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は
し
が
き

能
が
ひ
と
つ
の
古
典
劇
（
詩
劇
）
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な

い
が
、
こ
ん
に
ち
の
活
況
は
現
代
劇
（
詩
劇
）
と
い
ふ
名
を
冠
し
て

も
い
い
の
で
、
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

現
代
劇
（
詩
劇
）
と
し
て
の
能
は
な
ほ
唯
美
的
・
杼
情
的
な
世
界
を

描
く
こ
と
を
本
質
と
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
新
し
い
も
の
へ
む
か
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
的
志
向
が
な
さ
れ
て
も
、
け
つ
き
よ
く
は
こ
こ

へ
も
ど
っ
て
来
る
の
は
、
能
の
か
た
ち
が
必
然
的
に
か
う
い
ふ
内
容

を
も
る
べ
く
用
意
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
ふ
、
い
は
ぱ
ジ
ャ
ン
ル
の
本

質
か
ら
来
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
能
の
か
う
い
ふ
問
題
と
、

世
阿
彌
の
手
に
な
る
能
が
現
行
曲
の
五
分
の
一
を
占
め
、
そ
れ
ら
が

た
い
て
い
名
曲
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
や
、
能
が
あ
る
か
ぎ
ら
れ
た
階

級
を
対
象
と
し
て
伝
へ
ら
れ
て
来
た
こ
と
な
ど
と
は
深
い
結
び
つ
き

が
あ
る
の
だ
ら
う
。
世
阿
彌
の
能
が
、
芸
術
的
創
造
と
い
ふ
面
に
お
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い
て
は
、
現
代
の
能
が
遠
く
及
ば
な
い
ほ
ど
、
い
き
い
き
し
た
も
の

を
持
っ
て
ゐ
た
に
し
て
も
、
唯
美
的
杼
情
主
義
を
ふ
ま
へ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
い
な
め
な
い
。
父
観
阿
彌
の
能
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
過

れ
は
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
し
た
事
実
で
あ
る
。

か
れ
は
、
父
観
阿
彌
が
四
十
一
歳
の
と
き
、
は
じ
め
て
義
満
に
召
さ

れ
た
の
に
く
ら
べ
て
、
十
二
歳
に
し
て
す
で
に
義
満
の
座
ち
か
く
に

侍
る
身
で
あ
っ
た
。
武
家
と
は
い
へ
、
か
の
約
燗
た
る
束
山
文
化
を
現

出
し
た
中
世
貴
族
の
中
に
育
つ
た
か
れ
が
、
お
の
づ
か
ら
貴
族
的
な

美
意
識
を
そ
な
へ
、
か
つ
、
積
極
的
に
平
安
朝
以
来
の
和
歌
が
も
つ
美

的
世
界
を
思
慕
し
た
の
も
当
然
の
こ
と
と
い
は
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

す
ぢ
を
見
せ
ず
、
い
は
ゆ
る
芸
を
見
せ
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し

た
民
間
諸
芸
能
を
集
大
成
・
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
観
阿
彌
の
能
は
、
い

ば
ば
日
本
最
一
初
の
劇
で
あ
っ
た
。
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
に
は
多

分
に
芸
を
見
せ
る
要
素
が
残
さ
れ
て
ゐ
た
・
た
と
へ
ば
、
か
れ
の
作
品

味
方
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「
自
然
居
士
」
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
、
曲
舞
・
中
之
舞
・
遡
鼓
・
彫
な
ど
の

芸
づ
く
し
が
さ
う
で
あ
る
し
、
「
百
万
」
な
ど
も
そ
の
傾
向
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
貴
族
社
会
は
、
こ
れ
を
自
己
の
中
に
吸
収

し
、
や
う
や
く
芋
を
出
し
か
け
た
演
劇
的
要
素
を
急
激
に
稀
薄
に
し
、

レ
ヴ
↓
－
１
な
い
し
シ
ョ
ウ
の
部
分
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
て
、
こ

れ
を
貴
族
社
会
特
有
の
高
次
な
理
念
の
世
界
へ
止
揚
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
世
阿
彌
の
大
衆
主
義
と
も
い
ば
れ
る
「
花
」
で
さ
へ
、
貴
族
的

美
意
識
「
幽
玄
」
と
ぜ
ん
ぜ
ん
独
立
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
幽
玄
の
情
感
と
と
も
に
も
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

ぱ
あ
ひ
が
つ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
花
」
は
方
法
論
と
し
て
の
も
の

で
あ
り
、
結
果
論
と
し
て
は
や
は
り
「
幽
玄
」
と
な
る
べ
き
も
の
で

は
な
か
っ
た
ら
す
か
。

能
は
い
っ
た
ん
、
世
阿
彌
の
セ
ン
ス
と
努
力
、
お
よ
び
か
れ
を
め
ぐ

る
歴
史
的
な
環
境
に
よ
っ
て
、
完
全
に
未
来
を
ま
で
位
置
づ
け
ら
れ

た
た
め
、
も
は
や
演
劇
的
方
向
へ
発
達
す
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、
派

生
的
に
ジ
ャ
ン
ル
を
か
へ
る
以
外
に
、
た
う
て
い
望
ま
れ
ぬ
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
能
は
、
い
ば
ば
世
阿
彌
の
能
を
量
的
に
推
進

せ
し
め
る
べ
き
禅
竹
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
中
枇
的
な
性
格

を
深
め
て
行
き
は
し
た
け
れ
ど
、
小
次
郎
軸
彌
次
郎
の
め
ざ
し
た
演
劇
一

性
（
観
阿
彌
の
能
に
見
ら
れ
る
そ
れ
で
は
な
い
）
の
導
入
と
い
ふ
、

質
的
な
変
化
へ
の
志
向
は
も
ち
ろ
ん
と
げ
ら
れ
ず
、
結
果
的
に
は
た

ん
に
ワ
キ
方
養
成
策
と
し
て
、
一
時
的
な
も
の
に
終
っ
て
し
ま
っ
た

能
に
あ
ら
は
れ
た
自
然

■
寺

１

の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
、
長
い
年
月
、
儀
礼
的
な
効
用
を

か
な
り
つ
よ
く
発
揮
し
て
ゐ
た
に
か
か
ば
ら
ず
、
純
然
た
る
式
楽
と

は
な
ら
ず
に
す
ん
だ
の
も
、
こ
の
ゆ
ゑ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
〃

と
に
か
く
、
こ
れ
ほ
ど
、
世
阿
彌
の
美
へ
の
思
慕
の
し
か
た
は
、

芸
術
的
必
然
と
面
裁
き
、
奔
放
さ
を
も
っ
て
ゐ
て
、
他
の
要
素
の
混

入
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

高
木
市
之
助
氏
は
日
本
文
学
の
環
境
を
自
然
と
き
れ
た
。
世
界
ど

こ
の
文
芸
で
も
、
自
然
と
の
交
渉
を
も
た
ぬ
も
の
と
て
な
い
が
、
わ

が
国
の
文
芸
に
お
い
て
、
こ
と
に
そ
の
傾
向
が
い
ち
じ
る
し
い
こ
と

は
、
た
れ
び
と
も
認
め
う
る
で
あ
ら
う
。
世
阿
彌
が
能
に
も
り
こ
ん

だ
杼
情
も
、
な
に
よ
り
も
ま
づ
へ
自
然
の
と
ら
へ
か
た
、
描
き
か
た

に
そ
の
特
徴
を
見
せ
て
ゐ
る
と
わ
た
し
は
思
ふ
。

小
論
の
目
的
は
、
能
に
お
け
る
発
想
形
式
た
る
、
自
然
の
と
ら
へ

か
た
《
描
き
か
た
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

能
に
描
か
れ
る
自
然
と
い
ふ
も
の
は
、
だ
い
た
い
、
高
潔
・
深
遠

な
世
界
と
し
て
と
ら
へ
よ
う
と
す
る
意
識
が
は
た
ら
い
て
ゐ
る
の
で

あ
る
が
、
か
う
い
つ
た
深
い
世
界
の
自
然
を
描
出
す
る
手
が
か
り
と

し
て
、
ま
た
は
も
つ
と
軽
い
気
も
ち
で
、
自
然
の
景
物
を
も
っ
て
く

る
と
い
ふ
傾
向
を
ま
づ
み
お
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
と
へ
ぼ
呈
三
で
は
、
雪
の
精
を
主
人
公
に
し
た
て
、
冬
の
凍

る
や
う
な
月
光
の
中
に
舞
を
舞
は
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
は
ば
「
自
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然
の
遊
び
」
と
で
も
表
現
す
べ
き
へ
、
ハ
レ
ー
に
描
か
れ
る
世
界
の
や

う
な
夢
幻
的
な
世
界
を
み
せ
る
が
、
そ
の
着
想
の
動
機
は
す
こ
ぶ
る

ウ
イ
ッ
ト
に
富
ん
で
ゐ
る
。
す
な
は
ち
、
作
者
は
「
文
選
」
の
「
曹

子
建
洛
神
賦
」
に
見
え
る
「
以
二
流
風
廻
雪
一
比
二
美
人
之
瓢
揺
一
」
に

発
す
る
「
廻
雪
の
舞
」
と
い
ふ
美
人
の
ゆ
た
か
な
袖
の
ひ
る
が
へ
り

を
形
容
し
た
句
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
地
で
行
っ
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
「
桜
川
」
で
は
、
人
商
人
に
み
づ
か
ら
身
を
売
っ
て
ゆ
く
へ

を
く
ら
ま
し
た
子
を
尋
ね
て
さ
す
ら
ふ
狂
乱
の
母
（
シ
｜
乙
が
、
桜

の
花
が
水
の
面
に
散
り
浮
く
の
を
見
て
、
こ
れ
に
舞
ひ
戯
れ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
こ
の
、
川
の
流
れ
、
そ
れ
に
散
り
浮
く
花
、
た
づ
ね
る

わ
が
子
と
い
ふ
三
者
は
な
に
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
ゐ
る
か
。
と
り
も

な
ほ
さ
ず
そ
れ
は
、
わ
が
尋
ね
る
子
は
、
氏
神
木
華
さ
く
耶
姫
の
名

、

、

を
と
っ
て
名
づ
け
た
桜
子
で
あ
り
、
川
は
桜
川
で
あ
り
、
桜
川
に
散

、

り
浮
く
花
も
ま
た
桜
で
、
そ
れ
が
氏
神
の
神
木
で
で
も
あ
る
と
い
つ

埴

た
、
桜
と
い
ふ
こ
と
ば
に
よ
る
結
び
つ
き
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
、

本
質
的
な
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
「
三
山
」
は
、
一
人
の
男
を
競
っ
た
二
人
の
女
の
執

心
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
曲
で
、
い
く
ぶ
ん
、
中
世
紀
の
う
は
な
り
打

ち
伝
説
の
に
ほ
ひ
も
す
る
が
、
も
と
も
と
、
万
葉
集
巻
一
「
香
久
山

は
畝
火
を
を
し
と
耳
成
と
相
争
ひ
、
き
：
。
…
」
の
歌
を
骨
子
と
し
、
同

よ
し

巻
十
六
「
由
縁
あ
り
丼
に
雑
歌
」
の
冒
頭
に
見
え
る
歌
（
お
よ
び
そ

可

凸

の
説
話
）
を
婆
」
れ
に
結
び
つ
け
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
巻
十
六
の
歌

と
は
、
二
人
の
男
が
一
人
の
女
（
桜
児
）
を
争
ひ
、
女
が
こ
れ
に
苦

し
ん
で
み
づ
か
ら
縊
死
し
た
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
と
、
三
人
の
男
か

ら
つ
ま
ど
は
れ
、
池
水
に
沈
ん
で
そ
の
争
ひ
を
解
決
し
た
女
（
童
児
）

の
話
を
歌
っ
た
も
の
と
の
二
首
の
こ
と
で
あ
る
。
能
本
作
者
は
香
久

山
は
夫
、
畝
傍
・
耳
成
山
は
女
と
い
ふ
解
釈
を
と
り
、
香
久
山
に
住

む
か
し
は
で
の
公
成
と
い
ふ
男
が
、
畝
傍
に
住
む
桜
子
、
耳
成
に
住

む
桂
子
と
い
ふ
二
人
の
女
の
も
と
へ
、
ふ
た
み
ち
か
け
て
通
っ
た
と

い
ふ
物
語
に
潤
色
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
僧
（
ワ
キ
）
が
、

香
久
山
は
夫
畝
傍
耳
成
は
女
な
り
。

と
い
ふ
た
め
、
三
山
と
そ
の
麓
に
住
む
一
男
二
女
の
人
格
と
が
判
然

と
区
別
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
後
段
、
僧
の
前
に
桂
子
と
桜
子
の
争
ひ
を

再
現
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
名
に
因
ん
で
、
桂
と
桜
の
小

枝
を
持
っ
て
打
ち
あ
ふ
の
で
あ
っ
て
、
原
典
の
「
鬘
」
（
ま
た
は
「
繧
」
）

を
「
桂
」
に
変
へ
た
の
も
、
こ
れ
を
な
さ
し
め
ん
が
た
め
の
技
法
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

一
一

次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
「
東
北
」
の
能
の
主
人
公
に
ど
ん
な
性
格
（
演

劇
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
く
、
役
柄
の
内
容
・
色
彩
を
さ
す
の

で
あ
る
）
を
感
ず
る
だ
ら
う
か
。

い
ち
お
う
、
き
ま
り
で
は
シ
テ
は
和
泉
式
部
の
霊
に
な
っ
て
ゐ
る
。

前
段
で
は
、
都
東
北
院
を
尋
ね
て
来
た
僧
ワ
キ
の
前
に
、
か
り
に
里

‐
ｌ
‐
Ｅ
と
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女
（
前
シ
｜
乙
と
な
っ
て
あ
ら
は
れ
、
式
部
の
愛
し
て
ゐ
た
軒
端
の

梅
、
す
な
は
ち
好
文
木
（
鶯
宿
梅
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
つ
い
て
語
り
、

そ
の
身
の
上
を
僧
に
間
は
れ
る
ま
ま
に
、

ふ
る
巳
と

ひ
と
り
と
も
、
い
さ
白
雪
の
故
事
を
、
誰
に
問
は
ま
し
道
芝
の
、
霊
の
世

に
な
け
れ
ど
も
、
こ
の
花
に
住
む
も
の
を
。

と
答
へ
て
、
花
の
蔭
に
寄
る
か
と
見
る
う
ち
、
梅
の
あ
る
じ
よ
と
あ
か

し
て
姿
を
消
す
。
そ
こ
で
、
僧
が
夜
も
す
が
ら
法
華
経
の
譽
瞼
品
を
読

諦
し
て
ゐ
る
と
、
や
が
て
あ
り
し
日
の
式
部
の
姿
が
あ
ら
は
れ
、
い
ま

は
火
宅
を
出
で
て
極
楽
の
歌
舞
の
菩
薩
の
聖
列
に
加
は
っ
た
と
、
そ

の
報
謝
を
の
べ
、
成
仏
の
機
縁
と
な
っ
た
和
歌
の
功
徳
を
讃
へ
て
舞

〃
“
■
餌
と
ザ
Ｆ
Ｂ
Ｆ
ｆ
．
。
。
Ｐ
Ｊ

ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
と
い
ひ
、
雰
囲
気
と
い
ひ
、
ま
こ
と
に
清
純
で
、

式
部
の
霊
と
い
ふ
だ
け
で
な
く
へ
梅
の
精
が
自
然
の
意
志
に
従
っ
て

舞
っ
て
ゐ
る
か
の
感
を
受
け
る
。
清
浄
で
あ
る
の
は
成
等
正
覚
を
得

た
ゆ
ゑ
で
あ
る
と
い
へ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
の
ス
テ
ー
ジ
に

く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
ど
う
見
て
も
梅
花
と
し
て
の
清
ら
か

さ
で
あ
り
、
二
月
の
曲
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
晶
主
人

公
と
主
題
的
景
物
と
が
、
和
泉
式
部
と
、
か
の
女
が
か
つ
て
愛
し
た

梅
と
い
ふ
説
明
的
な
関
係
で
な
く
、
混
然
と
重
な
り
あ
っ
て
ゐ
る
の

を
感
ず
る
。
か
う
考
へ
れ
ぱ
へ
僧
が
法
華
経
を
読
む
と
い
ふ
の
も
、

女
人
成
仏
の
意
味
か
ら
の
み
で
な
く
、
非
情
成
仏
の
意
味
（
梅
花
の

精
を
弔
ふ
く
く
）
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
し
、
曲
の
冒

頭
に
、
所
の
者
（
ア
ヒ
狂
言
）
が
僧
の
問
に
対
し
て
、

能
に
あ
ら
は
れ
た
自
然

凸
ぞ

＆

ダ

／
即
ち
梅
の
名
も
和
泉
式
部
と
申
し
候
。

と
教
へ
る
の
も
、
、
後
段
に
お
お
て
両
者
が
重
な
り
あ
ふ
こ
と
の
伏
線

で
あ
る
か
に
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
半
蔀
」
は
夕
顔
の
上
と
夕
顔
の
花

の
精
、
「
嬢
捨
」
の
老
女
は
「
わ
が
心
慰
め
か
れ
つ
・
…
・
・
」
の
主
人

公
た
る
「
嬢
捨
の
女
」
（
か
り
に
か
う
呼
ん
で
お
く
）
と
月
の
精
（
あ

１

る
い
は
月
光
菩
薩
）
、
「
杜
若
」
は
「
か
ら
こ
ろ
も
き
つ
つ
な
れ
に
し

…
…
」
と
詠
ま
れ
た
杜
若
の
精
と
、
高
子
の
后
（
さ
ら
に
業
平
が
こ

れ
に
お
も
か
げ
を
見
せ
る
が
）
の
二
重
映
し
だ
と
い
ふ
こ
と
が
で
き

し
‐
生
｝
（
ノ
Ｏ

か
う
し
た
自
然
と
人
間
と
の
関
係
が
典
型
的
に
き
は
ま
っ
た
も
の

を
、
わ
た
し
は
「
松
風
」
に
み
た
い
。
「
松
風
」
は
こ
れ
を
発
想
形

式
と
し
て
、
能
一
流
の
夢
幻
的
な
世
界
へ
の
止
揚
を
見
せ
て
ゐ
る
。

「
松
風
」
の
骨
子
を
な
し
て
ゐ
る
の
は
、
古
令
集
巻
八
「
た
ち
別
れ

い
な
ば
の
山
の
．
…
．
．
」
（
行
平
）
の
歌
と
、
同
巻
十
八
「
わ
く
ら
に

は
問
ふ
人
あ
ら
ぱ
…
…
」
の
歌
と
で
あ
る
や
行
平
の
須
磨
へ
の
流
浪

は
、
「
わ
く
ら
は
に
・
・
・
・
・
・
」
の
詞
書
、
お
よ
び
撰
集
抄
第
八
の
記
載

を
ふ
ま
へ
て
の
こ
と
で
あ
ら
う
し
、
作
中
所
査
に
源
氏
物
語
須
磨
の

巻
の
語
句
が
引
か
れ
て
ゐ
る
の
は
、
場
所
が
同
じ
須
磨
の
浦
で
あ
る

の
と
、
同
巻
に
行
平
の
須
磨
調
居
の
こ
と
が
見
え
る
か
ら
で
あ
ら
う
。

撰
集
抄
は
と
も
か
く
と
し
て
、
古
今
・
源
氏
等
を
典
拠
と
し
て
、
そ

こ
に
描
か
れ
た
情
念
を
、
よ
り
高
く
、
か
つ
奔
放
・
直
裁
に
再
現
し

ユ
利

い
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I

よ
う
と
し
た
の
が
こ
の
曲
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
。

こ
の
曲
の
吟
」
ロ
イ
ン
た
る
松
風
・
村
雨
二
人
の
あ
童
を
と
め
は
、

「
待
つ
と
し
聞
か
ば
い
ま
帰
り
来
ん
‐
｜
の
こ
と
ば
を
た
の
み
に
、
多

感
な
宮
廷
詩
人
行
平
の
お
も
か
げ
を
胸
に
秘
め
て
、
ひ
と
し
ほ
思
ひ

の
深
い
須
磨
の
秋
、
そ
の
な
ぎ
さ
に
を
り
た
っ
て
月
の
夜
汐
を
汲
ま

う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
作
者
（
ふ
つ
う
観
阿
彌
の
「
汐
汲
」
を
世
阿
彌
が

改
作
し
た
と
い
ふ
）
は
宮
廷
詩
人
と
あ
ま
を
と
め
と
の
ロ
マ
ン
ス
を
、

い
っ
そ
う
か
ほ
り
だ
か
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
、
松
風
・
村
雨
に
、

月
の
フ
ェ
ア
リ
か
と
見
ま
が
ふ
ぱ
か
り
の
色
彩
を
帯
び
さ
せ
て
ゐ
る
。

し
た
が
っ
て
、
か
の
女
た
ち
は
、
い
ち
お
う
、
境
遇
を
か
こ
ち
は
す
る
〃

も
の
の
、
夜
汐
に
映
る
月
影
に
た
は
む
れ
、
月
を
車
に
の
せ
て
引
き

か
へ
り
、
そ
の
姿
に
は
月
光
を
さ
ん
さ
ん
と
浴
び
て
ゐ
て
、
け
つ
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
現
実
の
あ
ま
を
と
め
と
し
て
の
苦
悩
や
卑
賤
さ
を
感
ぜ
し
め
な
い
。

つ
ま
り
、
か
の
女
た
ち
は
境
遇
に
遊
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
、
三
宅
襄
氏
が
月
を
こ
の
曲
に
と
っ
て
鉄
く
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
の
は
わ
が
意
を
得
た
考
へ
で
、
月
こ
そ

前
段
の
主
題
的
景
物
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

月
の
夜
汐
を
引
き
か
へ
つ
た
を
と
め
た
ち
は
、
旅
の
僧
に
一
夜
の

宿
を
か
し
、
僧
が
ふ
と
も
ら
し
た
「
一
本
の
松
」
と
い
ふ
こ
と
ば
に

涙
を
も
よ
ほ
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
主
題
的
景
物
は
古
人
が
伝

言
に
記
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
一
木
の
松
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か
の
女

た
ち
は
、
僧
の
不
審
す
る
ま
ま
に
身
の
上
を
語
る
。
そ
し
て
、
汐
焼

も

凸

衣
を
脱
ぎ
す
て
て
、
か
と
り
の
き
ぬ
を
ま
と
ふ
身
と
な
っ
た
蔓
き
人

を
し
た
ひ
、
か
れ
が
残
し
お
い
た
と
い
ふ
烏
帽
子
・
狩
衣
を
か
、
き
い

だ
き
、
恋
慕
の
涙
に
む
せ
ぶ
が
、
や
が
て
、
松
風
は
そ
れ
を
身
に
つ

け
、
：
一
木
の
松
に
走
り
よ
り
、
く
る
ほ
し
く
身
を
投
げ
か
け
、
あ
る

い
は
こ
れ
に
た
は
む
れ
、
波
風
激
し
き
須
磨
の
夜
す
が
ら
を
舞
ひ
く

る
ふ
の
で
あ
る
。

・
行
平
の
か
た
み
を
身
に
つ
け
た
松
風
は
、
い
は
ぱ
「
杜
若
」
や
「
井

筒
」
の
ぱ
あ
ひ
の
や
う
に
、
お
も
か
げ
が
か
さ
一
な
り
あ
ふ
。
そ
し
て
、

か
の
女
が
一
木
の
松
に
た
は
む
れ
る
の
は
、
こ
れ
に
行
平
の
幻
影
を

見
た
か
ら
で
あ
り
、
「
松
風
」
と
い
ふ
一
曲
が
、
し
ょ
せ
ん
旅
僧
が

一
木
の
松
に
見
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
だ
っ
た
と
解
す
れ
ば
、
主
題
的
景
物

の
松
は
行
平
・
松
風
・
村
雨
三
人
の
人
格
と
融
合
し
て
ゐ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
松
風
・
村
雨
は
時
に
応
じ
て
、
行
平
の
恋
人
で
あ

り
、
月
の
フ
ェ
ア
リ
で
あ
り
、
須
磨
の
あ
ま
び
と
で
あ
り
、
松
の
精

で
あ
る
、
と
い
つ
た
ふ
う
に
、
じ
つ
に
自
在
に
、
あ
る
い
は
映
像
を

重
ね
、
あ
る
い
は
人
格
を
置
き
か
へ
る
。

で
は
、
こ
の
や
う
な
か
た
ち
で
そ
こ
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
も
の

は
な
に
か
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
か
つ
て
の
契
り
へ
の
追
憶
の
詩
篇

で
あ
り
、
行
平
へ
の
恋
慕
の
絵
巻
で
あ
る
。
か
の
女
た
ち
は
す
で
に

い
ま
は
亡
き
人
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
ス
も
遠
い
昔
に
過
ぎ
去
り
、
そ
の
ね

が
ひ
は
永
久
に
か
な
へ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
悲
恋
な
り

し
ゆ
ゑ
に
、
そ
の
恋
慕
は
い
っ
そ
う
し
き
り
と
な
る
。
か
か
る
巡
環

ｂ
■
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を
く
り
か
へ
し
つ
つ
、
「
松
風
」
一
曲
は
純
化
さ
れ
、
止
揚
さ
れ
、

イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
お
い
て
、
奔
放
不
要
に
情
念
が
躍
動
す
る
の
で

あ
る
。
自
然
と
人
間
と
が
あ
い
た
い
と
融
合
し
、
追
憶
と
い
ふ
詩
を
、

夢
と
い
ふ
ヴ
ェ
ー
ル
に
お
ほ
は
れ
つ
つ
か
な
で
る
ｌ
か
か
る
も
の

が
「
松
風
」
で
あ
り
、
能
で
あ
る
。

主
題
的
景
物
の
精
と
い
っ
た
ふ
う
な
も
の
と
主
人
公
の
人
格
と
が

シ
テ
の
姿
に
二
重
の
映
像
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
ゐ
る
の
は
、
自
然
物

の
精
を
主
人
公
と
す
る
曲
の
も
つ
自
然
美
の
世
界
ど
、
過
去
の
麗
人

を
主
人
公
と
す
る
曲
の
も
つ
情
念
の
世
界
と
を
、
主
人
公
に
お
い
て

融
合
さ
せ
、
い
つ
そ
う
杼
情
的
・
夢
幻
的
な
杼
情
を
盛
ら
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
「
松
風
」
の
例
に
お
い
て
明
白
で
あ
る
し
、
ま

た
自
然
美
の
曲
一
‐
胡
蝶
」
の
所
安
に
「
松
風
」
同
様
、
源
氏
物
語
の２

歌
を
引
い
た
り
、
光
源
氏
の
故
事
を
前
提
と
し
た
こ
と
ば
を
用
ゐ
た

り
、
そ
の
舞
台
を
源
氏
に
ゆ
か
り
の
深
い
一
条
大
宮
の
古
跡
に
Ｌ
て
、

こ
れ
に
対
す
る
懐
旧
の
情
を
描
い
た
り
し
て
ゐ
る
こ
と
や
、
懐
旧
美

の
曲
「
井
筒
」
の
背
景
に
「
月
や
あ
ら
ぬ
．
：
。
：
」
と
詠
ま
れ
た
月
を

配
し
て
、
懐
旧
美
に
い
っ
そ
う
の
風
情
を
添
へ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
、

お
の
づ
と
あ
き
ら
か
と
な
ら
う
。
わ
た
し
は
こ
こ
に
、
能
に
あ
ら
は

れ
た
自
然
の
ひ
と
つ
の
特
質
を
み
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

桑
木
厳
翼
博
士
は
、
花
木
の
精
を
舞
は
せ
る
曲
に
つ
い
て
、
「
天

地
山
川
等
一
切
を
霊
的
な
も
の
と
見
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
趣
を
有
す

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
是
が
ま
た
仮
世
観
と
結
合
し
て
一
眉

グ

能
に
あ
ら
は
れ
た
自
然

1

奥
妙
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
も
容
易
に
看
取
さ
れ
る
」
と
い
は
れ
、
二

重
映
し
の
例
一
‐
‐
半
蔀
」
に
つ
い
て
は
、
「
源
氏
の
命
に
よ
っ
て
惟
光
に

手
折
ら
れ
た
『
半
蔀
』
の
夕
顔
は
其
の
名
を
帯
び
た
女
性
と
同
一
体
と

３
．

な
っ
て
長
へ
に
笑
の
眉
を
開
く
こ
と
を
得
る
」
と
説
か
れ
る
・
こ
れ
は
、

枇
界
観
と
い
ふ
角
度
か
ら
能
本
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
能
本

作
者
の
意
識
な
な
い
し
目
的
は
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
ま
し
て
、
そ
れ
が
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
曲
解

で
あ
る
や
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
花
木
の
精
を
主
人
公
に
し
た
て
た

曲
に
は
、
人
格
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
霊
的
に
と
ら
へ
ら
れ
た
自
然
が

あ
り
、
仏
果
に
到
る
べ
き
相
が
描
か
れ
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は

非
情
の
草
木
を
舞
は
せ
る
べ
き
条
件
を
作
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
能
勢
博
士
は
汎
神
論
や
ア
’
一
ミ
ズ
ム
（
ま
た
は
シ
ヤ
ご
一
ズ
ム
）

の
思
想
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
人
の
「
自
然
愛
」
で
あ
り
、
作
者

の
「
詩
的
想
像
の
豊
か
さ
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
を

４

ら
れ
る
。
「
自
然
愛
」
と
い
ふ
こ
と
ば
は
い
く
ぶ
ん
抽
象
的
で
あ
る
が
、

自
然
を
詩
的
に
と
ら
へ
、
詩
的
に
描
写
す
べ
き
、
芸
術
的
意
識
（
と

呼
べ
る
と
す
れ
ば
）
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
対
し

て
は
賛
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
、
能
は
発
生
的
に
は
民
間
諸
芸
能
を
骨

子
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
素
朴
な
宗
教
的
性
格
が
の
こ

さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
、
ま
た
貴
族
的
な
環
境
の
中
に
同
定
せ
ら
れ
る
ま

で
は
、
自
然
美
と
情
念
の
融
合
な
ど
と
い
ふ
貴
族
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
を
解
す
る
は
ず
の
な
か
っ
た
民
衆
た
ち
を
そ
の
観
衆
と
し
て
ゐ

■
ｒ
ｄ
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、

た
こ
と
を
い
ち
お
う
念
頭
に
お
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
か

か
る
前
提
を
も
っ
て
考
へ
る
と
き
、
こ
れ
を
み
づ
か
ら
と
り
入
れ
た

貴
族
階
級
が
、
自
然
が
人
格
化
さ
れ
て
舞
を
舞
っ
た
り
、
登
場
人
物
が

そ
の
恋
人
と
二
重
映
し
に
な
っ
て
も
、
く
つ
だ
ん
不
審
を
感
ぜ
ず
に

そ
の
世
界
に
没
入
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
、
能
本
作
者
が
あ
へ
て
か

う
い
ふ
構
成
を
鑑
賞
者
の
前
に
呈
示
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
貴
族
的
美

意
識
以
外
に
、
か
う
い
ふ
現
象
を
理
窟
ぬ
き
に
肯
定
し
、
う
け
い
れ
る

と
こ
ろ
の
心
理
が
残
さ
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
こ
と
を
失
念
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
の
い
ひ
た
い
の
ほ
か
う
い
ふ
構
成

は
あ
く
ま
で
芸
術
的
意
識
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ

し
て
、
表
現
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
詩
的
杼
情
を
本
質
と
し
、
面
目
と
す

る
も
の
だ
と
解
さ
な
け
れ
ば
、
主
題
的
景
物
と
人
間
と
の
二
重
映
し

の
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

｜
｜
一

能
の
主
人
公
た
ち
は
と
も
か
く
主
情
的
な
人
会
で
あ
る
。
人
間
と

し
て
の
性
格
は
、
個
女
が
な
ん
ら
特
徴
的
で
な
く
、
類
型
的
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
情
の
面
に
お
い
て
じ
つ
に
鋭
敏
な

こ
と
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
な
に
か
の
契
機
を
与

へ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
心
を
動
か
し
、
情
を
感
じ
て
舞
ひ
狂
ふ
の
で
あ

」
一
・
り

る
。
世
阿
彌
は
こ
の
性
格
を
遊
狂
と
い
ふ
こ
と
ば
で
表
現
し
て
ゐ
る
。

こ
の
遊
狂
は
非
常
に
深
奥
な
世
界
に
徹
す
る
い
と
ぐ
ち
と
も
な
る
べ

き
も
の
で
、
能
の
ひ
と
つ
の
面
目
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

b

こ
れ
を
「
隅
田
川
」
に
つ
い
て
い
ふ
な
ら
ば
、
親
ひ
と
り
、
子
ひ

と
り
の
あ
ひ
だ
が
ら
で
、
子
ど
も
を
か
ど
は
さ
れ
た
母
親
が
主
人
公

と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
に
動
じ
や
す
く
、
感
じ
や
す
い

も
の
が
あ
ら
う
か
。
「
隅
田
川
」
の
主
人
公
は
か
か
る
前
提
を
も
っ

て
、
東
の
国
隅
田
川
の
わ
た
り
ま
で
、
子
ど
も
を
た
づ
ね
て
さ
す
ら

ひ
く
だ
り
、
そ
こ
で
、
水
の
面
に
ま
つ
し
ろ
な
都
鳥
が
飛
び
か
ふ
の

を
見
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
か
の
女
の
心
が
俄
然
昂
ぶ
っ
て
来
る
の

は
当
然
で
、
か
の
女
は
狂
乱
の
身
ゆ
ゑ
に
、
な
ほ
つ
よ
く
自
然
の
美

を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
野
上
豊
一
郎
博
士
は
、
こ
の
遊
狂
の
心
を

「
遊
び
戯
れ
る
心
の
熱
情
的
表
現
」
で
、
「
そ
れ
自
ら
が
目
的
で
あ
つ

６

て
他
の
何
物
か
を
意
欲
す
る
こ
と
の
方
便
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
の

７

で
、
「
忘
我
的
歓
喜
の
心
境
」
だ
と
適
切
に
い
ひ
あ
ら
は
し
て
を
ら

れ
る
が
、
方
法
的
に
は
、
不
安
定
な
心
理
状
態
と
い
ふ
前
提
を
も
っ

た
主
人
公
が
、
そ
の
境
遇
と
な
ん
ら
か
の
結
び
つ
き
の
あ
る
自
然
的

景
物
を
契
機
と
し
て
心
理
状
態
の
昂
揚
を
来
た
し
、
舞
ひ
く
る
も
の

で
あ
る
と
い
へ
よ
う
。

さ
て
狂
女
は
舟
人
に
む
か
っ
て
、
あ
へ
て
こ
の
白
き
烏
の
名
を
問

ふ
。
舟
人
は
「
沖
の
鴎
」
だ
と
答
へ
る
。
狂
女
は

う
た
て
や
な
浦
に
て
は
千
烏
と
も
い
へ
、
鴎
と
も
い
へ
。
な
ど
こ
の
隅
田

川
に
て
白
き
烏
を
ば
、
都
烏
と
は
答
へ
給
は
い
。

と
詰
問
す
る
・
・
つ
ま
り
へ
業
平
の
「
名
に
し
負
は
ぱ
い
ざ
言
間
は
ん

都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」
の
歌
を
狂
女
じ
し
ん
口
ず

P
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さ
む
と
ほ
り
、
わ
が
子
の
ゆ
く
へ
を
問
ひ
た
い
母
の
心
は
、
無
心
の

都
鳥
に
む
か
つ
一
て
切
兵
と
吐
露
さ
れ
る
。
こ
の
ぼ
あ
ひ
、
極
端
に
い

へ
ぼ
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
も
は
や
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
遊
狂
の
原

因
と
し
て
、
下
意
識
的
に
記
憶
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
の
女
が
感

動
を
お
ぼ
え
た
景
物
、
つ
ま
り
隅
田
川
と
都
鳥
と
は
、
か
の
女
の
動

作
が
進
む
に
つ
れ
、
か
の
女
を
舞
は
せ
る
背
景
と
な
り
、
心
情
描
出

の
手
が
か
り
と
な
り
、
か
の
女
の
情
念
を
そ
の
中
に
吸
収
し
つ
つ
、

み
づ
か
ら
は
本
質
的
な
ネ
イ
チ
ュ
ア
そ
の
も
の
に
で
止
揚
す
る
。
こ

こ
に
い
た
っ
て
は
、
都
鳥
を
鴎
だ
と
答
へ
た
無
風
流
な
舟
人
は
も
は

や
舞
台
上
に
必
要
で
な
い
。
観
客
に
背
を
向
け
て
肩
を
ぬ
ぎ
、
棹
を

も
つ
な
ど
し
て
舟
を
出
す
用
意
を
し
て
ゐ
て
も
（
実
演
で
ほ
か
う
す

る
）
、
な
ん
ら
演
出
に
支
障
を
来
た
さ
な
い
。
現
実
的
な
人
間
は
不
要

な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
自
然
の
風
光
、
ひ
い
て
は
ネ
イ
チ
ュ
ア
そ
の

も
の
に
同
化
・
止
揚
し
う
る
狂
女
と
都
鳥
の
姿
の
み
が
ク
ロ
ー
ズ
◆

ア
ッ
プ
さ
れ
、
ま
づ
か
の
女
じ
し
ん
、
自
然
の
一
景
物
と
な
っ
て
美

の
讃
歌
を
奏
で
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
と
わ
が
身
を
か
へ
り
み

た
狂
女
は
、

思
へ
ぼ
限
り
左
く
、
遠
く
も
来
ぬ
る
も
の
か
な
。

と
わ
が
来
し
か
た
を
は
る
か
に
見
や
る
。
こ
の
「
遠
く
も
来
」
た
の

は
、
ゞ
た
ん
に
都
か
ら
東
ま
で
の
空
間
的
距
離
の
み
を
さ
す
の
で
は
な

い
や
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
か
の
女
が
何
十
年
か
歩
ん
で
来
た
人

生
を
か
へ
り
み
て
ゐ
る
か
の
や
う
で
も
あ
り
、
そ
の
面
づ
か
ひ
、
そ

能
に
あ
ら
れ
は
た
自
然

＃

、

の
姿
に
人
生
の
疲
れ
と
い
っ
た
ふ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
と
と
も

に
、
か
ぎ
り
な
く
子
を
思
ふ
情
へ
子
ゆ
ゑ
に
迷
ふ
親
の
姿
を
一
人
間

像
と
し
て
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
る
の
で
あ
る
。
「
思
へ
ぼ
限
り
な
‐
｜
い

の
は
時
の
流
れ
、
悠
久
な
る
自
然
で
あ
り
、
「
遠
く
も
来
」
た
の
は

と
り
も
な
ほ
き
ず
人
間
の
精
神
的
さ
す
ら
ひ
で
で
も
あ
る
。

「
隅
田
川
」
は
狂
女
物
中
で
も
た
だ
一
曲
、
尋
ね
る
子
が
す
で
に

こ
の
世
に
な
か
っ
た
と
い
ふ
悲
劇
的
結
末
を
も
っ
て
ゐ
る
た
め
、
そ

こ
に
描
出
さ
れ
る
人
間
像
も
、
お
の
づ
か
ら
他
の
狂
女
物
の
ぱ
あ
ひ

と
こ
と
な
っ
た
深
刻
さ
を
み
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
や
は
り

自
然
詩
的
な
昂
揚
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
に
は
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
ぱ
あ
ひ
、
舟
人
の
カ
ク
リ
な
ど
か
ら
も
、
人
身
売
買
の
非
道
さ

か
げ
ん
や
、
当
時
の
社
会
矛
盾
を
う
か
が
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
‐
か
う
し
た
現
実
的
あ
る
い
は
劇
的
な
面
か
ら
の
も
り

あ
が
り
は
さ
ほ
ど
つ
よ
く
曲
と
い
ふ
も
の
を
規
定
し
な
い
。
そ
し
て
、

遊
狂
・
狂
乱
が
忘
我
酌
に
は
な
ば
な
し
く
演
ぜ
ら
れ
る
ほ
ど
、
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
プ
ィ
１
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
度
合
が
大
き
い
と
さ
へ
い
ふ

こ
と
が
で
き
る
。

美
し
い
主
人
公
が
、
と
あ
る
景
物
を
契
機
と
し
、
背
景
と
し
て
の

か
ほ
り
だ
か
い
自
然
の
中
に
立
た
さ
れ
て
こ
そ
、
ネ
イ
チ
ュ
ア
と
ヒ

ュ
ー
マ
ン
と
の
本
質
的
な
交
流
が
形
象
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ひ

ら
き
な
ほ
っ
て
世
界
観
を
説
く
よ
り
、
む
し
ろ
か
う
し
た
と
こ
ろ
に
、

能
の
芸
術
的
な
深
さ
が
あ
る
と
わ
た
し
は
つ
れ
づ
ね
思
っ
て
ゐ
る
。
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む
す
び

い
ま
ま
で
考
察
し
て
来
た
や
う
に
、
能
は
唯
美
的
杼
情
的
な
傾
向

を
多
分
に
も
っ
て
ゐ
る
。
た
し
か
に
、
平
安
朝
以
来
の
和
歌
的
な
世

界
の
再
現
を
そ
の
面
目
と
し
て
ゐ
る
。
峯
岸
義
秋
氏
は
「
平
安
朝
の

風
雅
思
想
に
新
古
今
時
代
の
ひ
た
ぶ
る
な
自
然
愛
が
加
は
っ
て
、
物８

狂
ほ
し
い
ま
で
の
深
化
を
し
、
遂
に
謡
曲
に
到
っ
て
極
ま
っ
て
ゐ
る
」

と
い
は
れ
、
能
勢
博
士
も
、
さ
き
に
い
っ
た
や
う
に
、
、
能
の
詩
的
構

想
は
日
本
人
の
自
然
愛
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
て
、
と
も

に
そ
の
貴
族
的
美
意
識
を
「
自
然
愛
」
と
い
ふ
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ

て
ゐ
る
。
し
か
し
、
作
為
的
観
念
的
と
さ
れ
る
平
安
朝
的
美
そ
の
ま

ま
を
、
さ
ら
に
頭
の
中
で
再
現
し
よ
う
と
し
た
、
い
は
ば
理
念
の
世

界
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
た
自
然
に
対
し
て
、
「
愛
」
と
い
ふ
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
を
与
へ
る
こ
と
は
、
一
考
を
要
す
る
問
題

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

一
方
、
高
木
市
之
助
氏
は
中
世
後
朝
を
代
表
す
る
文
学
は
戦
記
・

謡
曲
等
の
新
興
文
学
と
、
前
朝
か
ら
の
継
承
文
学
（
和
歌
）
と
で
あ

る
と
し
て
、
両
者
の
の
性
格
を
分
た
れ
て
ゐ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
正

徹
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
の
期
の
和
歌
溌
、
も
は
や
環
境
と
し
て

作
者
に
一
は
た
ら
き
か
け
る
自
然
を
も
た
ず
、
た
だ
余
情
・
妖
艶
な
る

狂
念
的
な
景
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
謡
曲
が
こ
の
や
う
な
世
界

を
描
く
た
め
に
は
、
典
拠
の
た
ん
な
る
再
生
に
と
ど
ま
ら
ず
翻
原
典

作
者
の
環
境
関
聯
を
な
ん
ら
か
の
程
度
で
体
験
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、

奇

』

自
然
に
対
す
る
関
心
を
否
定
し
て
は
、
か
う
し
た
謡
曲
の
創
作
を
予

９

想
で
き
な
い
と
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
峯
岸
氏
は
ま
た
、
能
の
世
界
と
正

徹
の
世
界
と
の
一
致
を
挙
げ
て
、
芭
蕉
の
「
名
月
や
池
を
め
ぐ
り
て

夜
も
す
が
ら
」
に
到
る
中
間
的
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
、
野
上
博
士
は
、

能
の
艶
美
と
優
稚
は
正
徹
・
心
敬
よ
り
も
現
世
的
で
あ
り
、
さ
ら
に

人
間
的
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。

と
に
か
く
、
世
阿
彌
や
禅
竹
の
能
は
特
質
的
で
は
あ
る
が
、
平
安

朝
以
来
の
和
歌
美
を
ね
ら
っ
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結

果
的
に
も
、
「
松
風
」
そ
の
他
の
例
に
お
い
て
あ
き
ら
か
な
や
う
に
、

平
安
朝
の
「
あ
は
れ
」
の
契
機
た
る
、
．
、
思
想
的
に
は
無
常
観

二
、
経
験
的
に
は
現
世
の
は
か
な
さ
三
、
心
細
さ
、
寂
雲
四
、

２

対
自
的
に
は
追
憶
五
、
自
己
感
傷
」
と
、
質
的
に
ま
つ
た
く
同
じ

も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
判
然
と
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
し

ば
し
ば
人
間
す
ら
自
然
の
景
物
と
し
て
の
存
在
と
な
り
、
そ
の
姿
が

美
の
対
象
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
の
は
、
平
安
朝
的
美
意
識
が
飽
和
点

ま
で
行
き
つ
い
た
正
徹
物
語
の

南
殿
の
花
の
盛
り
に
咲
き
乱
れ
た
る
逹
、
き
ぬ
著
た
る
女
房
四
五
人
眺
め

た
ら
ん
風
情
を
幽
玄
体
と
い
ふ
べ
き
か
。

と
い
ふ
美
意
識
と
か
は
り
な
い
。

し
か
し
、
次
の
や
う
な
事
実
に
注
目
し
た
い
と
わ
た
し
は
思
ふ
。

小
野
小
町
が
老
後
零
落
し
て
、
路
頭
に
迷
ひ
、
行
き
来
の
人
の
憐

れ
み
を
乞
ひ
つ
つ
身
命
を
つ
な
い
で
ゐ
た
、
あ
る
日
の
出
来
事
を
と

r
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り
あ
つ
か
っ
た
「
卒
都
婆
小
町
」
の
一
曲
の
中
心
は
、
教
義
問
答
か

ら
狂
乱
へ
か
け
て
で
あ
り
、
そ
の
構
成
の
た
く
み
さ
は
観
阿
彌
的
と

呼
び
う
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
形
の
上
か
ら
は
、
い
ば
ば
曲
の
準
備

と
し
て
の
最
初
の
上
歌
に
、
主
人
公
の
心
理
的
描
出
の
深
さ
を
見
お

と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

都
の
人
目
を
避
け
る
べ
く
、
さ
す
ら
ひ
出
た
小
町
は
、
日
の
暮
れ

る
の
も
い
と
は
ぬ
か
の
や
う
に
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
足
を
運
ぶ
・

大
内
山
の
山
守
も
、
か
か
る
憂
き
身
は
よ
も
答
め
じ
。
木
隠
れ
て
由
な

や
。
鳥
羽
の
恋
塚
・
秋
の
山
、
月
の
桂
の
川
瀬
舟
、
漕
ぎ
行
く
人
は
誰
や

ら
ん
。

こ
れ
は
た
ん
な
る
叙
景
詩
や
道
行
文
的
な
性
格
に
と
ど
ま
る
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
鳥
羽
の
恋
塚
」
と
い
ふ
こ
と
ば
の
う
ち

に
は
、
塚
の
主
で
あ
る
袈
娑
御
前
の
多
彩
か
つ
多
難
な
生
涯
を
思
ひ

う
か
べ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
り
、
そ
の
生
涯
と
い
ま
の
荒
れ
た
塚
と
の

対
象
が
時
の
推
移
観
を
よ
び
お
こ
し
、
人
間
の
無
常
を
思
ふ
。
さ
て
、

目
を
「
秋
の
山
」
か
ら
「
月
の
桂
の
川
」
に
移
せ
ば
、
そ
こ
に
は
な

に
も
の
か
舟
を
漕
い
で
行
く
。
た
そ
が
れ
に
さ
び
さ
び
と
舟
を
漕
ぐ

、
、
、
、
、

と
い
ふ
状
景
は
、
人
間
の
生
活
と
い
ふ
こ
と
の
象
徴
的
表
現
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
漕
ぎ
行
く
人
は
誰
や
ら
ん
」
と
そ
れ
を
は
る
か
に
見
や

る
と
き
、
老
い
た
る
小
町
の
心
中
は
、
そ
の
ま
ま
漂
紗
た
る
詩
と
な

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
姿
は
背
景
的
自
然
の
中
の
一
景
物
と
し
て
の
風

情
を
み
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
風
情
は
主
人
公
の
心
中
で
発
情
し
た

能
に
あ
ら
は
れ
た
自
然

。

ポ
エ
ジ
ー
を
伝
へ
る
役
目
を
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
の
悠
久
性
と
人

間
の
有
限
性
が
対
比
さ
れ
、
や
が
て
そ
の
悠
久
な
大
自
然
の
ふ
と
こ

ろ
に
い
だ
か
れ
よ
う
と
す
る
、
い
は
ば
古
来
の
月
並
み
的
な
発
想
形

式
が
じ
つ
に
い
き
い
き
と
し
た
情
感
を
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
す
の
で

あ
る
。こ

の
「
卒
都
婆
小
町
」
の
「
鳥
羽
の
恋
塚
」
か
ら
う
け
る
感
じ
は

荒
波
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
の
川

の
「
佐
渡
」
か
ら
う
け
る
感
じ
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
鳥
羽

の
恋
塚
」
が
た
ん
な
る
景
物
と
な
っ
て
を
ら
ず
、
そ
の
奥
に
塚
の
主

を
思
ふ
心
が
あ
る
と
同
じ
く
、
「
佐
渡
」
と
い
ふ
こ
と
ば
の
中
に
は
、

そ
の
離
れ
小
島
へ
の
流
さ
れ
び
と
の
身
上
に
思
ひ
を
は
せ
て
ゐ
る
が

ご
と
き
感
が
あ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
、
い
っ
て
し
ま
へ
ば
か
へ
っ
て
失

せ
る
が
ご
と
き
ほ
ど
の
感
じ
で
あ
る
が
）
そ
し
て
な
ん
と
い
ふ
こ
と

な
き
叙
景
の
中
に
、
し
み
じ
み
と
し
た
感
慨
が
こ
め
ら
れ
て
ゐ
る
の

も
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
隅
田
川
の
ぱ
あ
ひ
に
お
い
て
、
狂
女
じ
し
ん
、
自
然
の
景
物

と
な
り
、
や
が
て
、
能
特
有
の
人
間
像
を
形
成
す
る
こ
と
は
さ
き
に

の
べ
た
が
、
そ
れ
は
ク
ル
ヒ
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
一
段
で
あ
っ
た
。

ク
ル
ヒ
に
お
い
て
高
め
ら
れ
た
緊
張
度
は
、
船
頭
が
狂
女
に
む
か
っ

て
、
そ
の
い
と
し
ご
の
死
ん
だ
話
を
聞
か
せ
る
べ
き
雰
囲
気
を
用
意

す
る
。
狂
女
は
こ
こ
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
死
を
聞
き
、
ふ
た
た
び

狂
乱
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
墓
所
に
案
内
せ
ら
れ
る
や
、

1

三



さ
り
と
て
は
人
々
、
こ
の
土
を
か
へ
し
て
今
一
度
、
こ
の
世
の
姿
を
母
に

見
せ
さ
せ
給
へ
や
。

と
人
友
に
う
つ
た
へ
つ
つ
号
泣
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
切
実
な
叫
び

は

塚
も
動
け
わ
が
泣
く
声
は
秋
の
風

に
み
ら
れ
る
人
間
的
動
突
と
同
じ
性
格
を
も
つ
て
ゐ
よ
う
。

能
が
継
承
文
芸
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
歌
の
新
興
文
芸
た
る
要
素

を
も
も
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
ば
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
、
能
の
存
在

理
由
で
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
松
風
」
に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
い

ち
お
う
は
、
平
安
朝
的
な
美
の
継
承
・
推
進
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中

に
、
圧
縮
せ
ら
れ
た
人
間
の
内
的
動
突
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
特
有

の
奔
放
・
直
載
さ
で
表
現
し
、
く
る
ほ
し
い
ま
で
に
ひ
た
ぶ
る
な
情

念
の
躍
動
を
描
き
得
た
こ
と
と
、
「
隅
田
川
」
や
「
卒
都
婆
小
町
」

に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
や
は
り
特
有
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
－
の
描
出

を
な
し
え
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
、
近
世
の
芭

蕉
の
ピ
ュ
ー
マ
’
一
テ
ィ
ー
の
出
現
を
予
言
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

ら
う
か
。
ま
た
、
文
芸
的
系
譜
と
し
て
は
、
中
世
和
歌
美
か
ら
、
近

世
の
芭
門
俳
譜
へ
の
橋
わ
た
し
と
し
て
の
位
置
を
な
す
も
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
能
に
あ
ら
は
れ
た
自
然
に
対
し

て
、
さ
き
に
い
っ
た
「
愛
」
と
い
ふ
表
現
を
与
へ
て
も
い
い
や
う
に

思
は
れ
る
。
そ
し
て
、
機
智
的
・
即
興
的
発
想
形
式
も
ま
た
特
色
あ

る
も
の
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
は
し
な
い
だ
ら
う
か
。
し
か
し
、
か
か

』

ざ

る
世
界
が
や
は
り
非
生
活
的
で
、
場
の
せ
ま
さ
を
思
は
せ
る
美
意
識

の
支
配
し
て
ゐ
る
世
界
と
と
も
に
共
存
し
て
は
じ
め
て
存
在
理
由
が

あ
る
と
い
っ
た
同
時
的
な
功
罪
に
、
わ
た
し
は
少
な
か
ら
ぬ
問
題
性

を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

１
．
「
能
の
戯
曲
的
解
釈
や
、
演
出
論
な
ん
か
も
、
明
治
時
代
ま
で
は
あ
っ

た
の
だ
。
例
え
ば
『
姥
捨
の
老
女
は
月
光
菩
薩
と
見
る
べ
き
か
、
そ
れ

は
謡
の
ど
の
文
句
か
ら
判
断
さ
れ
る
か
』
と
か
…
…
」
（
座
談
会
「
武
智

歌
舞
伎
の
検
討
」
ｌ
〃
演
劇
評
論
“
批
判
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
武
智
鉄

二
氏
の
発
言
、
昭
和
二
十
九
年
十
一
・
十
二
月
合
併
号
所
収
）

い
に
し
へ

２
．
「
光
源
氏
の
古
も
、
胡
蝶
の
舞
人
色
々
の
」
（
ク
セ
）
は
光
渡
氏
の

舞
楽
「
胡
蝶
」
莚
童
た
ち
に
舞
は
せ
た
と
い
ふ
「
胡
蝶
の
巻
‐
｜
の
記
載

か
め

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
御
舟
に
飾
る
金
銀
の
、
瓶
に
挿
す
山

か
さ
ね
ぎ
ぬ

吹
の
襲
の
衣
を
懸
け
給
ふ
」
（
ク
セ
）
は
同
じ
く
童
た
ち
に
雌
鳥
（
「
胡

蝶
」
「
伽
陵
頻
」
）
を
舞
は
せ
た
が
、
蝶
に
は
金
の
花
瓶
に
山
吹
を
さ
し

て
、
烏
に
は
銀
の
花
瓶
に
桜
を
さ
し
て
、
船
に
飾
ら
せ
た
こ
と
に
も
と

づ
い
て
ゐ
る
。
「
山
吹
の
雲
の
衣
」
と
は
そ
の
と
き
に
舞
っ
た
童
に
賜

は
っ
た
も
の
。

「
花
園
の
、
胡
蝶
を
さ
へ
や
下
草
に
、
秋
ま
つ
虫
は
う
と
く
見
る
ら
ん
」

（
ク
セ
）
は
紫
の
上
が
秋
好
中
宮
へ
贈
っ
た
歌
。
「
胡
蝶
に
も
、
誘
は

れ
な
ま
し
、
心
が
り
て
、
八
重
山
吹
も
隔
て
ぬ
梅
の
…
…
」
は
光
源
氏

の
舟
遊
び
の
時
、
紫
の
上
に
答
へ
た
秋
好
中
宮
の
歌
（
最
後
が
「
隔
て

な
り
せ
ぱ
」
）
で
あ
る
。
（
野
上
豊
一
郎
著
一
鑑
謡
曲
全
集
」
に
よ
る
）

３
．
「
謡
曲
の
世
界
観
」
（
能
楽
全
書
第
一
巻
七
七
’
九
○
．
ヘ
ー
ジ
所
収
）

ロ

告』

三
二二



’ 、

ノ

｡

勺

４
・
「
謡
曲
と
作
者
」
（
能
楽
全
言
第
一
巻
一
○
二
・
ヘ
ー
ジ
・
「
能
楽
芸
道
」

．
二
三
二
。
ヘ
ー
ジ
所
収
）

５
・
花
伝
害
第
二
物
学
条
・
々

６
．
「
物
狂
考
」
（
「
能
研
究
と
発
見
二
四
・
ヘ
ー
ジ
所
収
）

７
・
「
能
の
遊
狂
精
神
Ｉ
’
（
「
能
研
究
と
発
見
」
二
一
三
動
へ
１
ジ
所
収
）

８
．
「
謡
曲
と
和
歌
」
（
能
楽
全
書
第
三
巻
一
二
二
’
一
二
四
ペ
ー
ジ
所

収
）

９
．
「
日
本
文
学
の
環
境
」
（
一
三
三
’
一
四
二
ぺ
１
ジ
所
収
）

、
・
７
、
参
照

皿
・
「
能
の
幽
玄
」
（
「
能
の
幽
玄
と
花
」
八
・
ヘ
ー
ジ
所
収
）

皿
・
池
田
勉
「
源
氏
物
語
に
於
け
る
文
芸
意
識
の
構
造
」
（
『
国
交
試
論
」
第

二
輯
八
五
’
一
四
七
）
参
照
（
高
木
市
之
助
一
‐
日
本
文
学
の
環
境
」

三
一
七
・
二
一
三
。
ヘ
ー
ジ
よ
り
）

〔
一
』
と
わ
り
〕
小
論
中
の
能
本
の
引
用
文
は
お
よ
そ
観
世
流
大
成
版
（
「
三
山
」

を
の
ぞ
く
）
に
し
た
が
っ
た
。
毒
ほ
、
従
来
「
謡
曲
」
と
い
ふ
呼
称
が
一
般
に

使
は
れ
て
ゐ
る
が
、
往
々
、
こ
の
呼
称
の
も
と
に
、
能
の
詞
章
が
能
か
ら
独
立

、
、
、
、
、

し
た
う
た
ひ
、
も
の
・
文
芸
作
品
と
し
て
と
り
あ
つ
か
は
れ
が
ち
で
あ
る
の
で
、
と

く
に
、
詩
劇
「
龍
」
の
シ
ナ
リ
オ
（
兼
楽
譜
）
と
し
て
の
も
の
と
い
ふ
立
場
を

、
、

強
張
す
る
た
め
、
「
能
本
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
名
は
、
古
く
「
能
本
作
者
註
文
」

に
発
し
て
ゐ
る
。能

に
あ
ら
は
れ
た
自
然

ｲ』

1

12日
銅
一
識
剣
螺
漬
秀

日
心
敬

９
群
露
岡
多
本
彦
一

日
蕉
風
の
成
立

０
麺
曼
震
浅
田
善
二
郎

Ｉ
ｌ
Ｅ
言
己
諮
唾
力
こ
う
、
｛
》

11 日

言
語
表
現
の
問
題

雲
斡
鐸
錘
糸
岡
・
正
一

生
活
記
録
運
動
に
つ
い
て

雫
祗
霊
安
永
武
人

日
本
文
学

第
三
回

夏
季
講
座

期
日
七
月
八
日
’
十
二
日
（
五
日
間
）

午
後
六
時
三
十
分
’
九
時

場
所
本
学
研
心
館
三
階 ｡

異
説
「
好
色
五
人
女
」

鐘
認
幽
鍔
授
村
田
穆

日
本
自
然
主
義
文
学
の
理
論

誇
癖
国
崎
望
久
太
郎

を
か
し

議
癖
田
中
三
太
郎

物
語
の
考
察

癖
》
清
水
泰

民
謡
と
民
族
詩
‐

議
癖
土
橋
寛

三

､


