中
世
寺
院
へ
の
考
察
も
必
要
と
な
ろ
う
が
、
単
純
に
主
人
公
の
心
理
を
追
う

だ
け
で
も
、
こ
の
話
は
十
分
面
白
く
読
め
よ
う
。

と
い
う
読
み
方
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
眼
前
の
生
徒
の
実
情
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
う
し
た
読
み
方
が
適
切
だ
と
い
う
判
断
が
あ
っ
て

も
か
ま
わ
な
い
。
た
だ
、
古
文
入
門
期
の
教
材
と
す
る
場
合
、

-103-(494) 



(
児
の
)
心
情
を
描
く
の
に
、
作
者
は
「
し
出
だ
さ
ん
を
待
ち
て
寝
ざ
ら
ん
も
わ
ろ
か
り
な
ん
」
と
推
量
の
助
動
詞
を
多
用
し
て
い
る
が
、

実
に
効
果
的
で
あ
る
。

と
い
う
文
法
上
の
課
題
を
い
か
に
回
避
し
て
授
業
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

で
は
文
法
事
項
に
踏
み
込
ま
ず
、
児
の
心
理
の
あ
り
方
を
生
徒
に
つ
か
ま
せ
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
で
つ
れ
し
・
わ
び
し
」
と
い
っ
た
心
情
を
表
す
語
棄
を
押
さ
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
教
科
書
は
教
材
ご
と
に
、い
わ
ゆ
る
重
要
古
語

を
別
掲
に
し
て
お
り
、
心
情
を
表
す
語
棄
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
古
語
の
辞
書
的
意
味
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
、

表
面
的
な
意
味
を
な
ぞ
っ
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
。
授
業
で
作
品
を
読
む
と
い
う
行
為
に
は
、
何
ら
か
の
分
析
的
作
業
や

作
品
の
構
造
的
把
握
が
要
求
さ
れ
る
。
で
は
児
の
内
面
を
直
接
描
写
し
た
表
現
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
「
人
々
の
言
動
を
外
側
か
ら
た

ど
る
」
表
現
を
押
え
る
こ
と
で
児
の
内
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
小
峯
和
明
氏
の

「
ひ
し
め
く
」
と
い
う
語
に
関
わ
る
御
論
で
あ
る
。

氏
は
「
ひ
し
め
く
」
に
つ
い
て
、
中
世
の
作
品
に
多
く
の
用
例
を
見
出
せ
る
こ
と
、
ま
た
説
話
集
の
中
で
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
最
も

多
く
の
用
例
が
あ
り
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
一
例
も
な
い
こ
と
か
ら
、
中
世
と
い
う
時
代
を
象
徴
す
る
言
葉
の
一
つ
と
さ
れ
、

(493) -104-



大
勢
で
が
や
が
や
何
か
や
っ
て
い
る
状
態
、
集
団
で
ご
っ
た
が
え
し
て
い
る
様
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て
、
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
い
う
る
。
集
団
の
動
き
へ
の
視
線
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
二
二
O
話
「
蔵
人
得
業
、
猿
沢
の
池
の
龍
の
事
」
の
中
で
、
得
業
恵
印
が
い
た
ず
ら

で
立
て
た
札
に
よ
っ
て
集
ま
っ
た
群
集
と
は
、

主
人
公
の
恵
印
か
ら
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
理
解
し
が
た
い

〈
他
者
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い

戸
、Jnu 

も
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
群
集
の
熱
狂
的
な
動
き
を
と
ら
え
た
の
が
「
ひ
し
め
く
」
だ
。
恵
印
と
は
切
断
さ
れ
た
、
顔
も
は
っ
き
り
し
な
い
無
名
の

群
衆
に
あ
え
て
名
称
を
与
え
た
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

と
さ
れ
る
。
ま
た
他
の
作
品
の
用
例
に
お
い
て
も
、
「
自
己
と
切
断
さ
れ
た
〈
他
者
〉
に
ま
つ
わ
る
表
現
」
と
し
て
用
い
ら
れ
、
「
外
部
の
得

体
の
知
れ
な
い
動
き
や
音
の
表
象
と
し
て
機
能
」
し
て
お
り
、
「
児
の
そ
ら
寝
」
の
「
ひ
し
め
き
あ
ひ
た
り
」
に
つ
い
て
も
、

(492) 



支
度
が
で
き
て
食
べ
始
め
る
周
囲
の
高
揚
し
た
雰
囲
気
が
「
ひ
し
め
く
」

一
語
に
凝
縮
さ
れ
、
僧
ら
の
「
ひ
し
ひ
し
と
、
た
だ
く
ひ
に

く
ふ
音
」
と
も
響
き
あ
っ
て
い
よ
う
。
自
ら
は
そ
こ
に
参
加
し
え
な
い
絶
望
感
、
疎
外
さ
れ
た
児
の
位
置
と
心
理
を
逆
照
射
す
る
実
に

効
果
的
な
表
現
。

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
指
摘
に
導
か
れ
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
他
の
用
例
と
し
て
、
第
三
話
「
鬼
に
癌
取
ら
る
る
事
」
、
第
二
三
二
話
「
そ
ら
入
水
し

た
る
僧
の
事
」
の
「
ひ
し
め
く
」
を
見
る
と
、

い
ず
れ
も
「
ひ
し
め
く
」
集
団
を
描
く
こ
と
で
、
そ
れ
と
は
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
、
あ
る

い
は
画
さ
ざ
る
を
得
な
い
個
(
孤
)
が
際
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
「
児
の
そ
ら
寝
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
構
図
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
個
(
孤
)
が
集
団
と
の
境
を
越
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
大
変
な
決
意
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
鬼

に
癌
取
ら
る
る
事
」
の
話
に
お
い
て
、
「
山
の
中
に
、
た
だ
一
人
ゐ
た
」
翁
が
、
「
百
人
ば
か
り
、
ひ
し
め
き
集
」っ
た
鬼
が
舞
う
の
を
見
て
、

「
あ
は
れ
、
走
り
出
て
舞
は
ば
や
」
と
思
い
、
実
際
に
飛
び
出
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
「
物
の
窓
き
た
り
け
る
に
や
、
ま
た
然
る
べ
く
神
仏
の

思
は
せ
給
ひ
け
る
に
や
」
と
語
ら
れ
る
ほ
ど
の
行
為
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
そ
ら
入
水
し
た
る
僧
の
事
」
で
は
、
桂
川
に
入
水
す
る
聖
を
見
る

た
め
人
々
が
「
ひ
し
め
き
合
」

っ
て
集
ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
期
待
を
裏
切
っ
た
結
果
、
聖
は
「
頭
打
ち
破
ら
れ
」
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
る
。
集
団
と
個
(
孤
)
と
の
危
う
い
緊
張
関
係
が
崩
れ
た
場
合
の
一
つ
の
方
向
性
を
示
す
話
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
は
児
の
場
合
に
お
い
て
は
、
「
「
え
い
』
と
い
ら
へ
」
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
葛
藤
の
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
ひ
し
め
く
」
は
重
要
古
語
と
し
て
取
立
て
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
語
誌
に
注
意
を
払
え
ば
、
こ
う
し
た
語
に

も
用
い
ら
れ
る
必
然
性
と
機
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
授
業
で
は
扱
え
る
。
併
せ
て
、
文
学
に
お
い
て
個
(
孤
)
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
表
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現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
一
例
を
示
し
て
お
く
こ
と
は
、
現
代
文
で
近
現
代
の
小
説
を
読
む
際
に
も
、

一
つ
の
観
点
と
し
て
応
用

で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
も
先
に
述
べ
た
文
法
事
項
の
学
習
に
基
づ
い
た
読
み
が
一
方
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
補
完
的
に

理
解
が
深
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

四

本
稿
は
本
説
話
が
教
材
と
し
て
不
適
格
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
の
で
は
な
い
。
作
品
を
き
ち
ん
と
読
む
た
め
に
は
、
テ
キ
ス
ト
が
用

い
て
い
る
言
葉
を
丁
寧
に
扱
い
、
そ
の
個
々
の
機
能
に
つ
い
て
生
徒
に
関
心
を
持
た
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
教
材
配

列
上
の
適
合
性
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
や
は
り
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
か
ら
古
文
導
入
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
こ
と
の
多
い
「
検
非
違
使
忠
鴫
」
を
取
り
上
げ
、
「
児
の
空
寝
」
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と
の
比
較
、
点
検
を
し
て
み
た
い
。
「
児
の
空
寝
」
と
同
様
の
形
で
全
文
を
挙
げ
る
。

①
こ
れ
も
今
は
昔
、
忠
明
と
い
ふ
検
非
違
使
あ
り
け
り
。
〔
9

〕

②
そ
れ
が
若
か
り
け
る
と
き
、
清
水
の
橋
の
た
も
と
に
て
、
京
童
部
と
い
さ
か
ひ
を
し
け
り
。
〔
口
〕

③
京
童
部
、
手
ご
と
に
万
を
抜
き
て
、
忠
明
を
立
ち
こ
め
て
、
殺
さ
ん
と
し
け
れ
ば
、
忠
明
も
太
万
を
抜
き
て
、
御
堂
ざ
ま
に
上
る
に
、

御
堂
の
東
の
つ
ま
に
も
、
あ
ま
た
立
ち
て
向
か
ひ
あ
ひ
た
れ
ば
、
内
へ
逃
げ
て
、
蔀
の
も
と
を
脇
に
挟
み
て
、
前
の
谷
へ
踊
り
落
つ
。

〔
貯
〕

(490) 

④
蔀
、
風
に
し
ぶ
か
れ
て
、
谷
の
底
に
、
鳥
の
ゐ
る
や
う
に
、
や
お
ら
落
ち
に
け
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
逃
げ
て
去
に
け
り
。
〔
お
〕



⑤
京
童
部
ど
も
、
谷
を
見
お
ろ
し
て
、
あ
さ
ま
し
が
り
て
、
立
ち
な
み
て
見
け
れ
ど
も
、
す
べ
き
ゃ
う
も
な
く
て
、
や
み
に
け
り
と
な
ん
。

〔
お
〕

(489) 

こ
れ
を
「
児
の
空
寝
」
と
比
べ
る
と
、

一
文
あ
た
り
の
平
均
単
語
数
が
お
語
で
、
構
文
的
に
も
複
雑
な
も
の
が
な
く
、
動
作
主
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
も
少
な
い
。

E 

内
容
を
理
解
す
る
上
で
、
こ
と
さ
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
付
属
語
が
な
い
。

E
 
敬
語
が
な
い
。
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等
の
こ
と
か
ら
、
書
か
れ
て
い
る
事
柄
を
理
解
す
る
と
い
う
点
で
は
平
易
な
文
章
と
言
え
る
。
そ
の
上
、
用
言
の
最
初
の
学
習
と
な
る
動
調

に
つ
い
て
は
、
九
種
類
の
活
用
の
う
ち
七
種
類
(
四
段
・
上
一
段
・
上
二
段
・
下
二
段
・
サ
変
・
ナ
変
・
ラ
変
)
の
用
例
が
出
揃
っ
て
い
る
。

内
容
に
お
い
て
は
、
「
児
の
そ
ら
寝
」
に
描
か
れ
て
い
る
程
の
心
理
描
写
は
な
い
が
、
「
蔀
、
風
に
し
ぶ
か
れ
て
、
谷
の
底
に
、
鳥
の
ゐ
る

や
う
に
、
や
お
ら
落
ち
に
け
れ
ば
」
は
、
読
み
手
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
「
劇
的
」
の
あ
る
表
現
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、

「
観
音
助
ケ
給
ヘ
」
ト
申
シ
ケ
レ
パ
、
「
偏
ニ
此
レ
其
ノ
故
也
」
ト
ナ
ム
思
ヒ
ケ
ル

と
、
観
音
の
利
益
に
よ
る
奇
跡
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
そ
の
時
代
精
神
や
背
景
と
比
較
し
つ
つ
、
観
音
の
利



益
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
語
り
手
の
姿
勢
や
本
説
話
に
対
す
る
捉
え
方
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
古
文
導

入
時
の
授
業
と
し
て
は
十
分
に
深
化
し
た
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
「
京
童
部
」
が
説
話
文
学
に
お
い
て
果
た
し
て

い
る
役
齢
に
触
れ
る
こ
と
も
、
古
典
世
界
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
以
前
の
有
り
ょ
う
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
後
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に

な
る
様
々
な
古
典
の
読
解
上
、
有
益
な
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
児
の
そ
ら
寝
」
と
「
検
非
違
使
忠
明
」
を
入
門
教
材
と
し
て
並
べ
る
の
な
ら
ば
、
「
検
非
違
使
忠
明
」
↓
「
児
の
そ
ら
寝
」
の
方
が
、
構

文
や
文
法
面
に
お
い
て
「
易
↓
難
」
で
あ
る
し
、
「
〈
出
来
事
の
叙
述
〉
を
読
み
取
る
↓
〈
内
面
の
描
写
〉
を
読
み
取
る
」
と
い
う
学
習
階
梯

を
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
両
者
の
比
較
は
あ
く
ま
で
一
例
で
あ
る
。
本
稿
で
述
べ
た
い
の
は
、
多
く
の
作
品
に
つ
い
て
、
教
材
と
し
て
扱
う
際
の
難
易
度
を
語
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棄
や
語
誌
、
構
文
・
語
法
、
文
法
事
項
等
の
各
領
域
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
段
階
化
、
明
確
化
し
て
い
く
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
が
も
っ
と

な
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
上
で
内
容
面
に
お
い
て
、
ど
う
い
う
テ
l
マ
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
将
、
併
せ
て
考
え

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

五

最
後
に
、
古
文
学
習
と
古
文
教
材
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
か
ら
二
つ
の
テ
l

マ
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

一
つ
は
生
徒
の
古
文
離
れ
、
古
文
嫌
い
の
元
凶
と
し
て
指
弾
さ
れ
て
い
る
文
法
学
習
に
つ
い
て
で
あ
る
。
文
法
学
習
を
「
訓
詰
注
釈
的
授

業
」
と
名
づ
け
て
批
判
す
る
古
文
教
育
論
は
枚
挙
に
逗
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
多
く
は
辞
書
で
古
語
の
意
味
を
調
べ
、
文
法
事
項
を
確
認
し
、

口
語
訳
を
作
る
と
い
う
作
業
の
繰
り
返
し
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
命
名
は
適
切
で
は
な
い
。
訓
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詰
注
釈
と
は
謎
解
き
的
性
格
を
有
し
た
知
的
興
奮
を
伴
う
作
業
で
あ
る
。
例
え
ば
理
科
に
お
い
て
仮
説
を
組
み
立
て
つ
つ
、
実
験
に
よ
る
検

証
や
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
科
学
的
真
実
に
近
づ
く
こ
と
と
き
わ
め
て
似
た
性
格
を
有
す
る
作
業
で
あ
る
こ
と
は
、
数
百
年
に
わ
た
る
先

人
た
ち
の
注
釈
の
歴
史
や
現
代
の
研
究
者
の
論
考
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
あ
針
。

(487) 

確
か
に
「
高
校
の
古
文
学
習
は
、
古
典
文
法
の
暗
記
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
現
代
語
訳
の
作
業
と
が
、
事
実
上
、
す
べ
て
で
あ
る
と
い
鴻
」

こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
国
語
に
お
け
る
読
解
と
は
日
本
語
と
い
う
言
語
の
特
質
を
理
解
し
た
上
で
な
さ
れ
た
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
「
文
法
学
習
は
つ
ま
ら
な
い
」
と
生
徒
が
言
う
の
は
、
学
習
の
方
法
が
つ
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
か
ら
授
業
者
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
文
法
を
排
除
し
た
学
習
方
法
で
は
な
く
、
文
法
の
学
習
の
工
夫
で
は
な
い
の
か
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
教
室
で
の
古
文
読
解
の
基
本
的
作
業
と
さ
れ
て
い
る
助
詞
の
補
充
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
問
題
を
様
々
に
掘
り
下
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げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
児
の
そ
ら
寝
」
の
教
科
書
の
口
語
訳
で
は
、
①
文
の
「
児
」
と
「
あ
り
け
り
」
の
間
や
、
②
文
の
「
僧
た
ち
」
や

「
こ
の
児
」
の
直
後
に
助
詞
「
が
」
、
ま
た
は
「
は
」
を
補
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
助
調
を
補
う
と
い
う
こ
と
自
体
を
も
含
め
て
自
明
の
こ

一
方
、
④
文
の
「
幼
き
人
は
」
で
は
「
は
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
あ
る
い
は
「
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
」
(
『
源

氏
物
語
』
「
若
紫
」
)
と
「
が
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
古
文
が
あ
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
ま
た
助
詞
を
補
う
に
し
て
も
、
仮
に
「
も
・

と
な
の
か
。

こ
そ
」
や
「
さ
へ
・
の
み
」
を
補
う
と
、
ど
の
よ
う
な
内
容
に
話
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
。
逆
に
補
い
よ
う
の
な
い
助
詞
は
ど
う
い
う
種

の
冒
頭
、
「
メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
」
、
井
伏
鱒
二
の
『
山
淑
魚
』
の
冒
頭
、
「
山

根
魚
は
悲
し
ん
だ
」
に
引
き
付
け
て
、
近
代
文
学
の
物
語
の
手
法
と
比
較
し
つ
つ
説
明
す
る
と
い
っ
た
方
法
も
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
問

題
を
投
げ
か
け
、
「
が
」
や
「
は
」
の
違
い
を
考
え
る
こ
と
は
、
日
本
語
に
お
け
る
論
理
的
な
思
考
力
や
表
現
力
を
養
う
こ
と
に
も
役
立
つ

類
の
助
詞
な
の
か
。
さ
ら
に
は
太
宰
治
の
『
走
れ
メ
ロ
ス
』

は
ず
で
あ
る
。



二
つ
目
は
教
材
選
択
の
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
古
文
の
教
材
選
択
に
際
し
、
ま
ず
教
師
自
身
が
面
白
い
と
思
う
こ
と
が
大
切
だ
、
と
い

う
こ
と
が
当
然
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
渋
谷
孝
氏
の
、

授
業
者
の
文
学
観
と
教
材
選
択
に
つ
い
て
、
非
常
に
難
し
い
問
題
が
生
じ
や
す
い
。
個
々
の
授
業
者
が
文
学
作
品
に
つ
い
て
の
独
自
の

好
み
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
国
語
科
の
読
み
方
学
習
指
導
の
教
材
と
し
て
の
選
択
に
お
い
て
、
自
分
が
価
値
を
-
認
め
て

い
な
い
作
品
を
教
材
と
し
て
の
授
業
は
し
な
い
と
い
う
立
場
を
取
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
偏
向
で
あ
る
。
自
分
の
是
と
す
る
作
品

だ
け
を
授
業
実
践
し
て
よ
い
訳
で
は
な
い
。
学
習
者
の
多
様
な
可
能
性
に
応
え
る
べ
く
、
文
学
の
世
界
の
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を

教
材
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
御
指
摘
に
は
充
分
に
注
意
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
教
材
を
扱
う
な
ら
ば
、
ほ
か
に
も
こ
ん
な
に
面
白
い
作
品
が

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
教
材
選
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
語
教
育
論
は
科
学
に
は
な
ら
な
い
。
ど
の
段
階
(
年
齢
)で
、
何
を
、
何

の
た
め
に
、
ど
の
程
度
ま
で
教
え
る
の
か
と
い
う
学
習
の
意
義
と
目
標
、
ま
た
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
学
習
活
動
の
方
法
の
目

途
を
併
せ
示
さ
な
い
教
材
論
、
即
ち
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
対
す
る
自
覚
を
欠
い
た
教
材
論
で
は
議
論
は
始
ま
ら
な
い
。

解
釈
の
手
立
て
は
、
ま
ず
は
テ
キ
ス
ト
が
用
い
て
い
る
言
葉
そ
の
も
の
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
当
然
の
こ
と
を
教
室

で
行
う
た
め
に
、
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
充
分
な
検
討
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
教
材
配
列
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
っ
と
議
論
が
な
さ
れ
て

(
M
H
)
 

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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日
注(

1
)
 
教
育
出
版
・
桐
原
書
店
・
第
一
学
習
社
・
大
修
館
・
筑
摩
書
房
・
東
京
書
籍
・
明
治
書
院
、
等
。
旧
指
導
要
領
の
「
国
語

I

」
に
お
い
て
も

本
説
話
を
古
文
導
入
教
材
と
す
る
教
科
書
は
多
か
っ
た
。

(
2
)三
木
紀
人
・
浅
見
和
彦
氏
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
解
説
(
一
九
九
O
)

(
3
)
三
木
紀
人
氏
「
宇
治
拾
遺
物
語
を
読
む
」
(
『
別
冊
国
文
学
3
3

今
昔
物
語
集
・
宇
治
拾
遺
物
語
』
・
一
九
八
八
)

(
4
)小
峯
和
明
氏
「
宇
治
拾
遺
物
語
事
典
『
児
・
童
』
」
(
『
別
冊
国
文
学33

今
昔
物
語
集
・
宇
治
拾
遺
物
語
』
・
一
九
八
八
)

(
5
)
大
島
建
彦
氏
校
注
、
日
本
古
典
集
成
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
(
一
九
八
五
)
。
以
下
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
引
用
は
す
べ
て
同
じ
。

(
6
)苅
谷
剛
彦
氏
「
『
学
力
低
下
』
の
実
態
に
迫
る
」
(
『
論
座
』
二O
O

二
・
六
)

(
7
)
ど
の
部
分
が
児
の
心
中
語
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
も
解
釈
の
揺
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
高
橋
良
久
氏
「
『
児
の
空
寝
』
の
心
内
部
分
」
(
『
文

学
と
教
育
』
二
O
O

二
ム
ハ
)
が
指
摘
さ
れ
で
い
る
。

(
8
)桐
原
書
店
・
大
修
館
・
東
京
書
籍
・
明
治
書
院
、
等
。

(
9
)
田
中
貴
子
氏
「
『
稚
児
』
と
僧
侶
の
恋
愛
」
(
『
性
愛
の
中
世
?
一
九
九
七
)

(
叩
)
黒
田
日
出
男
氏
「
『
女
』
か
『
稚
児
』
か
」
(
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』
・
一
九
八
六
)

(
日
)
注
(
9
)・
(
叩
)
の
他
、
阿
部
泰
郎
氏
「
神
秘
の
霊
童
児
物
語
と
霊
山
の
縁
起
を
め
ぐ
り
て
」
(
『
湯
屋
の
皇
后
』
・
一
九
九
八
)
、
土
屋
恵
氏
「
舞

童
・
天
童
と
持
幡
童
|
描
か
れ
た
中
世
寺
院
の
童
た
ち
|
」
(
『
絵
巻
に
中
世
を
読
む
』
・
一
九
九
五
)
、
細
川
涼
一
氏
「
中
世
寺
院
の
稚
児
と

男
色
|
謡
曲
『
経
正
』
『
花
月
』
と
向
性
愛
」
(
『
逸
脱
の
日
本
中
世
|
狂
気
・
倒
錯
・
魔
の
世
界
』
・
一
九
九
六
)
、
同
氏
「
平
経
正
|
僧
侶
と

稚
児
男
色
」
(
『
平
家
物
語
の
女
た
ち
』
・
一
九
九
八
)
等
。
ま
た
本
郷
和
人
氏
『
人
物
を
読
む
日
本
中
世
史
』
(
二
O
O

六
)
は
、
鎌
倉
時

代
の
東
大
寺
の
学
僧
、
尊
勝
院
宗
性
が
愛
童
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
具
体
的
数
値
を
挙
げ
た
誓
い
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

田
中
貴
子
氏
『
検
定
絶
対
不
合
格
教
科
書
古
文
』
(
二

O
O
七
)
で
は
「
を
さ
な
き
人
」
と
い
う
表
現
に
も
男
色
的
雰
囲
気
が
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
「
君
を
の
み
思
ひ
寝
に
寝
し
夢
な
れ
ば
わ
が
心
か
ら
見
つ
る
な
り
け
り
」
(
『
古
今
集
』
・
恋
二
・

6
0
8
)
、
「
思
ひ
寝
の
夢
に
な
ぐ
さ
む
恋
な
れ

ば
逢
は
ね
ど
暮
れ
の
空
ぞ
待
た
る
る
」
(
『
千
載
集
』
・
恋
四
・
8
9
8
)
等
。

(
日
)
小
林
保
治
・
増
古
和
子
氏
校
注
、
新
編
日
本
古
典
全
集
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
(
一
九
九
六
)
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(
引
)

(
日
)
注
(
5
)に
同
じ
。

(
日
)
注
(
2
)に
同
じ
。

(
凶
)
教
科
書
に
男
色
の
こ
と
を
注
と
し
て
一
記
述
し
た
場
合
、
教
科
書
検
定
に
通
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。

(
打
)
・
(
同
)
三
木
紀
人
氏
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
(
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
③
説
話
文
学
』
(
一
九
八
四
)

(
ω
)注
3

の
三
木
紀
人
氏
の
言
葉
。

(
加
)
小
峯
和
明
氏
『
説
話
の
森
天
狗
・
盗
賊
・
異
形
の
道
化
』
(
一
九
九
二

(
幻
)
小
峯
和
明
氏
「
ひ
し
め
く
も
の
」
(
『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
』
・
一
九
九
九
)

(
刀
)
桐
原
書
店
・
大
修
館
・
東
京
書
籍
・
明
治
書
院
、
等
。
東
京
書
籍
は
『
今
昔
物
語
集
』
か
ら
本
文
を
採
る
。

(
お
)
注
(
2
)の
三
木
紀
人
氏
の
言
葉
。

(
μ
)新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
四
』
(
一
九
九
四
)

(
お
)
小
峯
和
明
氏
『
中
世
説
話
の
世
界
を
読
む
』
(
一
九
九
八
)

(
お
)
教
材
ご
と
の
テl
マ
設
定
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
教
材
『
絵
仏
師
良
秀
』
考
」
(
『
月
刊
国
語
教
育
』
二

O
O
七
・
九
)
で
一
例
を
示
し
た
。

(
幻
)
拙
稿
「
学
校
現
場
でl
次
世
代
の
平
家
物
語
i

」
(
『
国
文
学
』
二O
O

二
・
一
O
)

(
お
)
小
松
英
雄
氏
『
古
典
和
歌
読
解
』
(
二O
O

二
)

(
惣
)
古
文
に
お
け
る
「
は
」
と
「
が
」
、
ま
た
助
詞
を
補
う
か
否
か
等
に
つ
い
て
は
、
山
口
明
穂
氏
『
日
本
語
の
論
理
言
葉
に
表
れ
る
思
想
』

(
二O
O

四
)
等
、
多
く
の
論
考
が
あ
る
。

(
却
)
小
説
の
冒
頭
で
主
人
公
を
「
は
」
で
提
示
す
る
と
い
う
小
説
手
法
を
取
り
上
げ
授
業
を
組
み
立
て
て
い
く
実
践
と
し
て
、
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
に

つ
い
て
は
、
{
呂
腰
賢
氏
「
文
法
指
導
は
な
ぜ
必
要
か
」
(
『
月
刊
国
語
教
育
』
二
O
O

二
・
七
)
、
伊
坂
淳
一
氏
「
文
法
指
導
の
課
題
」
(
『
月
刊

国
語
教
育
』
二
O
O

七
・
十
二
、
『
山
板
魚
』
に
つ
い
て
は
、
林
四
郎
氏
「
文
法
と
語
葉
に
着
服
し
た
教
材
研
究
|
『
山
根
魚
』
」
(
『
実
践
国

語
研
究
』
一
九
八
0
・
一
)
等
が
あ
る
。

教
科
書
で
は
、
②
文
「
こ
の
児
」
の
後
に
「
は
」
を
補
う
も
の
が
大
半
だ
が
、
「
が
」
を
補
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
④
文
の
末
尾
「
僧

た
ち
笑
ふ
こ
と
限
り
な
し
」
の
口
語
訳
も
、

I

僧
た
ち
が
笑
う
こ
と
は
こ
の
う
え
も
な
い
。
〔
教
育
出
版
・
筑
摩
書
房
〕
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僧
た
ち
が
笑
う
こ
と
は
は
な
は
だ
し
い
。
〔
東
京
書
籍
〕

E

僧
た
ち
の
笑
う
こ
と
は
止
め
ど
な
か
っ
た
。
〔
明
治
書
院
〕

E
僧
た
ち
は
笑
い
が
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
〔
桐
原
書
店
〕

僧
た
ち
は
笑
う
こ
と
が
際
限
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
〔
第
一
学
習
社
〕

と
三
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
な
お
筆
者
は
以
上
の
口
語
訳
を
す
べ
て
板
書
し
た
後
、
E

の
脇
に
、
「
象
は
鼻
が

長
い
」
を
書
き
添
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
、
生
徒
達
の
議
論
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
。

(
η
)「
文
学
教
育
論
へ
の
挽
歌
|
読
解
指
導
の
復
権
|
」
(
『
日
本
文
学
』
一
九
九
九
・
八
)

(
お
)
拙
稿
「
古
典
へ
の
入
り
口
は
易
く
、
奥
行
き
は
深
く
|
御
伽
草
子
『
浦
島
太
郎
』
の
実
践l
」
(
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
二
O
O

八
・
八
)

(
M
M
)
文
法
指
導
の
段
階
化
と
教
材
の
関
係
を
考
え
る
基
礎
作
業
と
し
て
、
石
塚
修
氏
「
入
門
期
に
お
け
る
文
法
教
育
学
習
材
に
つ
い
て
」
(
『
日
本

語
教
科
教
育
文
法
の
改
善
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
日
本
の
文
法
教
育

E
』
二
O
O

五
・
一
ニ
)
が
あ
る
。

(483) -114-


