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繭
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葵
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能
楽
は
そ
の
長
い
歴
史
を
通
じ
て
、
様
々
な
隣
接
領
域
に
影
響
を
与
え
て
き
た
。
そ

の
範
囲
は
演
劇
や
芸
能
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
手
塚
治
虫
の
漫
画
に
能
『
安
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ザ

原
』
を
S
F
に
翻
案
し
た
『
安
達
が
原
』
が
あ
る
な
ど
、
現
代
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

領
域
に
も
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

　
本
稿
は
、
T
V
草
創
期
の
特
撮
番
組
『
ウ
ル
ト
ラ
Q
』
の
中
の
一
話
『
カ
ネ
ゴ
ン
の

繭
』
を
能
『
葵
上
』
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
能
が
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
領
域
に
与
え

た
影
響
の
一
端
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
は
上
記
の
手
塚
作
品

の
よ
う
に
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
　
『
葵
上
』
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
『
葵
上
』
は
古
作
の
能
を
世
阿
弥
が
改
作
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
確
証
は
な
い
。
も

と
は
六
条
御
息
所
の
霊
、
そ
の
侍
女
（
の
霊
）
、
葵
上
の
父
の
左
大
臣
、
そ
の
従
者
、

巫
女
、
延
暦
寺
の
僧
の
五
人
が
登
場
し
た
が
、
後
に
侍
女
の
役
を
省
略
す
る
よ
う
に
な

り
、
侍
女
の
詞
章
が
巫
女
に
移
さ
れ
た
含
現
存
す
る
謡
本
は
全
て
こ
の
変
化
の
後
に

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
『
葵
上
』
が
古
典
文
学
全
集
の
類
い
に
収
録
さ
れ
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

合
も
全
て
侍
女
役
を
省
略
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
　
一
九
八
四
年
に
侍
女
役
を
登
場

さ
せ
る
演
出
が
復
活
さ
れ
て
「
古
式
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
い
、
）
現
在
も
侍
女

役
を
省
略
す
る
演
出
が
一
般
的
で
あ
る
。
　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
が
製
作
さ
れ
た
一
九
六

六
年
に
は
ま
だ
「
古
式
」
で
の
上
演
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
　
『
葵
上
』
の
本
来
の
内
容

を
知
る
者
は
一
部
の
研
究
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』

が
踏
ま
え
て
い
る
の
は
侍
女
役
を
省
略
す
る
通
常
の
上
演
内
容
で
あ
る
。

　
通
常
の
上
演
内
容
を
時
系
列
に
沿
っ
て
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

〇
六
条
御
息
所
は
か
つ
て
皇
太
子
妃
と
し
て
優
雅
な
生
活
を
し
て
い
た
が
、
皇
太
子
の

　
死
去
に
よ
り
地
位
を
失
い
、
孤
独
な
境
遇
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
光
源
氏
と
親
密
に

　
な
る
が
、
源
氏
が
夕
顔
に
心
を
移
し
た
り
、
葵
上
を
正
妻
に
迎
え
た
り
し
た
た
め
、

　
嫉
妬
に
苦
し
み
続
け
た
。
あ
る
日
、
牛
車
で
賀
茂
祭
に
出
か
け
た
時
、
葵
上
の
牛
車

　
と
は
ち
合
わ
せ
し
、
葵
上
の
下
人
た
ち
か
ら
侮
辱
さ
れ
、
牛
車
を
破
損
さ
れ
た
。

②
六
条
御
息
所
は
生
霊
と
な
っ
て
葵
上
に
崇
り
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。

③
葵
上
が
物
の
怪
に
崇
ら
れ
て
い
る
の
で
、
左
大
臣
が
巫
女
を
召
し
出
し
、
物
の
怪
の



劃
　
　
正
体
を
占
わ
せ
る
。
巫
女
は
梓
弓
を
用
い
た
祈
祷
に
よ
っ
て
物
の
怪
を
呼
び
出
す
。

陵
④
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
破
損
し
た
牛
車
に
乗
り
侍
女
を
伴
っ
て
現
れ
名
を
名
乗
ワ

能と
　
　
身
の
上
を
嘆
き
、
葵
上
へ
の
恨
み
を
吐
露
し
、
涙
す
る
。
　
（
通
常
の
上
演
で
は
、
牛

酬
車
や
侍
女
は
詞
章
で
触
れ
ら
れ
る
の
み
で
舞
台
に
は
場
し
な
パ
）

W
　
⑤
巫
女
が
六
条
御
息
所
の
生
霊
を
た
し
な
め
る
が
、
生
霊
は
巫
女
の
制
止
を
振
り
切
り

隣
．
葵
上
に
襲
い
か
駕
巫
女
は
「
痛
い
目
を
お
見
せ
し
ま
す
よ
」
と
牽
制
竃

撮
　
⑥
六
条
御
息
所
の
生
霊
は
再
び
葵
上
へ
の
嫉
妬
を
吐
露
し
、
身
の
上
を
嘆
き
、
　
「
こ
の

特
N
　
　
壊
れ
た
牛
車
で
葵
上
を
連
れ
去
ろ
う
」
と
、
呪
い
の
言
葉
を
残
し
て
姿
を
消
す
。

　
　
⑦
左
大
臣
に
命
じ
ら
れ
た
従
者
が
延
暦
寺
の
僧
を
呼
び
寄
せ
る
。

　
　
⑧
僧
が
葵
上
の
た
め
に
加
持
祈
祷
を
し
て
い
る
と
、
鬼
と
化
し
た
生
霊
が
現
れ
る
。
僧

　
　
　
は
鬼
を
折
伏
し
よ
う
と
し
、
激
し
い
闘
い
と
な
る
。

　
　
⑨
鬼
は
知
ら
ず
知
ら
ず
僧
の
祈
り
に
唱
和
し
、
我
に
返
る
。

　
　
⑲
鬼
は
二
度
と
崇
り
を
な
さ
な
い
と
誓
い
、
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
去
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
以
上
の
う
ち
、
0
は
舞
台
で
演
じ
ら
れ
ず
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
の
回
想
と
し
て
触

　
　
れ
ら
れ
る
。
ま
た
、
②
は
巫
女
が
呼
び
出
し
た
物
の
怪
が
④
で
「
六
条
御
息
所
の
怨
霊
」

　
　
と
名
乗
る
こ
と
、
お
よ
び
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
か
ら
、
そ
れ
と
知
ら
れ
る
。

　
　
　
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
鬼
と
化
し
た
六
条
御
息
所
の
生
霊

　
　
が
僧
と
の
闘
い
を
通
し
て
妄
執
か
ら
解
放
さ
れ
真
人
間
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
『
葵
上
』

　
　
と
同
じ
く
女
が
鬼
と
化
す
、
い
わ
ゆ
る
鬼
女
物
の
能
に
『
鉄
輪
』
　
『
安
達
原
』
　
『
道
成

　
　
寺
』
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
女
は
救
わ
れ
る
こ
と
な
く
鬼
の
姿
の
ま
ま
姿
を
消
し
て
し

二

ま
う
。
こ
の
違
い
は
何
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
鉄
輪
』
で
は
、
鬼
と
化
し
た
女
に
立
ち
向
か
う
の
は
仏
僧
で
は
な
く
陰
陽
師
・
安

倍
晴
明
で
あ
る
。
安
倍
晴
明
は
、
女
を
離
縁
し
た
夫
か
ら
命
を
助
け
て
ほ
し
い
と
請
わ

れ
、
鬼
の
正
体
が
離
縁
さ
れ
た
妻
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
魍
魎
鬼
神
」

と
断
じ
、
神
仏
星
宿
に
祈
っ
て
追
い
払
う
。
何
と
も
酷
い
仕
打
ち
で
あ
る
が
、
如
何
せ

ん
、
陰
陽
道
は
仏
教
の
よ
う
に
衆
生
済
度
を
標
榜
し
て
は
い
な
い
。
陰
陽
師
は
依
頼
者

の
要
望
に
応
え
る
の
が
本
分
な
の
だ
。

　
『
安
達
原
』
と
『
道
成
寺
』
で
は
、
鬼
女
に
立
ち
向
か
う
の
は
衆
生
済
度
を
掲
げ
る

仏
教
の
修
行
者
で
あ
る
。
　
『
安
達
原
』
の
二
人
の
山
伏
は
自
ら
の
身
を
守
る
た
め
に
、

『
道
成
寺
』
の
住
僧
た
ち
は
寺
を
守
る
た
め
に
、
鬼
を
折
伏
す
る
。
　
『
安
達
原
』
の
山

伏
た
ち
は
、
人
間
の
女
が
何
ら
か
の
事
情
で
鬼
と
化
し
た
と
は
考
え
ず
、
鬼
が
女
に
な

り
す
ま
し
て
い
た
と
思
い
込
ん
で
、
自
分
た
ち
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
鬼
を
退
治
し
よ

う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
鬼
な
ど
は
救
済
す
べ
き
衆
生
の
内
に
入
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
道
成
寺
』
の
僧
た
ち
は
女
が
鬼
と
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
知
っ
て

お
り
、
鬼
女
に
立
ち
向
か
う
時
に
は
祈
り
に
よ
っ
て
女
の
恨
み
を
滅
却
す
る
か
の
よ
う

に
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
鬼
女
が
執
心
を
抱
い
た
ま
ま
淵
に
飛
び
込
む
と
、
僧
た
ち
は
望

み
を
遂
げ
た
と
称
し
て
引
き
帰
し
て
し
ま
う
。
女
の
恨
み
を
滅
す
る
と
い
う
言
及
は
結

局
の
と
こ
ろ
神
仏
の
加
護
を
得
る
た
め
の
大
義
名
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
『
鉄
輪
』
　
『
安
達
原
』
　
『
道
成
寺
』
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
鬼
女
は

祈
る
者
と
闘
う
が
、
そ
の
祈
り
は
鬼
と
化
し
た
女
を
救
う
た
め
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ

る
以
上
、
女
が
そ
の
祈
り
に
よ
っ
て
救
わ
れ
な
い
の
は
当
然
の
結
果
の
よ
う
に
思
わ
れ
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る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
『
葵
上
』
の
場
合
も
、
僧
が
鬼
を
祈
り
伏
せ
る
の
は
葵
上
に
崇

り
を
な
す
も
の
を
除
く
た
め
で
あ
っ
て
、
六
条
御
息
所
を
救
済
す
る
た
め
で
は
な
い
。

僧
は
左
大
臣
の
従
者
か
ら
「
葵
上
の
御
物
の
気
以
て
の
外
に
御
座
候
」
と
告
げ
ら
れ
る

の
み
で
あ
り
、
　
「
物
の
気
」
の
正
体
が
六
条
御
息
所
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
は
い

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鬼
は
僧
の
祈
り
に
唱
和
し
て
「
成
仏
得
脱
の
身
」
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
『
葵
上
』
で
は
、
僧
の
祈
り
は
不
動
明
王
の
真
言
・
五
大
尊
明
王
の
勧
請
・
不
動
明

王
の
誓
願
の
一
部
か
ら
な
り
、
不
動
明
王
の
誓
願
に
「
聴
我
説
者
、
得
大
智
慧
。
知
我

心
者
、
即
身
成
仏
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
僧
が
鬼
女
に
向
か
っ
て
大
智
慧
を
得

て
即
身
成
仏
せ
よ
と
説
得
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
『
安

達
原
』
で
も
、
鬼
に
変
じ
た
女
に
向
か
っ
て
二
人
の
僧
が
同
じ
よ
う
に
祈
る
。
真
言
は

薬
師
如
来
の
も
の
・
大
日
如
来
の
も
の
・
不
動
明
王
の
も
の
を
取
り
混
ぜ
、
不
動
明
王

の
誓
願
も
「
見
我
身
者
、
発
菩
提
心
。
聞
我
名
者
、
断
悪
修
善
。
聴
我
説
者
、
得
大
智

慧
。
知
我
心
者
、
即
身
成
仏
」
と
全
文
を
唱
え
て
お
り
、
『
葵
上
』
よ
り
も
更
に
丁
重

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
目
的
は
自
分
た
ち
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
鬼
を
「
明
王
の
繋

縛
に
か
け
て
責
め
か
け
」
て
懲
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
鬼
が
弱
り
果
て
て
「
あ
さ
ま

し
や
、
恥
ず
か
し
の
わ
が
姿
や
」
と
我
に
返
る
様
子
を
見
せ
な
が
ら
「
夜
嵐
の
音
に
立

ち
紛
れ
」
闇
の
中
に
逃
げ
去
っ
て
も
、
僧
た
ち
は
鬼
を
成
仏
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
嘆
き
は
し
な
い
。
　
『
道
成
寺
』
で
も
、
寺
の
僧
た
ち
は
五
大
尊
明
王
の
勧
請
・
不
動

明
王
の
真
言
・
不
動
明
王
の
誓
願
の
一
部
を
唱
え
、
更
に
竜
神
に
も
祈
願
し
て
鬼
女
に

立
ち
向
か
う
。
上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
、
僧
た
ち
は
祈
り
に
よ
っ
て
女
の
執
心
を
滅

す
る
か
の
よ
う
に
言
う
が
、
本
心
か
ら
そ
う
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神
仏
の
力
を

借
り
て
寺
を
守
れ
れ
ば
事
足
れ
り
と
し
て
い
る
。
『
安
達
原
』
で
も
『
道
成
寺
』
で
も
、

僧
が
不
動
明
王
の
誓
願
を
唱
え
る
の
は
、
恐
る
べ
き
霊
力
を
持
つ
相
手
を
圧
倒
す
る
手

段
と
し
て
不
動
明
王
の
力
を
借
り
る
た
め
で
あ
っ
て
、
相
手
に
仏
法
の
功
徳
を
示
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

救
済
に
導
く
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
祈
り
の
内
容
が
同
様
で
あ
り
、
か

つ
『
葵
上
』
の
僧
だ
け
が
他
の
演
目
の
僧
た
ち
と
は
異
な
る
目
的
を
持
っ
て
い
る
と
認

め
る
根
拠
も
無
い
か
ら
、
『
葵
上
』
に
お
い
て
も
僧
は
鬼
を
退
散
さ
せ
る
こ
と
し
か
念

頭
に
無
い
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　
六
条
御
息
所
が
妄
執
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
が
、
僧
の
意
図
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
す

れ
ば
、
六
条
御
息
所
自
身
の
内
に
そ
の
要
因
が
あ
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
④
で
、

六
条
御
息
所
は
「
そ
れ
娑
婆
電
光
の
境
に
は
、
恨
む
べ
き
人
も
な
く
、
悲
し
む
べ
き
身

も
あ
ら
ざ
る
に
、
い
つ
さ
て
う
か
れ
そ
め
つ
ら
ん
」
と
述
懐
す
る
。
仏
の
教
え
を
守
っ

て
人
を
恨
ま
ず
身
を
嘆
げ
か
ず
に
生
き
た
い
と
い
う
強
い
念
慮
が
あ
る
た
め
に
、
生
霊

と
な
っ
て
恋
敵
に
崇
る
と
い
う
自
ら
の
行
い
を
浮
か
れ
た
も
の
と
恥
じ
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
念
慮
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葛
藤
は
い
っ
そ
う

複
雑
な
も
の
に
な
り
、
苦
悩
は
い
っ
そ
う
深
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
葵
上
』
と
『
安
達
原
』
　
『
道
成
寺
』
と
の
決
定
的
な
違
い
も
こ
こ
に
あ
る
。
　
『
安

達
原
』
に
も
、
女
が
仏
教
的
な
言
葉
を
口
に
し
て
「
か
ほ
と
は
か
な
き
夢
の
世
を
な
ど

や
厭
は
ざ
る
わ
れ
な
が
ら
、
あ
だ
な
る
心
こ
そ
恨
み
て
も
か
ひ
な
か
り
け
れ
」
と
語
る

く
だ
り
は
あ
る
。
は
か
な
い
人
生
に
執
着
す
る
我
が
心
の
迷
い
が
恨
め
し
い
と
い
う
嘆

き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
僧
の
説
法
に
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
発
的
に
述
べ
た
の
で

三
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は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
嘆
き
か
ら
は
、
は
か
な
い
人
生
に
執
着
す
る
こ
と
が
鬼
と
化
す

こ
と
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
定
か
で
は
な
い
し
、
鬼
と
化
す
こ
と
を
女
自
身
が

ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
か
も
判
然
と
し
な
い
。
要
す
る
に
、
六
条
御
息
所
の
よ
う

に
鬼
と
化
す
原
因
と
な
る
心
情
や
鬼
と
化
す
過
程
の
行
動
を
仏
教
の
教
義
に
照
ら
し

て
恥
じ
、
葛
藤
す
る
様
子
ま
で
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
『
道
成
寺
』
に
至
っ
て
は
、

女
は
た
だ
道
成
寺
を
訪
れ
る
際
に
「
作
り
し
罪
も
消
え
ぬ
べ
し
。
鐘
の
供
養
に
参
ら
ん
」

と
独
り
言
を
言
う
の
み
で
あ
る
。
単
に
仏
縁
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

る
に
過
ぎ
ず
、
自
ら
の
心
情
や
行
動
に
つ
い
て
の
葛
藤
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
　
『
葵
上
』
　
『
安
達
原
』
　
『
道
成
寺
』
と
い
う
三
つ
の
鬼
女
物

に
お
い
て
、
女
の
信
仰
の
徹
底
性
が
僧
と
の
闘
争
の
結
末
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
　
『
安
達
原
』
の
女
も
人
生
へ
の
執
着
を
仏
教
の
教
義
に
照
ら
し
て
嘆
い
て
見
せ

る
が
、
そ
れ
は
自
発
的
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
そ
の
徹
底
性
に
お
い
て
も
六
条
御
息
所

に
及
ば
な
い
。
そ
し
て
、
僧
の
祈
り
に
つ
か
の
間
我
に
返
る
も
の
の
結
局
は
鬼
の
姿
の

ま
ま
闇
に
紛
れ
て
行
方
を
く
ら
ま
す
。
『
道
成
寺
』
の
女
に
お
い
て
仏
教
は
一
方
的
に

救
済
を
期
待
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
信
仰
は
内
面
的
な
深
ま
り
を
欠
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
僧
と
の
闘
争
の
中
で
も
一
度
も
我
に
返
る
こ
と
な
く
逃
げ
去
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
　
『
葵
上
』
の
場
合
、
六
条
御
息
所
は
自
ら
の
心
情
や
行
動
を
仏
教
の

教
義
に
照
ら
し
て
恥
じ
て
お
り
、
仏
教
思
想
が
最
も
よ
く
身
に
つ
い
て
い
る
。
鬼
の
姿

と
な
っ
て
も
、
仏
の
教
え
に
従
お
う
と
す
る
念
慮
は
心
の
奥
に
退
く
だ
け
で
、
消
え
失

せ
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
僧
が
祈
り
伏
せ
よ
う
と
す
る
と
、
お
の
ず

と
祈
り
に
共
鳴
し
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

　
こ
こ
で
、
僧
に
関
し
て
『
葵
上
』
と
『
安
達
原
』
　
『
道
成
寺
』
の
注
目
す
べ
き
相
違

点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
　
『
安
達
原
』
の
二
人
の
僧
は
自
ら
の
身
を
守
る
た
め
、
　
『
道
成

寺
』
の
僧
た
ち
は
寺
を
守
る
た
め
、
た
め
ら
う
こ
と
無
く
鬼
に
立
ち
向
か
う
。
こ
れ
に

対
し
て
、
　
『
葵
上
』
に
登
場
す
る
僧
は
、
．
左
大
臣
の
従
者
が
訪
ね
て
行
っ
て
も
「
九
識

の
窓
の
前
、
十
乗
の
床
の
ほ
と
り
に
、
喩
伽
の
法
水
を
た
た
へ
、
三
密
の
月
を
澄
ま
す

所
に
、
案
内
申
さ
ん
と
は
如
何
な
る
者
ぞ
」
と
、
修
行
の
邪
魔
を
さ
れ
た
く
な
い
と
い

う
口
ぶ
り
で
あ
り
、
従
者
か
ら
事
情
を
説
明
さ
れ
て
も
ま
だ
「
こ
の
間
は
別
行
の
子
細

あ
っ
て
、
何
方
に
も
罷
り
出
で
ず
候
へ
ど
も
、
大
臣
よ
り
の
御
使
い
と
候
程
に
、
や
が

て
参
ら
う
ず
る
に
て
候
」
と
、
本
当
は
行
き
た
く
な
い
の
だ
と
言
い
た
げ
な
様
子
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
葵
上
の
た
め
に
物
の
怪
を
折
伏
す
る
の
が
気
が
進
ま
な
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
大
変
修
行
熱
心
だ
か
ら
修
行
以
外
の
こ
と
に
煩
わ
さ
れ
た
く
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
僧
と
六
条
御
息
所
は
葵
上
の
安
危
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

仏
教
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
念
慮
に
お
い
て
内
面
的
に
は
相
通
ず
る
も
の
を
持
っ

て
い
る
と
言
え
る
。

　
僧
に
関
す
る
相
違
点
は
も
う
一
つ
あ
る
。
実
に
単
純
明
快
な
事
実
で
あ
る
が
、
『
葵

上
』
の
僧
が
一
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
『
安
達
原
』
　
『
道
成
寺
』
の
僧
は
複
数
で
あ

る
。
鬼
と
化
し
た
者
と
は
い
え
、
女
一
人
を
男
性
の
修
行
者
が
寄
っ
て
た
か
っ
て
責
め

立
て
る
の
は
酷
薄
な
ふ
る
ま
い
に
見
え
る
。
両
者
の
間
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
は

到
底
思
わ
れ
な
い
。
『
葵
上
』
の
よ
う
に
僧
と
鬼
女
と
が
一
対
一
で
向
き
合
っ
て
こ
そ
、

何
事
か
が
相
通
ず
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
『
葵
上
』
の
演
出
に
つ
い
て
言
え
ば
、
　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
と
比
較
す
る
上
で
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特
に
注
目
す
べ
き
点
が
三
つ
あ
る
。

　
第
一
に
、
六
条
御
息
所
の
装
束
に
蛇
を
表
す
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
。
六
条

御
息
所
は
鱗
箔
の
婁
帯
を
し
、
唐
織
の
下
に
鱗
箔
の
着
付
を
着
た
姿
で
演
じ
ら
れ
る
。

鱗
箔
は
蛇
の
鱗
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
鬼
を
蛇
の
類
い
と
見
る
観
念
に
よ
る

　
　
　
　
　
ハ
ゑ

も
の
で
あ
り
、
能
に
お
け
る
鬼
女
の
表
現
と
し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
六
条
御
息
所
の
面
の
目
の
所
に
金
泥
が
塗
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
金
泥
は
生

身
の
人
間
と
は
異
な
る
霊
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
④
か
ら
0
ま
で
は
泥
眼
の
面

を
か
け
て
演
じ
ら
れ
る
。
泥
眼
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
気
品
あ
る
貴
女
の
よ
う
だ
が
、
目

に
金
泥
が
施
さ
れ
て
い
て
妖
し
く
光
る
。
⑧
か
ら
後
は
般
若
の
面
を
か
け
る
。
般
若
は

鬼
女
を
表
す
最
も
一
般
的
な
面
で
あ
り
、
や
は
り
目
に
金
泥
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
は
、
⑩
で
扇
を
広
げ
て
妄
執
か
ら
の
解
放
を
表
す
こ
と
。
六
条
御
息
所
の
生
霊

を
演
じ
る
役
者
は
⑥
の
終
わ
り
で
唐
織
を
脱
い
で
頭
か
ら
被
っ
て
去
り
、
⑦
の
間
に
面

を
替
え
、
扇
を
打
杖
に
持
ち
替
え
る
。
面
や
小
道
具
を
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
復
讐
心

の
高
ぶ
り
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
⑩
で
六
条
御
息
所
が
怨

霊
と
な
る
こ
と
を
や
め
て
真
人
間
に
戻
る
時
に
は
、
打
杖
を
扇
に
再
び
持
ち
替
え
、
扇

を
広
げ
る
。
上
演
の
結
び
が
も
た
つ
か
な
い
よ
う
に
と
の
演
出
上
の
配
慮
か
ら
面
や
装

束
を
替
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
打
杖
を
捨
て
る
こ
と
で
怨
念
を
捨
て
去
る
こ
と
を
表
し
、

扇
を
広
げ
る
こ
と
で
心
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
は
日
本
初
の
特
撮
T
V
番
組
『
ウ
ル
ト
ラ
Q
』
の
第
十
五
話
と

し
て
放
映
さ
れ
た
。
脚
本
は
山
田
正
弘
、
監
督
は
中
川
晴
之
助
、
特
撮
監
督
は
的
場
徹

が
担
当
し
て
い
る
。
　
『
ウ
ル
ト
ラ
Q
』
は
東
宝
の
ゴ
ジ
ラ
・
シ
リ
ー
ズ
の
特
撮
を
手
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
じ

け
た
円
谷
英
二
が
設
立
し
た
円
谷
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
T
V
進
出
第
一
作
で
あ
り
、

T
B
S
に
よ
り
一
九
六
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
七
月
三
日
ま
で
毎
週
一
話
ず
つ
放
映

　
　
　
へ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
り

さ
れ
た
。
　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
初
放
映
は
四
月
十
日
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
ザ

　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
子
供
た
ち
が
普
段
か
ら
遊
び
場
に
し
て
い
る
工
事
現
場
の
造
成
地
で
バ
ザ
ー
の
真

　
似
事
を
し
て
い
る
。
金
を
集
め
る
の
が
大
好
き
な
金
男
少
年
は
、
そ
こ
で
他
の
子
供

　
が
落
と
し
た
金
を
横
取
り
す
る
。
そ
の
直
後
、
リ
ー
ダ
ー
格
の
ア
キ
ラ
少
年
が
不
思

　
議
な
繭
を
見
つ
け
、
振
る
と
硬
貨
が
ぶ
つ
か
り
合
う
音
が
す
る
。
ア
キ
ラ
か
ら
繭
を

　
受
け
取
っ
た
年
下
の
少
年
は
「
飼
っ
て
る
と
中
の
お
金
が
だ
ん
だ
ん
増
え
る
か
も
し

　
れ
な
い
そ
」
と
言
う
。
金
男
は
繭
を
取
り
上
げ
、
自
分
の
物
に
す
る
。

②
子
供
た
ち
か
ら
「
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
」
と
呼
ば
れ
る
工
事
現
場
の
監
督
と
そ
の
部
下
が
ブ

　
ル
ド
ー
ザ
ー
で
登
場
し
、
子
供
た
ち
の
バ
ザ
ー
会
場
を
躁
躍
す
る
。
子
供
た
ち
は
破

　
壊
さ
れ
た
品
々
を
手
に
取
り
、
悔
し
げ
に
叩
き
つ
け
る
。

③
夕
食
後
、
父
母
が
金
男
に
「
人
の
落
と
し
た
お
金
を
黙
っ
て
拾
っ
た
り
す
る
と
、
お

　
金
亡
者
の
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
」
と
説
教
す
る
。
「
ぼ
く
、
そ
ん
な
こ
と
知
ら
な
い
よ
」

　
と
し
ら
ば
く
れ
る
金
男
に
対
し
、
父
は
と
っ
さ
に
カ
ネ
ゴ
ン
の
姿
を
語
る
。
頭
は
金

　
入
れ
、
体
は
銅
貨
の
よ
う
に
赤
光
し
、
目
は
金
の
方
に
向
か
っ
て
二
本
飛
び
出
し
、

　
口
に
は
財
布
の
ジ
ッ
パ
ー
、
ゴ
ジ
ラ
み
た
い
な
尻
尾
に
は
ギ
ザ
ギ
ザ
も
つ
い
て
い
る
、

　
と
。

五
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④
金
男
の
部
屋
で
は
繭
が
部
屋
一
杯
に
巨
大
化
し
て
い
る
。
金
男
は
歓
喜
し
て
手
を
繭

　
に
突
っ
込
み
、
金
を
手
に
し
て
ジ
ャ
ラ
ジ
ャ
ラ
と
鳴
ら
す
。
金
男
が
再
び
繭
に
手
を

　
突
っ
込
む
と
、
繭
の
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
。

⑤
翌
朝
、
繭
か
ら
出
て
き
た
金
男
は
父
が
語
っ
た
通
り
の
怪
獣
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
て
い

　
た
。
カ
ネ
ゴ
ン
を
見
た
両
親
は
、
そ
れ
を
金
男
と
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
恐
怖
の
あ

　
ま
り
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
カ
ネ
ゴ
ン
を
締
め
出
す
。
金
男
は
鏡
を
見
て
初
め
て
自

　
分
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
た
こ
と
を
知
る
。
涙
を
流
す
カ
ネ
ゴ
ン
。

⑥
カ
ネ
ゴ
ン
は
家
を
出
る
。
道
を
行
く
カ
ネ
ゴ
ン
を
子
供
た
ち
が
「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
マ

　
ン
だ
ろ
？
」
　
「
や
あ
い
や
あ
い
、
お
ば
け
」
と
か
ら
か
う
。

⑦
夕
暮
れ
時
、
カ
ネ
ゴ
ン
は
独
り
例
の
工
事
現
場
ら
し
き
場
所
の
崖
の
上
に
座
り
、
「
お

　
な
か
空
い
た
な
あ
」
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
草
の
葉
を
む
し
る
。

⑧
カ
ネ
ゴ
ン
は
ア
キ
ラ
に
助
け
を
求
め
る
。
ア
キ
ラ
は
「
み
つ
と
も
ね
え
姿
に
な
っ
た

　
な
あ
」
と
面
白
が
っ
て
笑
う
。
　
「
人
間
に
戻
す
の
手
伝
っ
て
く
れ
よ
」
と
頭
を
下
げ

　
る
カ
ネ
ゴ
ン
。
ア
キ
ラ
は
「
タ
ダ
っ
て
こ
と
は
な
い
よ
な
」
と
も
っ
た
い
ぶ
る
。
交

　
渉
の
末
、
百
五
十
円
で
話
が
ま
と
ま
る
。
ア
キ
ラ
が
「
友
達
だ
か
ら
仕
方
な
い
か
な
」

　
と
言
う
と
、
カ
ネ
ゴ
ン
は
目
を
発
光
さ
せ
て
再
び
涙
を
流
す
。

⑨
工
事
現
場
で
ア
キ
ラ
が
カ
ネ
ゴ
ン
の
た
め
に
子
供
た
ち
か
ら
カ
ン
パ
を
集
め
る
。
カ

　
ネ
ゴ
ン
は
金
を
食
べ
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
い
。
金
を
食
べ
る
た
び
に
胸
の
カ
ゥ

　
ン
タ
ー
の
数
字
が
増
え
て
い
く
。
反
対
に
カ
ゥ
ン
タ
ー
の
数
字
が
減
っ
て
ゼ
ロ
に
な

　
る
と
、
カ
ネ
ゴ
ン
は
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

⑩
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
と
そ
の
部
下
が
再
び
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
登
場
し
、
子
供
た
ち
は
急
い
で

一ノ、

　
隠
れ
る
。
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
は
子
供
た
ち
の
姿
が
見
え
な
い
こ
と
に
気
を
良
く
す
る
。

⑪
カ
ネ
ゴ
ン
は
空
腹
に
苦
し
ん
で
い
る
。
手
持
ち
の
金
が
尽
き
て
困
り
果
て
た
子
供
た

　
ち
は
「
神
様
」
と
呼
ば
れ
る
怪
し
げ
な
巫
女
を
訪
ね
て
占
い
を
頼
む
。
巫
女
は
子
供

　
た
ち
の
一
人
に
太
鼓
を
打
た
せ
て
祈
り
、
　
「
カ
ネ
ゴ
ン
の
願
い
は
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
が
逆

　
立
ち
し
た
時
か
な
え
ら
れ
る
そ
よ
」
と
予
言
す
る
。

⑫
子
供
た
ち
は
巫
女
の
予
言
を
イ
ン
チ
キ
だ
と
思
い
、
落
胆
す
る
。
小
遣
い
も
前
借
り

　
し
た
し
、
も
う
限
界
だ
。
工
事
現
場
で
子
供
た
ち
は
カ
ネ
ゴ
ン
を
サ
ー
カ
ス
に
売
る

　
か
、
大
学
の
研
究
所
に
寄
付
す
る
か
、
保
健
所
に
引
き
取
ら
せ
る
か
と
相
談
す
る
。

　
「
冗
談
じ
ゃ
ね
え
よ
」
と
怒
り
、
目
か
ら
煙
を
噴
き
出
す
カ
ネ
ゴ
ン
。

⑬
カ
ネ
ゴ
ン
が
銀
行
の
前
に
現
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
銀
行
か
ら
出
て
き
た
事
務
員
が
恐
怖

　
の
あ
ま
り
手
提
げ
金
庫
を
落
と
す
。
散
乱
し
た
金
を
夢
中
で
掻
き
込
む
カ
ネ
ゴ
ン
。

⑭
警
察
は
金
男
が
カ
ネ
ゴ
ン
の
正
体
で
は
な
い
か
と
考
え
、
金
男
の
両
親
を
面
通
し
の

　
た
め
に
銀
行
に
連
れ
て
行
く
。
銀
行
の
前
に
金
が
散
乱
し
て
い
る
の
を
見
た
両
親
は
、

　
黙
っ
て
金
を
拾
う
。

⑮
子
供
た
ち
が
カ
ネ
ゴ
ン
を
銀
行
か
ら
連
れ
去
り
、
警
官
や
両
親
た
ち
の
追
跡
を
振
り

　
切
る
。
工
事
現
場
で
、
カ
ネ
ゴ
ン
は
子
供
た
ち
に
応
援
さ
れ
な
が
ら
、
芸
を
身
に
つ

　
け
よ
う
と
す
る
。
子
供
た
ち
は
カ
ネ
ゴ
ン
に
芸
を
覚
え
さ
せ
て
金
を
稼
こ
う
と
考
え

　
た
の
で
あ
る
。
空
腹
の
せ
い
で
特
訓
に
身
が
入
ら
な
い
カ
ネ
ゴ
ン
に
、
子
供
た
ち
は

　
匙
を
投
げ
よ
う
と
す
る
。
慌
て
て
追
い
す
が
る
カ
ネ
ゴ
ン
。

⑯
そ
こ
に
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
と
そ
の
部
下
が
ま
た
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
登
場
す
る
。
逃
げ
よ
う

　
と
す
る
子
供
た
ち
を
ア
キ
ラ
が
呼
び
止
め
る
。
か
ね
て
か
ら
計
画
し
て
い
た
作
戦
を
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決
行
す
る
時
が
来
た
の
だ
。
輪
に
な
っ
て
打
ち
合
わ
せ
る
子
供
た
ち
。
カ
ネ
ゴ
ン
は

　
輪
の
外
か
ら
覗
き
込
む
。
一
斉
に
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
忍
び
寄
る
子
供
た
ち
。
カ
ネ
ゴ

　
ン
は
遅
れ
て
付
い
て
い
く
が
穴
に
落
ち
て
し
ま
う
。

⑰
子
供
た
ち
は
空
き
缶
を
た
く
さ
ん
結
び
付
け
た
ひ
も
を
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
取
り
付

　
け
る
。
ガ
ラ
ガ
ラ
と
音
を
立
て
る
空
き
缶
ぽ
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
と
部
下
は
怒
っ
て
子
供
た

　
ち
を
追
い
か
け
る
。
カ
ネ
ゴ
ン
は
穴
に
は
ま
っ
た
ま
ま
セ
メ
ン
ト
の
空
き
袋
で
頭
を

　
覆
っ
て
姿
を
隠
す
が
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
。
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
と
部
下
は
怪
獣
と
は
知
ら

　
ず
カ
ネ
ゴ
ン
を
穴
か
ら
引
き
上
げ
る
。
二
人
は
カ
ネ
ゴ
ン
の
姿
を
見
て
腰
を
抜
か
す
。

　
部
下
は
そ
の
は
ず
み
で
穴
に
落
ち
る
。

⑱
カ
ネ
ゴ
ン
は
尻
尾
に
蛇
が
つ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
に
「
取
っ
て

　
く
れ
よ
」
と
頼
む
。
怪
獣
が
迫
っ
て
く
る
の
で
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
は
逃
げ
る
。
カ
ネ
ゴ
ン

　
は
蛇
を
取
っ
て
も
ら
い
た
い
一
心
で
追
う
。
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
乗
っ

　
て
逃
げ
る
が
、
慌
て
た
せ
い
で
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
ご
と
崖
か
ら
転
落
す
る
。
ブ
ル
ド
ー

　
ザ
ー
は
崖
下
ま
で
落
ち
て
行
く
が
、
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
は
崖
の
途
中
で
逆
さ
ま
に
ぶ
ら

　
下
が
る
。

⑲
ア
キ
ラ
が
「
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
が
逆
さ
ま
に
な
っ
て
る
」
と
叫
ぶ
と
、
突
然
カ
ネ
ゴ
ン
が

　
ロ
ケ
ッ
ト
噴
射
し
て
空
高
く
飛
翔
す
る
。
な
ぜ
か
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
が
開
き
、
元
い
た

　
工
事
現
場
に
舞
い
降
り
る
。
大
き
な
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
か
ら
出
て
来
た
の
は
、
元
通
り

　
の
金
男
だ
っ
た
。
　
「
ぼ
く
に
戻
っ
て
る
」
と
喜
ん
で
駆
け
出
す
金
男
。
金
男
も
子
供

　
た
ち
も
万
歳
す
る
。

⑳
金
男
が
家
に
帰
る
と
、
両
親
と
も
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
人
々
が
次
々

カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
。

　
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
お
い
て
興
味
深
い
こ
と
が
三
つ
あ
る
。
金
男
が
金
を
最
初
は

「
個
」
で
数
え
て
い
る
こ
と
、
謎
の
繭
が
金
男
を
怪
獣
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
カ
ネ
ゴ

ン
が
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
と
の
闘
い
の
後
に
金
男
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
順
番
に
検
討
し
て
い

こ
う
。

　
①
で
、
他
の
子
供
が
落
と
し
た
金
を
横
取
り
し
た
後
、
金
男
は
「
後
一
個
貯
ま
る
と
、

ち
ょ
う
ど
千
個
に
な
る
ん
だ
」
と
自
慢
げ
に
語
る
。
　
「
円
」
で
は
な
く
「
個
」
な
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
金
男
が
集
め
て
い
る
金
が
硬
貨
の
み
で
あ
る
こ
と
と
、
金
男
が

こ
だ
わ
っ
て
い
る
も
の
が
金
額
で
な
く
数
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で

は
金
男
は
硬
貨
の
収
集
家
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
貨
幣
の
価
値
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
金
男
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
金
男
が
他
の
子
供
が
落
と
し
た

金
を
横
取
り
し
て
も
、
そ
の
子
供
は
文
句
を
言
わ
な
い
し
、
一
部
始
終
を
見
て
い
た
ア

キ
ラ
は
「
よ
く
利
く
な
あ
、
お
ま
え
の
鼻
は
」
と
呆
れ
顔
な
が
ら
も
感
心
す
る
。
ま
た
、

ア
キ
ラ
が
見
つ
け
た
繭
を
金
男
が
自
分
の
物
に
し
て
も
、
ア
キ
ラ
本
人
も
、
そ
し
て
ア

キ
ラ
か
ら
繭
を
渡
さ
れ
て
い
た
子
供
も
や
は
り
文
句
を
言
わ
な
い
。
こ
う
し
た
描
写
か

ら
、
子
供
た
ち
の
誰
も
が
貨
幣
価
値
に
無
頓
着
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
金
男
が

カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
た
後
、
子
供
た
ち
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
簡
単
に
小
遣
い
を
与
え
る
の
も
そ

の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

　
貨
幣
価
値
に
無
頓
着
な
子
供
た
ち
が
バ
ザ
ー
ご
っ
こ
に
興
じ
る
の
は
、
単
に
大
人
の

す
る
こ
と
を
真
似
る
の
が
面
白
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
金
男
は
そ
の
バ
ザ
ー
会
場
を
見
渡

七
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し
て
「
ガ
ラ
ク
タ
ば
か
り
で
や
ん
の
」
と
吐
き
捨
て
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
そ

こ
に
並
ん
で
い
た
破
れ
傘
を
拾
い
上
げ
て
子
分
格
の
子
供
に
さ
さ
せ
て
い
る
。
金
男
は

バ
ザ
ー
会
場
に
並
ん
だ
品
々
を
本
心
か
ら
無
価
値
な
も
の
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
大
人
ぶ
っ
た
ふ
る
ま
い
を
し
た
い
気
持
ち
が
人
一
倍
強
い

せ
い
で
居
丈
高
な
言
動
を
す
る
だ
け
な
の
だ
。
金
に
異
様
な
ま
で
に
執
着
し
た
り
、
子

分
を
何
人
も
従
え
た
り
と
、
金
男
は
子
供
た
ち
の
中
で
か
な
り
浮
い
た
存
在
で
あ
り
、

そ
の
行
動
は
卑
俗
な
大
人
と
同
じ
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
は
子

供
じ
み
た
収
集
癖
で
あ
っ
た
り
、
子
供
ら
し
い
背
伸
び
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

金
男
が
①
②
で
亀
の
甲
羅
を
頭
に
載
せ
て
い
る
こ
と
や
、
子
分
格
に
破
れ
傘
や
笹
を
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ザ

ざ
さ
せ
て
得
意
げ
に
行
進
し
て
い
る
様
子
は
、
年
相
応
の
幼
稚
さ
を
表
し
て
い
る
。

金
男
の
心
の
中
に
は
、
年
相
応
に
幼
く
あ
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
、
ネ
相
応
に
大
人
び
よ

う
と
す
る
傾
向
と
が
混
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
金
の
収
集
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
で
辛

う
じ
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
子
供
は
誰
し
も
子
供
ら
し
く

あ
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
、
大
人
に
な
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
が
、

金
男
は
そ
の
矛
盾
と
危
う
さ
を
極
端
に
増
幅
さ
せ
た
子
供
像
と
言
え
る
。

　
続
い
て
謎
の
繭
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
金
男
の
心
が
幼
さ
を
失
っ
て
変
質
し
て
行

く
き
っ
か
け
と
な
る
の
が
、
金
の
入
っ
て
い
る
繭
で
あ
る
。
こ
の
繭
は
バ
ザ
ー
ご
つ
こ

の
会
場
に
い
つ
の
間
に
か
紛
れ
込
ん
で
い
る
。
な
ぜ
紛
れ
込
ん
だ
の
か
は
全
く
わ
か
ら

な
い
脆
．
こ
の
こ
と
は
こ
の
禦
脈
絡
を
超
越
す
る
象
徴
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物

　
　
ぽ
ザ

語
る
。

　
①
で
、
ア
キ
ラ
が
繭
か
ら
金
の
音
が
す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
時
、
金
男
に
「
三
十
円

八

は
入
っ
て
る
な
」
　
「
四
十
円
か
な
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
金
男
は
繭
を
自
分
の
物
に
し

た
後
は
、
金
を
「
個
」
で
数
え
な
く
な
る
。
④
で
、
金
男
は
繭
に
入
っ
て
い
る
金
を
想

像
し
て
「
百
万
か
な
、
二
百
万
か
な
」
と
言
う
。
　
「
個
」
も
「
円
」
も
付
い
て
い
な
い

が
、
省
略
さ
れ
て
い
る
の
は
「
円
」
に
違
い
な
い
。
人
は
大
金
を
言
う
時
に
、
し
ば
し

ば
「
円
」
を
省
略
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
た
後
、
⑧
で
ア
キ
ラ

と
交
渉
す
る
時
も
「
円
」
を
用
い
て
い
る
。
繭
は
言
わ
ば
金
を
「
円
」
で
計
算
す
る
価

値
観
と
と
も
に
金
男
に
物
に
な
る
。
つ
ま
り
、
金
男
は
繭
を
手
に
す
る
こ
と
で
貨
幣
価

値
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。

　
金
男
に
貨
幣
価
値
を
伝
え
る
役
割
を
す
る
の
が
、
両
親
を
は
じ
め
と
す
る
大
人
た
ち

で
は
な
く
、
金
男
と
同
じ
子
供
の
ア
キ
ラ
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
ア
キ
ラ
は
子
供

た
ち
の
中
で
最
も
背
が
高
く
、
金
男
よ
り
も
や
や
年
上
に
見
え
る
。
子
供
が
兄
や
上
級

生
な
ど
、
自
分
よ
り
も
成
長
し
た
別
の
子
供
か
ら
影
響
を
受
け
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
ア
キ
ラ
は
⑧
で
金
男
に
向
か
っ
て
「
整
形
手
術
で
鼻
を
高
く
す
る
の
だ
け
だ

っ
て
三
千
円
も
す
る
ん
じ
ゃ
ね
え
か
」
と
貨
幣
価
値
を
客
観
的
に
語
っ
て
い
る
。
大
人

の
よ
う
に
金
の
価
値
を
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
上
述
の
よ
う
に
そ
れ
に
頓
着
し

な
い
。
，
ア
キ
ラ
は
⑧
で
金
男
に
対
し
て
、
協
力
の
代
償
と
し
て
礼
金
を
要
求
し
て
い
る

が
、
本
気
で
は
な
い
。
金
に
執
着
し
て
い
た
金
男
が
金
を
食
べ
る
怪
獣
に
変
身
し
た
の

が
面
白
く
て
、
か
ら
か
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ア
キ
ラ
は
金
男
の
よ
う
に
不
自
然
に

大
人
ぶ
っ
て
歪
に
な
る
の
で
は
な
く
、
自
然
に
大
人
の
世
界
の
常
識
を
身
に
つ
け
つ
つ

安
定
し
て
い
る
。
子
供
ら
し
く
あ
る
こ
と
と
大
人
に
な
っ
て
い
く
こ
と
と
が
無
理
な
く

両
立
し
た
、
理
想
的
な
子
供
像
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
金
男
に
金
の
価
値



愛知淑徳大学論集一文化創造学部・文化創造研究科篇一　第10号　2010

を
伝
え
る
役
割
も
負
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
金
男
が
ア
キ
ラ
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
貨
幣
価
値
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

子
供
ら
し
さ
を
手
放
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
金
男
が
繭
を
自
分
の
物
に
し
た
直
後
、

②
で
バ
ザ
ー
会
場
を
躁
躍
さ
れ
る
と
、
金
男
も
他
の
子
供
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
悔
し
が

り
、
右
手
に
掴
ん
だ
目
覚
ま
し
時
計
を
叩
き
つ
け
、
続
い
て
左
手
に
持
っ
た
物
も
叩
き

つ
け
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
の
繭
だ
っ
た
。
金
男
は
金
の
音
で
鳴
る
繭
に
耳
を
寄

せ
、
悔
し
さ
な
ど
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
う
っ
と
り
聴
き
入
る
。
そ
し
て
、
③
で
父
が
「
金

を
集
め
ち
ゃ
あ
い
か
ん
と
は
言
わ
ん
が
、
お
前
の
は
少
し
行
き
過
ぎ
だ
」
と
説
教
す
る

と
、
金
男
は
平
然
と
「
今
み
た
い
な
世
の
中
、
親
よ
り
お
金
の
方
が
大
事
だ
も
ん
な
」

と
言
い
返
す
。
も
は
や
大
人
も
顔
負
け
の
拝
金
主
義
者
で
あ
る
。
金
男
は
繭
を
手
に
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
価
値
へ
と
一
気
に
傾
斜
し
て
行
く
。
心
の
危
う
い
バ
ラ
ン
ス

が
崩
れ
、
不
相
応
に
大
人
び
よ
う
と
す
る
傾
向
が
急
速
に
肥
大
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
金
男
は
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
と
の
闘
い
の
後
に
元
の
姿
に
戻
る
の
だ
ろ
う

か
。
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
と
い
う
変
化
が
子
供
ら
し
さ
を
失
っ
た
結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
逆
の
変
化
は
子
供
ら
し
さ
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
に
違
い

な
い
。
実
際
、
⑲
で
「
ぼ
く
に
戻
っ
て
る
」
と
喜
ん
で
ま
っ
し
ぐ
ら
に
駆
け
出
し
て
行

く
様
子
は
何
と
も
無
邪
気
な
も
の
で
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
金
男
は
カ
ネ
ゴ
ン
と
い

う
怪
獣
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
子
供
ら
し
さ
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。

　
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
た
金
男
は
、
⑤
で
は
自
分
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
て

泣
き
、
⑧
で
は
ア
キ
ラ
か
ら
「
友
達
だ
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
泣
い
て
い
る
。
威
張
っ
て

子
分
た
ち
を
引
き
連
れ
、
バ
ザ
ー
ご
っ
こ
の
品
々
を
見
下
す
発
言
を
し
て
い
た
頃
よ
り

も
、
ず
っ
と
弱
々
し
く
子
供
っ
ぽ
い
。
か
つ
て
金
男
は
リ
ー
ダ
ー
格
の
ア
キ
ラ
と
対
等

な
口
を
利
き
、
子
分
格
を
何
人
も
引
き
連
れ
て
い
た
。
だ
が
、
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
と
、

人
間
に
戻
る
た
め
に
ア
キ
ラ
に
頭
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
更
に
は
⑪
⑫
⑮
に
描
か

れ
る
よ
う
に
、
子
供
た
ち
に
お
荷
物
扱
い
さ
れ
て
し
ま
う
。
言
わ
ば
、
金
男
は
カ
ネ
ゴ

ン
に
な
る
こ
と
で
子
供
集
団
の
底
辺
に
転
落
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
子
供
集
団
へ
の
再

入
団
で
も
あ
る
。
カ
ネ
ゴ
ン
と
し
て
再
入
団
し
た
後
、
金
男
は
子
供
の
行
動
に
後
か
ら

つ
い
て
行
く
立
場
と
な
る
。
⑫
で
子
供
た
ち
が
巫
女
に
占
い
を
頼
ん
だ
時
、
巫
女
に
恐

怖
を
与
え
な
い
た
め
な
の
だ
ろ
う
が
、
カ
ネ
ゴ
ン
は
途
中
で
待
た
さ
れ
て
い
る
。
占
い

を
イ
ン
チ
キ
だ
と
思
っ
て
落
胆
し
た
子
供
た
ち
が
一
様
に
黙
り
込
ん
で
戻
っ
て
く
る

と
、
カ
ネ
ゴ
ン
は
「
ね
え
ね
え
、
何
て
言
っ
た
？
教
え
て
く
れ
よ
」
と
懇
願
す
る
。
そ

の
様
子
は
い
じ
ら
し
く
子
供
っ
ぽ
い
が
、
し
つ
こ
く
懇
願
し
た
結
果
、
最
年
少
と
お
ぼ

し
き
少
年
か
ら
「
少
し
黙
っ
て
ろ
」
と
口
の
ジ
ッ
パ
ー
を
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
い
、
足
早

に
去
っ
て
行
く
子
供
た
ち
に
慌
て
て
追
い
す
が
る
。
⑮
で
は
、
カ
ネ
ゴ
ン
は
特
訓
に
身

が
入
ら
ず
、
子
供
た
ち
に
見
放
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
、
や
は
り
慌
て
て
追
い
す
が
る
。

続
く
⑯
で
は
、
子
供
た
ち
が
輪
に
な
っ
て
作
戦
を
打
ち
合
わ
せ
る
時
に
は
輪
の
外
か
ら

覗
き
込
み
、
子
供
た
ち
が
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
押
し
寄
せ
る
時
も
遅
れ
て
付
い
て
い
く
。

　
慌
て
て
追
い
す
が
る
と
い
う
カ
ネ
ゴ
ン
の
行
動
パ
タ
ー
ン
は
、
実
に
意
外
な
形
で
功

を
奏
す
る
こ
と
に
な
る
。
⑱
で
、
尻
尾
に
蛇
が
つ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
カ
ネ
ゴ

ン
は
、
逃
げ
る
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
に
「
蛇
を
取
っ
て
く
れ
よ
」
と
慌
て
て
追
い
す
が
る
。
そ

の
結
果
、
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
ご
と
崖
か
ら
転
落
し
、
巫
女
の
予
言
の
通
り

逆
立
ち
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
カ
ネ
ゴ
ン
は
「
わ
ー
い
、
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
を
や
っ

九
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つ
け
た
ぞ
」
と
万
歳
し
な
が
ら
跳
び
は
ね
る
。
そ
の
無
邪
気
な
歓
び
よ
う
は
、
こ
の
後

で
元
の
姿
に
戻
っ
た
時
と
似
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
に
意
味
深
長
な
展
開
で
あ
る
。

金
男
は
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
た
結
果
、
子
供
集
団
の
最
下
位
に
再
編
成
さ
れ
、
慌
て
て
追

い
す
が
る
と
い
う
い
か
に
も
下
位
者
ら
し
い
ふ
る
ま
い
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

子
供
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
て
怪
獣
化
と
い
う
危
機
を
脱
し
た
の
で
あ
る
つ
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ

と
の
闘
い
は
子
供
ら
し
さ
を
取
り
戻
す
過
程
の
総
仕
上
げ
の
段
階
に
位
置
し
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
演
出
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
こ
う
。
特
に
注

目
す
べ
き
点
は
、
⑲
で
金
男
が
元
の
姿
に
戻
る
時
に
、
カ
ネ
ゴ
ン
が
ロ
ケ
ッ
ト
噴
射
し

て
飛
翔
し
、
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
が
開
く
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ケ
ッ
ト
噴
射
し
て
飛
翔
す
る
の

は
高
い
次
元
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
が
開
く
の
は
『
葵
上
』

の
⑩
で
鬼
が
真
人
間
に
戻
る
時
に
扇
を
開
く
の
と
同
じ
く
、
心
の
解
放
を
象
徴
す
る
表

現
と
考
え
ら
れ
る
。
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
が
開
い
た
後
に
、
田
畑
か
ら
山
へ
と
上
空
を
遊
泳

す
る
描
写
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
心
が
解
放
さ
れ
て
自
然
な
状
態
に
帰
る
こ
と
の
暗
喩
と

解
釈
で
き
る
。
⑳
で
、
家
に
帰
っ
た
金
男
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
た
父
親
に
「
黙
っ
て
人

の
落
と
し
た
お
金
拾
っ
た
ね
」
と
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
所
か
ら
、
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ

た
経
験
が
活
か
さ
れ
成
長
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
金
男
は
貨
幣
価
値
へ
の
固

執
か
ら
解
放
さ
れ
て
子
供
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
た
所
か
ら
、
新
た
な
成
長
を
始
め
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
て
『
葵
上
』
と
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
共
通
点
を
挙
げ
よ
う
。

一
〇

【
1
】
主
人
公
が
強
い
執
着
に
よ
っ
て
怪
物
化
す
る
。
（
『
葵
上
』
で
は
六
条
御
息
所

が
失
っ
た
恋
へ
の
執
着
か
ら
鬼
と
な
り
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
で
は
金
男
が
金
へ

　
の
執
着
か
ら
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
。
）

【
2
】
主
人
公
が
怪
物
化
す
る
前
に
、
目
に
は
見
え
づ
ら
い
が
決
定
的
な
変
化
が
起

　
こ
る
。
（
『
葵
上
』
で
は
六
条
御
息
所
は
ま
ず
生
霊
と
な
り
、
そ
の
後
で
鬼
の
姿
へ

　
と
更
に
変
化
す
る
。
鬼
に
な
る
の
は
生
霊
が
姿
を
変
え
た
に
過
ぎ
ず
、
生
身
の
人

　
間
か
ら
生
霊
へ
の
変
化
こ
そ
重
大
な
の
だ
が
、
生
霊
の
姿
は
生
身
と
大
差
な
い
し
、

常
人
の
目
に
は
見
え
な
い
。
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
で
は
金
男
が
硬
貨
収
集
家
か
ら

拝
金
主
義
者
へ
と
変
化
し
、
そ
の
後
で
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
。
し
か
し
、
硬
貨
収
集

家
か
ら
拝
金
主
義
者
へ
の
変
化
は
内
面
的
な
も
の
な
の
で
、
外
か
ら
見
て
取
る
の

　
は
容
易
で
は
な
い
。
）

【
3
】
人
が
乗
っ
た
ま
ま
車
が
破
損
す
る
。
（
『
葵
上
』
で
は
0
で
六
条
御
息
所
の
乗

　
っ
た
牛
車
が
葵
上
の
下
人
た
ち
に
壊
さ
れ
る
。
『
カ
ネ
、
コ
ン
の
繭
』
で
は
⑲
で
ヒ

ゲ
オ
ヤ
ジ
の
乗
っ
た
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
崖
下
に
転
落
す
る
。
）

【
4
】
主
人
公
が
自
分
よ
り
年
下
の
供
の
者
を
従
え
て
い
る
。
（
六
条
御
息
所
は
④
で

若
い
侍
女
を
伴
っ
て
葵
上
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
。
金
男
は
①
で
年
下
と
お
ぼ
し

　
き
子
供
た
ち
を
子
分
の
よ
う
に
引
き
連
れ
て
い
る
。
）

【
5
】
主
人
公
が
矛
盾
す
る
心
的
傾
向
を
抱
え
て
い
る
。
（
六
条
御
息
所
は
恋
を
失
っ

　
た
が
ゆ
え
の
恨
み
や
嘆
き
を
抱
き
つ
つ
、
仏
の
教
え
に
従
っ
て
恨
み
や
嘆
き
を
去

　
り
た
い
と
い
う
念
慮
も
持
っ
て
い
る
。
金
男
の
中
に
は
子
供
ら
し
く
あ
ろ
う
と
す
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る
傾
向
と
、
大
人
に
な
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
）

【
6
】
主
人
公
が
ナ
ン
バ
ー
2
の
地
位
か
ら
孤
独
な
境
遇
へ
と
転
落
す
る
。
（
六
条
御

　
息
所
は
か
つ
て
皇
太
子
妃
で
あ
っ
た
が
、
皇
太
子
の
死
去
に
よ
り
そ
の
地
位
を
失

　
い
、
孤
独
な
境
遇
と
な
っ
た
。
皇
后
を
女
性
と
し
て
の
最
高
位
と
す
れ
ば
、
皇
太

　
子
妃
は
そ
れ
に
次
ぐ
第
二
位
と
言
え
る
。
金
男
が
属
し
て
い
る
子
供
集
団
で
は
ア

　
キ
ラ
が
全
体
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
が
、
金
男
も
複
数
の
子
分
格
を
持
っ
て
小
リ
ー

ダ
ー
的
に
ふ
る
ま
っ
て
お
り
、
ア
キ
ラ
に
次
ぐ
地
位
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
し
か
し
、
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
と
親
か
ら
も
拒
絶
さ
れ
て
孤
独
に
沈
む
。
）

【
7
】
依
頼
を
受
け
た
巫
女
が
楽
器
を
用
い
て
占
い
を
し
、
そ
の
占
い
が
当
た
る
。

　
（
『
葵
上
』
で
は
③
で
左
大
臣
か
ら
依
頼
さ
れ
た
巫
女
が
梓
弓
を
鳴
ら
し
て
物
の

怪
を
招
き
寄
せ
、
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
。
巫
女
が
用
い
る
梓
弓
は
専
ら
弦
を
鳴

ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
種
の
楽
器
と
言
え
る
。
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
で
は
⑪

　
で
子
供
た
ち
の
依
頼
を
受
け
た
巫
女
が
最
年
少
と
お
ぼ
し
き
子
供
に
太
鼓
を
叩

　
か
せ
て
、
カ
ネ
ゴ
ン
を
元
の
金
男
に
戻
す
方
法
を
占
う
。
こ
の
占
い
は
的
中
す

　
る
。
）

【
8
】
主
人
公
が
繰
り
返
し
泣
く
。
（
六
条
御
息
所
は
④
で
身
の
上
を
嘆
き
、
葵
上
を

恨
ん
で
何
度
も
涙
す
る
。
金
男
は
⑤
で
自
分
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ

　
て
泣
き
、
⑧
で
ア
キ
ラ
か
ら
「
友
達
だ
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
泣
く
。
）

【
9
】
主
人
公
の
目
が
光
る
。
（
六
条
御
息
所
の
役
は
目
に
金
泥
を
施
し
た
面
を
か
け

　
て
演
じ
ら
れ
、
目
が
妖
し
く
光
る
。
カ
ネ
ゴ
ン
は
⑤
で
自
分
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ

　
た
こ
と
を
知
っ
て
泣
く
時
と
、
⑧
で
ア
キ
ラ
を
家
に
訪
ね
た
時
、
目
が
発
光
す

　
る
。
）

【
1
0
】
巫
女
の
言
動
が
結
果
的
に
主
人
公
の
暴
走
を
引
き
起
こ
す
。
（
『
葵
上
』
で
は

⑤
で
六
条
御
息
所
が
葵
上
を
打
榔
し
よ
う
と
す
る
の
を
巫
女
が
「
あ
ら
あ
さ
ま
し

や
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
か
さ
る
事
の
候
べ
き
。
唯
思
し
め
し
止
ま
り
給
へ
」
と
た
し
な
め
制
止
す
る
が
、

　
六
条
御
息
所
は
「
い
や
い
か
に
い
ふ
と
も
、
今
は
打
た
で
は
叶
ふ
ま
じ
」
と
打
榔

　
す
る
。
そ
れ
で
巫
女
が
牽
制
す
る
と
、
六
条
御
息
所
は
呪
い
の
言
葉
を
残
し
て
姿

を
消
す
。
そ
し
て
そ
の
後
、
鬼
の
姿
に
変
じ
て
再
び
葵
上
を
襲
う
の
で
あ
る
。
葵

上
を
助
け
よ
う
と
し
た
巫
女
の
行
動
が
、
か
え
っ
て
六
条
御
息
所
を
逆
上
さ
せ
て

　
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
で
は
、
⑫
で
子
供
た
ち
が
巫
女

　
の
予
言
を
イ
ン
チ
キ
だ
と
思
い
込
み
、
カ
ネ
ゴ
ン
の
処
分
を
話
し
合
っ
た
た
め
に
、

　
カ
ネ
ゴ
ン
は
逆
上
し
、
銀
行
を
襲
う
。
『
葵
上
』
ほ
ど
直
接
的
で
は
な
い
が
、
巫

女
の
言
動
が
主
人
公
の
暴
走
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ

　
り
は
な
い
。
）

【
1
1
】
怪
物
化
し
た
主
人
公
が
一
対
一
の
闘
争
を
通
し
て
大
切
な
も
の
を
取
り
戻
し
、

　
元
の
姿
に
戻
る
。
（
六
条
御
息
所
は
⑧
⑨
⑩
で
僧
と
の
一
対
一
の
闘
い
の
中
で
僧

　
の
祈
り
に
共
鳴
し
、
信
仰
心
を
取
り
戻
す
。
カ
ネ
ゴ
ン
は
⑯
で
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
た
ち

　
に
対
す
る
子
供
た
ち
の
闘
い
に
加
わ
り
、
⑱
で
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
と
一
対
一
の
追
い
か

け
つ
こ
を
し
た
結
果
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
を
逆
さ
ま
に
さ
せ
、
⑲
で
子
供
ら
し
さ
を
取
り

　
戻
す
．
）

【
1
2
】
主
人
公
と
同
様
の
心
的
傾
向
を
持
ち
、
主
人
公
よ
り
も
精
神
的
に
安
定
し
た
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優
越
的
存
在
が
価
値
の
媒
介
者
と
な
る
。
（
『
葵
上
』
の
僧
は
六
条
御
息
所
と
同

　
じ
く
仏
教
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
念
慮
を
持
ち
、
か
つ
六
条
御
息
所
と
は
違
っ

　
て
そ
の
念
慮
の
ま
ま
に
行
動
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
仏
教
の
修
行
者
な
の
だ
か
ら

　
当
然
で
は
あ
る
が
、
仏
教
に
忠
実
で
あ
る
点
で
は
六
条
御
息
所
よ
り
も
優
越
し
て

　
お
り
、
迷
い
が
無
い
。
こ
の
よ
う
な
人
物
が
六
条
御
息
所
を
祈
り
伏
せ
た
結
果
、

仏
教
的
価
値
観
が
六
条
御
息
所
の
中
に
甦
る
の
で
あ
る
。
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の

　
ア
キ
ラ
ば
金
男
よ
り
先
に
貨
幣
価
値
を
知
っ
て
い
る
が
、
金
男
と
違
っ
て
貨
幣
価

値
に
固
執
し
て
は
い
な
い
。
ア
キ
ラ
は
子
供
ら
し
い
自
由
さ
を
保
ち
つ
つ
大
人
の

　
世
界
の
常
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
安
定
し
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
な
人
物
が
繭
を
発
見
し
た
結
果
、
金
男
は
貨
幣
価
値
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
ま

　
た
、
ア
キ
ラ
を
含
め
、
金
男
以
外
の
子
供
た
ち
は
み
な
繭
が
発
見
さ
れ
た
後
も
貨

幣
価
値
に
固
執
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
は
み
な
金
男
よ
り
も
安
定
し

　
て
い
る
。
そ
し
て
、
カ
ネ
ゴ
ン
と
な
っ
た
金
男
が
子
供
集
団
の
最
下
位
に
再
編
成

　
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
は
み
な
金
男
よ
り
も
優
位
に
立
つ
。
金
男
は
こ
の
よ

　
う
な
子
供
た
ち
に
お
荷
物
扱
い
さ
れ
な
が
ら
追
い
す
が
り
続
け
た
結
果
、
子
供
ら

　
し
さ
と
い
う
価
値
を
甦
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
）

【
1
3
】
主
人
公
が
物
を
被
っ
て
姿
を
隠
し
、
同
じ
物
を
被
っ
た
ま
ま
再
び
現
れ
る
。

　
（
六
条
御
息
所
の
生
霊
は
⑥
で
唐
織
を
脱
い
で
頭
か
ら
被
っ
て
去
り
、
⑧
で
鬼
の

姿
と
な
っ
て
唐
織
を
頭
か
ら
被
っ
た
状
態
で
再
登
場
す
る
。
カ
ネ
ゴ
ン
は
⑰
で
穴

　
に
は
ま
っ
た
ま
ま
セ
メ
ン
ト
の
空
き
袋
で
頭
を
覆
っ
て
姿
を
隠
す
が
、
す
ぐ
に
見

’
つ
か
り
、
頭
を
覆
っ
た
状
態
で
穴
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
）

二

【
1
4
】
蛇
。
（
『
葵
上
』
で
は
六
条
御
息
所
の
役
は
蛇
の
鱗
を
あ
し
ら
っ
た
装
束
を
着

　
て
演
じ
ら
れ
る
。
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
］
圏
で
は
カ
ネ
ゴ
ン
の
尻
尾
に
蛇
が
つ
く
。
）

【
1
5
】
物
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
解
放
を
表
す
。
（
『
葵
上
』
で
は
扇
を
開
く

　
こ
と
で
失
わ
れ
た
恋
へ
の
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
表
す
。
『
カ
ネ
ゴ
ン
の

繭
』
で
は
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
を
開
く
こ
と
で
貨
幣
価
値
へ
の
固
執
か
ら
解
放
さ
れ
る

　
こ
と
を
表
す
。
）

　
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
モ
チ
ー
フ
か
ら
デ
ィ
テ
ー
ル
に
至
る
ま
で
、
実
に
多
く
の

共
通
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
に
は
偶
然
一
致
し
た
も
の
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
れ
だ
け
の
共
通
点
が
全
く
の
偶
然
に
よ
っ
て
揃
う
と
考
え
る
の
は
無

理
が
あ
る
。
【
1
】
【
2
】
【
5
】
【
6
】
【
7
】
【
1
1
】
の
よ
う
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
骨

格
に
当
た
る
部
分
に
土
ハ
通
点
が
多
く
、
か
つ
、
【
9
】
【
1
4
】
【
1
5
】
な
ど
、
特
徴
的

な
デ
ィ
テ
ー
ル
も
一
致
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
が
『
葵
上
』
を
踏

ま
え
て
作
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
共
通
点
が
多
過

ぎ
て
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
作
り
手
が
『
葵
上
』
を
踏
ま
え
た
と
し
て
も
、
こ
こ
ま

で
多
く
の
共
通
点
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
だ
う
か
と
い
う
疑
問
す
ら
湧
く
ほ
ど
で
あ

る
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
が
『
葵
上
』
を
周
到
に
踏
ま
え
て

作
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
作
り
手
の
意
図
し
た
以
上
に
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
結
果
と

な
っ
た
の
だ
と
答
え
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
が
『
葵
上
』
の
諸
要
素
を
律
義
な
ま
で
に
踏
ま
え
て
い
る
こ

と
に
も
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
驚
嘆
す
べ
き
は
換
骨
奪
胎
の
見
事
さ
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で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
要
素
を
『
葵
上
』
か
ら
取
り
入
れ
て
い
な
が
ら
、
『
カ
ネ

ゴ
ン
の
繭
』
は
容
易
に
そ
の
形
跡
を
見
て
取
れ
な
い
ほ
ど
独
自
性
の
高
い
作
品
に
な

っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
次
に
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
独
自
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
『
葵
上
』
に
お
け
る
恋
愛
へ
の
執
着
が
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
で
金
銭
へ
の
執
着
に

置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
に

よ
る
換
骨
奪
胎
の
根
幹
は
主
題
で
は
な
く
、
主
題
表
現
の
前
提
と
な
る
世
界
観
に
あ

る
。
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
は
金
銭
へ
の
執
着
を
主
題
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
現
代
の
拝
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ロ

主
義
的
風
潮
を
調
刺
す
る
作
品
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
見
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
単
に
そ
う
見
る
だ
け
な
ら
金
男
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
き
っ
か
け
に

着
目
す
る
に
過
ぎ
ず
、
作
品
世
界
の
構
造
ま
で
は
視
野
に
入
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
リ

ネ
ゴ
ン
か
ら
元
の
金
男
に
戻
れ
た
理
由
は
解
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

拝
金
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
だ
け
が
目
的
な
ら
、
舞
台
を
あ
え
て
子
供
の
世
界
に
設

定
す
る
必
要
は
無
い
は
ず
だ
。

　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
作
品
世
界
の
基
本
的
構
造
は
、
子
供
の
世
界
と
大
人
の
世

界
と
の
対
立
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
も
鮮
明
に
現
れ
る
の
が
、
子
供
集
団
と
ヒ
ゲ
オ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

ジ
た
ち
の
対
立
で
あ
る
。
大
人
で
あ
る
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
た
ち
に
と
っ
て
工
事
現
場
は

労
働
・
生
産
の
場
で
あ
る
。
そ
こ
に
勝
手
に
入
り
込
ん
で
遊
ん
で
い
る
子
供
は
、
当

然
排
除
す
べ
き
邪
魔
者
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
大
人
の
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
子

供
た
ち
の
目
に
は
工
事
の
た
め
に
な
ら
さ
れ
た
更
地
は
新
品
の
空
き
地
で
あ
り
、
恰

好
の
遊
び
場
と
映
る
。
空
き
地
で
遊
ぶ
の
は
自
由
で
あ
り
、
誰
に
も
邪
魔
さ
れ
る
筋

合
い
は
な
い
と
彼
ら
は
考
え
る
。
だ
か
ら
、
子
供
た
ち
は
自
分
た
ち
の
遊
び
場
を
ヒ

ゲ
オ
ヤ
ジ
た
ち
に
不
当
に
躁
踊
さ
れ
た
と
感
じ
て
憤
る
。
⑯
で
ア
キ
ラ
が
口
に
す
る

「
今
日
は
も
う
我
慢
が
で
き
ね
え
。
オ
レ
、
頭
に
来
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
言
葉

は
、
子
供
た
ち
が
大
人
と
は
異
質
な
論
理
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
が
、
二
人
の
子
供
が
鶏
舎
か
ら
勝
手
に
卵

を
持
ち
出
す
場
面
か
ら
始
ま
る
理
由
も
よ
く
わ
か
る
。
彼
ら
の
行
い
は
大
人
の
常
識

か
ら
言
え
ば
窃
盗
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
の
二
人
に
と
っ
て
は
ス
リ
リ
ン
グ
な
遊
び

に
過
ぎ
な
い
。
二
人
は
こ
の
後
バ
ザ
ー
ご
っ
こ
で
こ
の
卵
を
売
る
の
で
あ
る
が
、
大

人
の
常
識
で
は
盗
品
と
さ
れ
る
も
の
を
子
供
た
ち
が
堂
々
と
売
り
買
い
す
る
姿
を
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
冒
頭
か
ら
そ
の
基
本
的
対
立
構
造
を
端
的
に
提
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
で
描
か
れ
る
子
供
像
と
大
人
像
は
実
に
対
照
的
か
つ
対
立
的

で
あ
る
。
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
っ
た
金
男
を
見
る
と
、
大
人
た
ち
は
み
な
、
実
の
両
親
で

さ
え
、
恐
怖
の
あ
ま
り
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
る
。
し
か
し
、
子
供
た
ち
は
誰
一
人
カ

ネ
ゴ
ン
を
恐
れ
な
い
。
金
男
の
友
人
た
ち
が
カ
ネ
ゴ
ン
を
あ
っ
さ
り
受
け
入
れ
る
だ

け
で
な
く
、
⑥
で
は
道
行
く
子
供
た
ち
が
気
安
く
カ
ネ
ゴ
ン
に
声
を
か
け
、
か
ら
か

っ
て
い
る
。
ま
た
、
金
男
の
両
親
が
我
が
子
に
銀
行
襲
撃
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
い

る
の
に
警
官
の
目
を
盗
ん
で
金
を
拾
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
子
供
た
ち
は
カ
ネ
ゴ

ン
の
た
め
に
さ
し
て
惜
し
む
様
子
も
な
く
、
む
し
ろ
最
初
は
面
白
が
っ
て
小
遣
い
を

与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
人
と
子
供
の
対
立
構
造
の
中
で
、
金
男
だ
け
は
大
人

ぶ
ろ
う
と
す
る
意
識
が
過
剰
に
現
れ
、
大
人
と
も
子
供
と
も
つ
か
な
い
両
義
的
な
存

＝
二
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在
と
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
て
言
う
な
ら
、
大
人
の
世
界
と
子
供
の
世
界
の
境
界
線

上
に
振
り
子
の
よ
う
に
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
金
男
は
謎
の
繭
を
手
に

し
た
の
を
き
っ
か
け
に
拝
金
主
義
者
と
化
す
。
大
人
の
世
界
へ
と
一
気
に
振
り
子
が

振
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
怪
物
化
と
い
う
極
点
に
達
す
る
と
、
ま
さ
し
く
振
り

子
の
よ
う
に
子
供
の
世
界
へ
と
回
帰
し
て
行
く
。

　
『
葵
上
』
の
六
条
御
息
所
も
二
つ
の
対
立
項
の
境
界
上
に
い
る
。
そ
の
対
立
項
の

一
つ
は
嫉
妬
や
怨
念
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
信
仰
心
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
は
生
霊

と
な
っ
て
葵
上
に
崇
り
な
が
ら
も
二
つ
の
対
立
項
の
間
で
葛
藤
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

し
だ
い
に
嫉
妬
や
怨
念
が
ま
さ
っ
て
行
き
、
鬼
の
姿
に
変
ず
る
と
い
う
極
点
に
達
す

る
と
、
間
も
な
く
僧
の
祈
り
に
共
鳴
し
て
信
仰
心
へ
と
回
帰
し
て
行
く
。
六
条
御
息

所
も
金
男
も
二
つ
の
対
立
項
の
間
で
よ
く
似
た
軌
跡
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

両
者
の
根
本
的
な
相
違
は
そ
れ
ぞ
れ
を
板
挟
み
に
し
て
い
る
対
立
項
そ
の
も
の
の
違

い
な
の
で
あ
る
。

　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
は
子
供
と
大
人
を
対
立
的
に
捉
え
、
そ
の
対
立
構
造
を
子
供

の
視
点
か
ら
描
い
て
い
る
。
大
人
の
ふ
る
ま
い
が
滑
稽
に
、
そ
し
て
子
供
じ
み
た
も

の
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
⑤
で
金
男
の
両
親
が
カ
ネ
ゴ
ン
に

な
っ
た
我
が
子
を
初
め
て
見
た
時
の
動
顛
ぶ
り
然
り
。
⑭
で
金
男
の
家
に
い
き
な
り

「
お
宅
の
息
子
さ
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
飛
び
込
ん
で
く
る
警
官
然
り
。
⑪
の
巫

女
も
薄
汚
れ
た
身
な
り
で
、
手
品
の
よ
う
に
火
薬
を
爆
発
さ
せ
、
意
味
不
明
な
呪
文

を
唱
え
、
所
狭
し
と
暴
れ
る
よ
う
に
幣
を
振
り
回
し
、
子
供
の
よ
う
に
か
ん
高
い
声

で
予
言
し
と
、
威
厳
の
か
け
ら
も
無
い
。
極
め
付
け
は
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
と
そ
の
部
下
で

四

あ
る
。
②
で
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
に
乗
っ
て
子
供
た
ち
を
追
い
払
う
際
、
部
下
は
ラ
ッ
パ

の
口
真
似
を
し
、
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
は
身
を
乗
り
出
し
て
「
行
け
え
」
「
進
め
え
」
と
連
呼

し
、
バ
ザ
ー
ご
っ
こ
の
会
場
を
踏
み
に
じ
っ
て
笑
い
な
が
ら
「
や
っ
た
あ
」
「
や
っ
た

ぞ
」
と
喜
び
合
い
、
最
後
に
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
は
子
供
た
ち
が
隠
れ
て
い
る
方
を
向
い
て

こ
れ
見
よ
が
し
に
「
バ
ン
ザ
ー
イ
」
と
繰
り
返
す
。
⑩
で
は
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
は
子
供
た

ち
が
一
人
も
い
な
い
こ
と
に
気
を
良
く
し
て
「
ウ
ヘ
ヘ
へ
へ
」
と
高
笑
い
す
る
。
⑰

⑱
で
の
二
人
の
狼
狽
ぶ
り
は
⑤
の
両
親
以
上
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
、
大
人
た
ち
は
お
お
む
ね
滑
稽
で
幼
稚
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
子
供
の
目
か
ら
見
た
大
人
像
だ
と
考
え
ら
れ
る
竜
子
供
た
ち
に
は
大
人
の
世
．

界
が
自
分
た
ち
の
世
界
と
は
異
質
な
原
理
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
理
解
で

き
な
い
か
ら
、
大
人
た
ち
も
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
遊
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る

の
で
あ
る
。

　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
は
子
供
に
同
調
的
で
あ
る
点
に
お
い
て
『
ウ
ル
ト
ラ
Q
』
の

中
で
も
特
に
際
立
っ
て
い
る
。
『
ウ
ル
ト
ラ
Q
』
に
つ
い
て
、
怪
獣
と
か
特
撮
と
か
い

う
だ
け
で
子
供
向
け
の
番
組
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、
当
初
の
企
画
コ
ン
セ
プ
ト
は

「
現
実
世
界
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
ら
ど
う
な
る
か
？
」
と
い
う
一
種
の
思
考
実
験

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
冒
頭
の
「
こ
れ
か
ら
三
十
分
、
あ
な
た
の

目
は
あ
な
た
の
体
を
離
れ
て
、
こ
の
不
思
議
な
時
間
の
中
に
入
っ
て
い
く
の
で
す
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
、
不
安
と
緊
張
を
高
ぶ
ら
せ
る
よ
う
な
ア
ッ
プ
・
テ
ン
ポ

の
テ
ー
マ
曲
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
製
作
途
中
で
、
番
組
に
明
快
な
方
向
性
と
高

い
視
聴
率
を
期
待
す
る
T
B
S
の
意
向
を
汲
ん
で
怪
獣
を
軸
と
す
る
路
線
に
転
換
し
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た
が
竃
ヅ
ス
ペ
ン
ス
に
満
ち
た
回
あ
亘
調
を
利
か
せ
た
回
あ
り
ζ
大
人
の

視
聴
者
を
意
識
し
た
作
り
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
番
組
の
中
で
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
は
異
例
づ
く
め
の
作
品
で
あ
る
。
子

供
た
ち
が
中
心
と
な
る
話
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
大
人
た
ち
も
戯
画
的
な
滑
稽
味
を

帯
び
て
お
り
、
時
と
し
て
子
供
た
ち
以
上
に
子
供
じ
み
て
い
る
。
前
述
の
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
曲
も
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
流
さ
ず
、
代
わ
り
に
、
こ
の
回
の
た
め
に
作
ら
れ
た
軽

快
な
マ
ー
チ
曲
「
カ
ネ
ゴ
ン
の
テ
ー
マ
」
を
使
用
し
て
子
供
っ
ぽ
さ
を
強
調
す
る
凝

り
よ
う
。
番
組
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
大
人
役
は
主
役
級
を
含
め
一
人
も
登
場
し
な
い
と
い

う
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
は
子
供
の
側
に
同
調
的
な
世
界
観
を
周
到
に
作

り
上
げ
、
子
供
が
子
供
ら
し
く
あ
る
こ
と
の
重
要
性
と
そ
の
危
機
を
提
示
し
て
い
る
。

作
品
の
主
舞
台
が
工
事
現
場
で
あ
る
こ
と
は
実
に
示
唆
的
で
あ
る
。
子
供
た
ち
に
と

っ
て
は
自
分
た
ち
の
自
由
な
遊
び
場
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
は
そ
れ
は
大
人
の
管
理

す
る
空
間
で
あ
り
、
子
供
た
ち
は
所
詮
追
わ
れ
る
身
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
空
間

そ
の
も
の
も
工
事
の
進
展
に
よ
っ
て
確
実
に
失
わ
れ
る
。
子
供
が
子
供
ら
し
く
い
ら

れ
る
領
域
は
着
々
と
消
失
し
て
行
く
。
そ
の
危
機
が
こ
の
作
品
の
根
底
に
あ
る
。
大

人
の
目
が
届
か
な
い
手
付
か
ず
の
原
っ
ぱ
な
ど
は
既
に
失
わ
れ
、
大
人
の
管
理
す
る

空
間
に
危
険
を
冒
し
て
侵
入
す
る
以
外
に
、
子
供
は
独
自
の
世
界
を
持
つ
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
れ
が
カ
ネ
ゴ
ン
の
時
代
な
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
現
在
は
ど
う
か

と
考
え
れ
ば
、
暗
澹
と
し
た
気
分
に
な
る
ほ
か
な
い
。
子
供
た
ち
に
は
も
は
や
工
事

現
場
ほ
ど
の
隙
間
す
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
。
公
園
で
あ
ろ
う
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

ゲ
ー
ム
の
仮
想
空
間
で
あ
ろ
う
と
、
大
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
子
供
ら
し
い
子
供
時
代
を
送
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
者
が
大
人
ら
し
い
大
人
に

な
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
子
供
と
も
大
人
と
も
つ
か
な
い
歪
な
存
在
に
し
か
な
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
結
び
で
示
さ
れ

る
一
枚
の
絵
は
実
に
予
見
的
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
カ
ネ
ゴ
ン
と
化
し
た

人
々
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
買
い
物
カ
ゴ
を
提
げ
た
母
親
に
手
を
引
か
れ

て
一
列
に
並
ん
だ
三
人
の
子
供
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
最
後
尾
は
何
と
ま
だ

這
い
這
い
し
て
い
る
赤
ん
坊
な
の
だ
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
誰
も
子
供
ら
し
く
い
ら

れ
な
い
し
、
大
人
ら
し
く
成
長
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
と
、
こ
の
絵
は
予
言
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
は
『
葵
上
』
を
徹
底
し
て
踏
ま
え
つ
つ
、

基
本
と
な
る
対
立
構
造
を
す
ぐ
れ
て
今
日
的
な
も
の
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
大
胆

な
換
骨
奪
胎
を
行
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
『
カ
ネ
ゴ

ン
の
繭
』
が
『
葵
上
』
を
踏
ま
え
た
こ
と
の
意
義
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　
も
し
仮
に
『
葵
上
』
を
踏
ま
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
子
供
の
世
界
と
大
人
の
世
、

界
と
を
対
比
し
、
子
供
の
視
点
に
立
つ
作
品
を
作
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
作
り
手
が
六
条
御
息
所
が
生
身
・
生
霊
・
鬼
と
い
う
三
段
階

の
変
身
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
な
か
っ
た
な
ら
、
果
た
し
て
硬
貨
の
収
集

家
・
拝
金
主
義
者
・
怪
獣
と
い
う
三
段
階
の
変
化
を
構
想
し
得
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

五



山
　
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
怪
獣
化
の
前
に
硬
貨
の
収
集
家
か
ら

葵『
　
拝
金
主
義
者
へ
の
変
化
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
金
男
の
子
供
ら
し
さ
と
そ
の
喪
失
が
際

能と
　
立
ち
、
延
い
て
は
こ
の
作
品
が
子
供
の
世
界
の
危
機
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
も
見
て

　礪
取
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
．
つ
菱
る
ζ
『
葵
上
』
は
『
カ
ネ
ゴ
ン
の

W
　
繭
』
の
根
幹
の
部
分
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
。
『
葵
上
』
か
ら
広
範
か

瞬
っ
決
定
的
な
影
響
を
受
け
な
賀
独
自
呈
題
を
自
在
に
展
開
し
て
い
三
カ
ネ

撮
　
ゴ
ン
の
繭
』
は
、
先
行
作
品
の
理
想
的
な
踏
ま
え
方
を
体
現
し
て
い
る
と
言
っ
て
も

特
．v

　
過
言
で
は
な
い
。

T

〈
注
〉

（
1
）

（
2
）

（
3
）

A（54
））

初
出
は
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
一
九
七
一
年
三
月
二
十
二
日
号
（
集
英
社
）
．
。

『
葵
上
』
に
関
す
る
以
上
の
記
述
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
ω
謡
曲
集
上
』
　
（
岩
波
書
店
　
一

九
六
〇
年
十
二
月
五
旦
、
『
日
本
古
典
文
学
全
集
3
4
謡
曲
集
二
』
　
（
小
学
館
　
一
九
七
五
年

三
月
三
十
一
日
）
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
く
第
五
七
回
謡
曲
集
上
』
　
（
新
潮
社
　
一
九
八
三

年
三
月
五
日
）
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
5
4
謡
曲
集
②
』
　
（
小
学
館
　
一
九
九
八
年
二
月

十
日
）
に
よ
っ
た
。

本
稿
が
『
葵
上
』
そ
の
他
、
能
の
詞
章
を
引
用
す
る
場
合
は
『
謡
曲
大
観
』
　
（
明
治
書
院
）
に

よ
っ
た
。
同
書
は
一
九
三
〇
～
三
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
後
、
一
九
五
三
～
五
四
年
、
一
九
六
三

～
六
四
年
に
再
刊
さ
れ
て
い
る
。
間
狂
言
を
含
め
た
完
全
台
本
と
な
っ
て
お
り
、
現
代
語
訳
が

あ
り
、
か
つ
、
現
在
最
も
上
演
の
多
い
観
世
流
の
現
行
台
本
を
収
録
し
て
い
て
、
『
ウ
ル
ト
ラ

Q
』
製
作
当
時
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
能
の
台
本
類
の
中
で
最
も
参
照
の
便
に
適
う
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

金
子
直
樹
『
能
楽
鑑
賞
二
百
一
番
』
　
（
淡
交
社
　
二
〇
〇
八
年
十
月
七
日
）
に
よ
っ
た
。

能
一
鶏
竜
田
』
で
は
、
女
に
取
り
恩
い
た
鶏
の
霊
を
払
う
た
め
に
、
僧
が
ま
ず
不
動
明
王
の
誓

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（12

）

（11

）

一
六

願
を
唱
え
る
が
効
果
が
な
く
、
五
大
尊
明
王
を
勧
請
し
、
地
神
と
梵
天
の
加
勢
を
得
て
、
よ
う

や
く
除
霊
に
成
功
す
る
。
僧
が
不
動
明
王
の
誓
願
を
唱
え
る
目
的
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
不

動
明
王
の
ガ
を
借
り
て
、
恐
る
べ
き
霊
力
を
持
つ
相
手
を
圧
倒
す
る
た
め
で
あ
る
。

『
道
成
寺
』
の
詞
章
で
女
は
「
蛇
体
」
　
「
蛇
身
」
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
鬼
女
と

さ
れ
、
般
若
の
面
を
着
け
て
演
じ
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
観
念
に
よ
る
。

円
谷
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
公
式
サ
イ
ト
の
「
会
社
概
要
」
　
臼
・
百
ミ
§
，
べ
巴
叉
買
o
巴
凪
）
に
よ
れ

ば
、
一
九
六
三
年
に
「
株
式
会
社
円
谷
特
技
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
社
名
登
記
し
、
一
九

六
八
年
に
「
株
式
会
社
円
谷
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
に
変
更
し
た
。

初
放
送
時
に
第
二
十
話
に
予
定
さ
れ
て
い
た
『
あ
け
て
く
れ
！
』
が
、
怪
獣
が
登
場
せ
ず
、
内

容
も
難
解
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
放
映
を
見
送
ら
れ
た
た
め
、
本
数
が
一
本
減
り
、
予
定
よ
り

一
週
早
く
終
了
し
た
。
な
お
、
『
あ
け
て
く
れ
！
』
は
再
放
送
時
に
第
二
十
四
話
と
し
て
放
映

さ
れ
た
（
一
九
六
七
年
十
二
月
十
四
日
）
。

『
ウ
ル
ト
ラ
Q
』
に
関
す
る
以
上
の
記
述
は
円
谷
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
監
修
、
ヤ
マ
ダ
・
マ
サ
ミ

著
『
ウ
ル
ト
ラ
Q
伝
説
』
　
（
ア
ス
キ
ー
　
一
九
九
八
年
四
月
九
日
）
に
よ
っ
た
。

ヤ
マ
ダ
前
掲
書
に
『
ウ
ル
ト
ラ
Q
』
各
話
の
あ
ら
す
じ
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
人
物
の
呼
称
・

表
記
等
は
こ
れ
に
よ
っ
た
。
な
お
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
　
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
一
に
は
「
準
備
稿
」

「
決
定
稿
」
．
「
改
訂
稿
」
と
、
三
通
り
の
脚
本
が
存
在
す
る
。
実
際
に
撮
影
さ
れ
た
の
は
「
決

定
稿
」
で
あ
る
。
　
「
決
定
稿
」
を
更
に
改
稿
し
て
「
改
訂
稿
」
を
作
っ
た
の
に
、
な
ぜ
か
「
改

訂
稿
」
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
ヤ
マ
ダ
は
「
改
訂
稿
は
ド
タ
バ
タ
過
ぎ
て
使
わ
れ
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
推
測
し
て
い
る
。

ヤ
マ
ダ
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
金
男
の
年
齢
は
脚
本
に
十
才
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
別
冊
宝
島
1
5
2
4
　
僕
た
ち
の
好
き
な
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
　
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
誕

生
編
』
の
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
の
頁
に
「
バ
ザ
ー
会
場
で
見
つ
け
た
繭
の
中
に
お
金
が
入
っ
て

い
る
の
を
最
初
に
発
見
し
た
金
男
少
年
。
と
こ
ろ
で
繭
を
会
場
に
持
ち
込
ん
だ
子
供
は
、
そ
れ

に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
（
中
略
）
こ
の
不
思
議
な
繭
が
、
人
の
思
念
に
反
応
す
る
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（
1
3
）

（
1
4
）

物
体
だ
っ
た
と
し
た
ら
…
…
。
繭
を
最
初
に
見
つ
け
た
子
供
は
無
欲
だ
っ
た
が
、
次
に
手
に
し

た
金
男
少
年
は
、
常
に
お
金
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
に
反
応
し
、
お
金
の
音
を
さ
せ
た
。
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
の
事
実
誤
認
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
バ
ザ
ー
会
場
で
繭
を

最
初
に
見
つ
け
る
の
も
、
繭
か
ら
金
の
音
が
す
る
の
を
最
初
に
聞
い
て
中
に
金
が
入
っ
て
い
る

と
気
づ
く
の
も
ア
キ
ラ
で
あ
る
。
繭
を
ア
キ
ラ
が
振
っ
て
も
別
の
子
供
が
振
っ
て
も
同
じ
よ
う

に
金
の
音
が
す
る
の
で
あ
る
か
ち
、
金
男
の
思
念
に
反
応
し
て
鳴
る
と
も
言
え
な
い
。
子
供
た

ち
の
誰
か
が
ど
こ
か
別
の
場
所
で
繭
を
見
つ
け
て
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
そ

の
子
供
は
金
の
音
が
す
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
記
事
に
は
こ
れ

に
続
け
て
「
そ
の
繭
に
近
づ
い
た
と
き
、
直
前
に
両
親
の
想
像
し
た
怪
物
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
頭
を
過
ぎ
り
、
そ
れ
を
実
体
化
さ
せ
る
た
め
に
金
男
少
年
を
取
り
込
み
変
化
さ
せ
た
の
で

は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
」
と
あ
る
。
多
く
の
人
々
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
と
い
う
結
末
か
ら
考

え
れ
ば
、
こ
れ
も
お
か
し
い
。
両
親
が
金
男
に
「
人
の
落
と
し
た
お
金
を
黙
っ
て
拾
う
と
カ
ネ

ゴ
ン
に
な
る
」
と
説
教
し
た
こ
と
は
、
金
男
と
両
親
し
か
知
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
知

ら
な
い
人
々
が
人
の
落
と
し
た
金
を
黙
っ
て
拾
っ
た
後
に
繭
に
近
づ
い
た
と
し
て
も
、
自
分
が

カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
こ
と
を
想
像
す
る
と
は
考
え
難
い
。

『
ウ
ル
ト
ラ
Q
』
は
放
映
に
先
行
し
て
講
談
社
刊
行
の
月
刊
漫
画
雑
誌
『
ぼ
く
ら
』
に
絵
物
語

と
し
て
連
載
さ
れ
た
（
一
九
六
五
年
三
月
号
～
一
九
六
六
年
七
月
号
）
。
ヤ
マ
ダ
前
掲
書
に
よ

れ
ば
、
『
ぼ
く
ら
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
で
は
、
宇
宙
人
が
地
球
人
を
い
さ
め

る
た
め
に
繭
を
送
り
込
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
「
準
備
稿
」
　
「
決
定
稿
」
　
「
改
訂
稿
」
の

い
ず
れ
に
も
そ
の
よ
う
な
設
定
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
『
ぼ
く
ら
』
掲
載
時
に
付
け
加
え
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
人
々
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
な
る
と
い
う
結
末
か
ら
考
え
れ
ば
、
一
つ
の
繭

が
偶
然
に
任
せ
て
人
々
の
間
を
転
々
と
す
る
よ
り
は
、
意
図
的
に
繭
が
送
り
込
ま
れ
る
方
が
合

理
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
合
理
化
は
象
徴
的
存
在
で
あ
る
繭
を
脈
絡
の
従
属
物

へ
と
引
き
ず
り
下
ろ
す
が
ゆ
え
に
、
そ
の
象
徴
性
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

竹
内
博
編
『
ウ
ル
ト
ラ
Q
ア
ル
バ
ム
』
　
（
株
式
会
社
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
　
一
九
九
七
年
十
月
三
十

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

日
）
の
「
お
金
が
全
て
の
一
人
の
子
ど
も
が
お
金
亡
者
の
カ
ネ
ゴ
ン
に
変
身
し
て
し
ま
う
寓
話

で
、
徹
底
的
に
大
人
の
世
界
を
笑
い
と
ば
し
て
い
る
。
」
と
い
う
記
述
は
そ
の
代
表
的
な
も
の

で
あ
る
。

ヤ
マ
ダ
前
掲
書
は
「
カ
ネ
ゴ
ン
の
願
い
は
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
が
逆
立
ち
し
た
時
か
な
え
ら
れ
る
」
と

い
う
巫
女
の
予
言
に
依
拠
し
て
「
ふ
だ
ん
望
ん
で
い
る
こ
と
を
か
な
え
る
繭
は
、
大
き
な
代
償

を
与
え
る
。
そ
し
て
、
望
ま
ぬ
も
の
に
向
け
て
力
を
つ
く
し
た
と
き
に
の
み
、
枷
が
解
け
る
、

そ
う
い
っ
た
仕
組
な
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
金
男
が
カ
ネ
ゴ
ン
に
な

る
の
は
金
銭
へ
の
執
着
に
よ
る
の
に
、
カ
ネ
ゴ
ン
か
ら
金
男
に
戻
る
の
は
全
く
別
種
の
要
因
に

よ
る
こ
と
に
な
り
、
首
尾
一
貫
し
な
い
。
か
つ
、
カ
ネ
ゴ
ン
は
巫
女
の
予
言
の
内
容
を
知
ら
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
、
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
を
逆
立
ち
さ
せ
る
こ
と
を
望
む
も
望
ま
な
い
も
な
い
し
、
ヒ

ゲ
オ
ヤ
ジ
を
逆
さ
ま
に
し
た
の
も
偶
然
の
結
果
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
力
を
つ
く

し
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ヤ
マ
ダ
が
言
う
「
仕
組
み
」
が
繭
に
あ
る
と
す
る
の
も
無

理
で
あ
る
。

小
林
豊
昌
『
ゴ
ジ
ラ
の
論
理
』
　
（
中
経
出
版
　
一
九
九
二
年
十
二
月
十
二
日
）
は
『
カ
ネ
ゴ
ン

の
繭
ロ
を
同
じ
『
ウ
ル
ト
ラ
Q
』
の
『
育
て
よ
！
カ
メ
』
と
合
わ
せ
て
「
ほ
と
ん
ど
子
ど
も
の

み
で
構
成
さ
れ
た
作
品
」
と
し
て
い
る
が
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
に
関
す
る
限
り
一
面
的
な
見

方
と
言
う
ほ
か
な
い
。
ま
た
、
同
書
は
こ
の
作
品
に
描
か
れ
る
両
親
を
「
母
親
は
や
や
不
機
嫌

で
が
み
が
み
と
感
情
的
な
よ
う
だ
が
、
父
親
は
子
供
に
つ
い
て
の
面
倒
に
関
わ
り
た
く
な
い
様

子
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
が
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
繭
』
に
関
す
る
限
り
こ
れ
も
妥
当
で
は
な
い
。

金
男
の
父
は
自
分
か
ら
金
男
に
説
教
し
て
お
り
、
そ
の
場
面
を
見
る
限
り
母
親
よ
り
も
主
導
的

に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
母
親
も
が
み
が
み
と
し
た
態
度
で
は
な
い
。

ヤ
マ
ダ
前
掲
書
が
「
本
作
は
徹
底
的
に
子
供
の
視
点
で
描
か
れ
た
」
と
し
、
ヒ
ゲ
オ
ヤ
ジ
に
つ

い
て
「
幼
児
性
も
ど
こ
か
憎
め
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
『
カ
ネ
ゴ
ン
の
仲
圏
の
特
徴
を

端
的
に
捉
え
て
い
る
。

ヤ
マ
ダ
前
掲
書
、
白
石
雅
彦
『
円
谷
一
　
ウ
ル
ト
ラ
Q
と
テ
レ
ビ
映
画
の
時
代
』
（
双
葉
社
　
二

一
七



二
八

TV特撮『カネゴンの繭』と能『葵上』

O
O
六
七
月
二
十
旦
、
円
谷
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
監
修
，
『
空
想
特
撮
シ
リ
ー
ズ

ン
大
全
集
』
　
（
講
談
社
　
一
九
八
七
年
四
月
十
四
日
）
に
よ
っ
た
。

ウ
ル
シ
ラ
マ


