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「叫

び」

の
終
焉

『
近
代
能
楽
集
』

に
お
け
る
告
白
の
変
貌

本
稿
は
、
三
島
由
紀
夫
の
『
近
代
能
楽
集
』
に
収
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の

作
品
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
告
白
」
の
内
容
を
分
析
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
変
化
の
あ
り
よ
う
を
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
周
知
の
こ
と
く
、
『
近
代
能
楽
集
て
ぃ
‘
謡
曲
を
典
拠
と
し
た
近
代
戯
曲
八

編
か
ら
な
る
作
品
集
で
あ
り
、
そ
の
制
作
年
代
は
、
『
郡
椰
』
（
昭

2
5
.
1
0
)

{
l
)
 

か
ら
『
弱
法
師
』
（
昭

3
5
.
7
)
ま
で
の
約
十
年
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ

り
卜
年
は
、
『
仮
面
の
告
白
』
（
昭
24)
か
ら
『
天
人
五
衰
]
（
昭
45
、
脱
稿
）

に
至
る
約
二
十
年
の
文
壇
活
動
期
の
、
そ
の
前
半
期
と
ほ
ぼ
重
な
り
あ
う
も

り
て
あ
り
、
し
か
も
同
時
に
、
そ
の
最
後
の
―
作
『
弱
法
師
』
は
、
『
宴
の
あ

{
2
)
 

と
』
（
昭

35)
を
も
っ
て
始
ま
る
と
目
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
後
半
期
に
、
す
で

に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
た
地
点
に
位
置
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

制
作
年
代
の
広
が
り
か
た
は
、
そ
れ
自
体
、
こ
の
作
品
集
の
重
要
性
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
弱
法
師
』
の

制
作
直
後
に
作
者
自
身
に
よ
っ
て
洩
ら
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
あ
る
。

私
は
妙
な
性
質
で
、
本
職
の
小
説
を
書
く
と
き
よ
り
も
戯
曲
、
殊
に
近

代
能
楽
集
を
菖
く
と
き
の
は
う
が
、
は
る
か
に
大
胆
率
直
に
告
白
が
で

き

る

。

（

『

声

』

同

人

雑

記

昭

3
5
.
7
)

田

中

敏

生

こ
の
こ
と
ば
は
、
『
近
代
能
楽
集
』
が
、
単
な
る
翻
案
の
卓
抜
さ
や
そ
れ
を
支

え
る
技
法
的
な
ス
マ
ー
ト
さ
と
い
っ
た
も
の
そ
れ
だ
け
で
も
大
し
た
も

の
だ
が
|
|
1
へ
の
興
味
と
い
っ
た
こ
と
を
越
え
て
、
三
島
と
い
う
ひ
と
り
の

作
家
の
内
面
を
明
確
に
窺
い
知
る
う
え
で
の
、
重
要
な
観
測
地
点
と
な
り
う

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
内
面
そ
の
も

の
の
側
に
関
し
て
は
、
作
家
自
身
に
よ
る
次
の
よ
う
な
暗
示
的
な
こ
と
ば
も

46

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
は
そ
れ
ば
「
子
供
の
遊
び
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
そ
れ
が

「
叫
び
」
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
「
洗
煉
さ
れ
た
叫
び
」
に
な
り
、

さ
ら
に
、
や
が
て
叫
び
は
死
ん
だ
。
つ
い
で
お
そ
ろ
し
い
:
↑
満
」
に

な
り
「
鬱
屈
」
に
な
り
、
こ
の
不
満
と
鬱
屈
は
、
い
く
ら
洗
煉
し
て
も

死
に
絶
え
な
か
っ
た
。
叫
び
は
叫
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
が
、
不

満
は
不
可
能
に
関
は
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
「
わ
れ
ら
」
か
ら
の
遁
走
昭

4
1
.
3
)

「
叫
び
」
か
ら
「
不
満
」
と
「
鬱
屈
」
へ
。
そ
の
変
化
の
様
相
は
、
『
仮
面
の

告
白
』
か
ら
『
金
閣
寺
』
（
昭
31)
を
へ
て
『
絹
と
明
察
』
（
昭
39)

に
至
る

ま
で
の
長
篇
小
説
群
の
分
析
に
よ
っ
て
こ
そ
、
真
に
そ
の
内
実
に
た
ち
い
っ

た
把
握
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
長
篇
小
説
群
の
本
流
の
中
に



点
々
と
散
在
す
る
翻
案
戯
曲
の
岩
礁
の
群
れ
か
ら
も
、
そ
の
泡
立
つ
瀬
の
音

に
且
を
傾
け
る
な
ら
は
、
そ
う
し
た
変
化
の
あ
り
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
そ

り
．
部
が
、
あ
る
應
味
て
は
よ
り
明
瞭
な
輪
郭
を
も
っ
て
、
聞
え
て
く
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
う
し
た
展
望
の
も
と
に
、
『
祁
椰
』
（
昭

25)
『
卒
塔
姿
小
町
』
（
昭

27)
『
弱
法
師
』
（
昭

35)
の
．
二
篇
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
も
り
こ
ま
れ
た
「
告

臼
」
の
内
容
と
そ
の
変
化
の
さ
ま
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
『
近
代
能
楽
集
』
の
も
っ
「
告
白
」
的
な
性
格
の
、
そ
の
内
実

り
，
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
て
あ
る
と
と
も
に
、
先
に
触
れ
た
長
篇
小
説

肛
uJ
流
れ
に
対
し
て
，
点
の
微
光
を
な
け
か
け
る
も
の
と
も
な
り
う
る
で
あ

ろ
う
へ
)『

郡
椰
』

1

篇
の
換
骨
奪
胎
を
支
え
る
基
軸
は
、
す
で
に
こ
の
世
の
は
か

な
さ
を
悟
っ
た
人
間
が
、
な
お
か
つ
郡
椰
の
枕
に
寝
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の

て

3
)

虹
換
に
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
典
拠
と
な
っ
た
原
曲
『
郡
郡
』
で
は
、

「
仏
道
を
も
頻
は
ず
、
た
だ
茫
然
と
明
か
し
暮
ら
す
」
闊
生
が
、
「
身
の
一
大

事
を
も
綽
ね
ば
や
」
と
羊
飛
山
に
住
む
善
知
識
を
た
ず
ね
、
夢
の
中
で
歓
楽

り
か
ぎ
り
を
つ
く
し
た
は
て
に
消
り
を
ひ
ら
く
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
て
の
主
人
公
次
郎
ぱ
‘
枕
に
寝
る
前
か
ら
こ
の
世
の

は
か
な
さ
を
伯
っ
た
人
間
で
あ
っ
て
、
彼
の
下
女
で
あ
り
枕
の
持
ち
主
て
も

あ
る
「
菊
や
」
に
対
し
て
、

女
ぱ
シ
ヤ
ホ
ン
玉
、
お
金
も
シ
ャ
ボ
ン
玉
、
名
誉
も
シ
ャ
ボ
ン
玉
、
そ

り
シ
ャ
ホ
ン
玉
に
映
つ
て
ゐ
る
の
が
僕
ら
の
住
ん
で
ゐ
る
世
界
、
そ
ん

な
こ
と
、
み
ん
な
知
っ
て
ら
あ
。

な
ど
と
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
少
年
な
の
で
あ
る
。
次
郎
が
枕
に
寝
て
か

ら
の
、
夢
の
中
の
場
面
は
、
は
か
ら
す
も
こ
の
言
葉
の
と
お
り
、
女
、
金
、

名
誉
の
順
に
進
行
し
て
ゆ
き
、
次
郎
は
、
美
女
に
か
し
ず
か
れ
た
り
、
い
き

な
り
社
長
に
な
っ
た
り
、
か
と
お
も
う
と
独
裁
者
の
地
位
に
の
し
あ
が
っ
た

り
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
の
い
っ
さ
い
に
関
し
て
、
次
郎
は
関

心
を
は
ら
わ
な
い
。
女
を
追
い
は
ら
い
、
棄
て
る
よ
う
に
財
産
を
処
分
し
、

独
裁
者
に
な
っ
て
か
ら
は
た
だ
眠
り
ほ
う
け
て
い
る
だ
け
と
い
う
あ
り
さ
ま

で
あ
っ
て
、
原
曲
の
虚
生
の
よ
う
に
「
心
も
晴
れ
や
か
に
」
歓
楽
に
ふ
け
る

と
い
っ
た
こ
と
は
た
え
て
な
い
。
そ
し
て
、
夢
か
ら
さ
め
た
慮
生
が
「
げ
に

何
事
も
一
睡
の
夢
」
と
は
じ
め
て
悟
り
を
ひ
ら
く
の
に
対
し
て
、
次
郎
の
ほ

う
は
「
人
生
つ
て
思
っ
た
と
ほ
り
だ
。
僕
は
ち
つ
と
も
お
ど
ろ
き
や
し
な
い
」

と
「
菊
や
」
に
語
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
の
転
換
は
、
こ
の
作
品
一
篇
の
主
題
の
あ
り
か
た
と

47

も
密
接
に
関
連
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
の
が
、

夢
の
中
で
の
、
老
国
手
と
次
郎
と
の
場
面
で
あ
る
。
夢
の
中
で
「
人
生
に
全

部
肱
鉄
を
く
ら
は
」
す
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
次
郎
は
、
「
郡
廊
の
里
の
精
霊
」

で
あ
る
老
国
手
の
怒
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
し
ま
い
、
本
来
な
ら
ば
、
「
こ
の
仏

薬
を
き
こ
し
め
さ
ば
、
御
年
一
千
載
ま
で
保
ち
給
ふ
べ
し
」
（
原
曲
『
郡
郡
』
）

と
い
っ
た
ふ
う
に
不
老
長
寿
の
薬
を
す
す
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
、

こ
こ
で
は
、
あ
わ
や
毒
薬
を
飲
ま
さ
れ
そ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
至
っ
て
、
次
郎
は
に
わ
か
に
頑
強
な
低
抗
を
見
せ
は
じ

め
る
。

次
郎
で
も
僕
は
死
に
た
く
な
い
ん
だ
も
の
。

老
国
手
矛
盾
！
矛
盾
！
あ
ん
た
の
主
張
に
は
論
理
的
一
貫
性
が
欠
け

て
ゐ
る
や
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。



次
郎
な
ぜ
さ
。

老
国
手
だ
っ
て
あ
ん
た
は
一
度
だ
っ
て
こ
の
世
で
生
き
よ
う
と
し
た

こ
と
が
な
い
ん
だ
。
つ
ま
り
生
き
な
が
ら
死
ん
で
ゐ
る
身
な
ん
だ
、

あ
ん
た
は
。
そ
れ
が
死
に
た
く
な
い
と
は
何
だ
ら
う
ね
。

次
郎
そ
れ
で
も
僕
は
生
き
た
い
ん
だ
！

老
国
手
そ
ん
な
愚
に
も
つ
か
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
呑
ん
だ
上
で
考

へ
な
さ
い
。

次
郎
い
や
だ
、
僕
は
生
き
た
い
ん
だ
！

こ
の
最
後
の
叫
び
が
終
わ
る
や
否
や
、
次
郎
は
老
国
手
の
手
か
ら
毒
薬
を
く

つ
が
え
し
、
そ
れ
と
同
時
に
次
郎
も
夢
か
ら
さ
め
る
の
で
あ
る
が
、
一
篇
の

ク
ラ
イ
マ
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
は
、
三
島
が
こ
の
作
品
に
託
し
た

主
題
が
那
辺
に
あ
る
か
を
明
瞭
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
、
負

数
と
負
数
と
を
か
け
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
数
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
、

，
11
島
は
こ
こ
で
は
、
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
悟
っ
た
人
間
と
、
こ
の
世
の
は

か
な
さ
を
悟
ら
せ
る
力
を
持
っ
た
枕
と
を
か
け
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
そ
れ
で
も
僕
は
生
き
た
い
ん
だ
！
」
と
い
う
輩
固
な
欲
求
を
抱
い
た
人
間

の
現
わ
れ
る
さ
ま
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
”
一
睡
の
夢
“
か
ら
”
生
へ

の
意
志
“
へ
。
こ
の
あ
ざ
や
か
な
主
題
の
転
換
こ
そ
、
先
に
見
た
モ
チ
ー
フ

の
転
換
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
転
換
の
さ
ま
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
も
卓
抜
な
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
ス
マ
ー
ト
で
気
の
利
い
た
せ
り
ふ
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
を
十
分
楽
し

ま
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
執
筆
当
時
の
三
島
の
、
い
わ
ば
内
面
の
声
と
い
っ
た

も
の
を
意
外
な
ほ
ど
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
『
郡
郡
』
の
執

筆
は
昭
和
二
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ほ
ぽ
こ
の
当
時
の
こ
と
を
、
後
年

の
三
島
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
仮
面
の
告
白
」
の
や
う
な
、
内
心
の
怪
物
を
何
と
か
征
服
し
た
や
う

な
小
説
を
書
い
た
あ
と
で
、
二
十
四
歳
の
私
の
心
に
は
、
二
つ
の
相
反

す
る
志
向
が
は
つ
き
り
と
生
れ
た
。
―
つ
は
、
何
と
し
て
で
も
、
生
き

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
思
ひ
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、
明
確
な
、

理
智
的
な
、
明
る
い
古
典
主
義
へ
の
傾
斜
で
あ
っ
た
。

（
私
の
遍
歴
時
代
昭
38)

こ
の
早
熟
な
天
才
児
で
あ
っ
た
作
家
が
、
敗
戦
と
と
も
に
た
ち
ま
ち
時
代
お

く
れ
の
不
幸
な
青
年
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
敗
戦
直
後

の
数
年
間
が
「
荒
涼
た
る
空
白
感
」
に
お
お
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
「
最
も
死

の
近
く
に
」
い
た
と
い
う
消
息
に
つ
い
て
も
、
三
島
自
ら
が
語
っ
て
い
る
（
終

末
感
か
ら
の
出
発
昭
30)
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
「
内
心
の
怪
物
を

何
と
か
征
服
し
た
や
う
な
小
説
」
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

48

(
4
)
 

こ
と
自
体
、
自
己
是
認
の
熾
烈
な
欲
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

よ
う
な
作
業
の
の
ち
に
生
じ
た
と
こ
ろ
の
「
何
と
し
て
で
も
、
生
き
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
思
い
が
、
『
那
郡
』
を
書
き
す
す
め
る
一
二
島
の
筆
の
背
後

に
、
明
確
な
志
向
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
時
に
ま

た
、
こ
の
作
品
に
託
さ
れ
た
主
題
と
も
重
な
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら

た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
菊
と
次
郎
と
の
応
答

に
も
、
作
者
の
あ
り
か
た
の
投
影
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の

当
時
三
島
は
、
自
分
の
こ
と
を
「
へ
ん
な
、
ニ
ャ
ニ
ャ
し
た
廿
五
歳
の
老
人
」

と
し
て
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
私
の
遍
歴
時
代
）
。

次
郎
い
く
ら
十
八
だ
っ
て
、
自
分
の
人
生
が
も
う
お
し
ま
ひ
だ
っ
て

こ
と
が
わ
か
る
く
ら
ゐ
の
知
恵
は
あ
る
ん
だ
よ
。



っ
む

菊
お
頭
も
禿
け
て
ゐ
な
い
の
に

1
•

お
腰
も
曲
つ
て
ゐ
な
い
の
に
1
.

そ
ん
な
つ
や
つ
や
し
た
頬
つ
ぺ
た
を
し
て
い
ら
っ
し
や
る
の
に
1
.

次
郎
菊
や
に
は
見
え
な
い
だ
け
な
ん
だ
よ
、
僕
の
厖
の
毛
は
黒
い
け

ど
ほ
ん
と
は
も
う
真
白
な
ん
だ
、
僕
の
歯
は
あ
る
け
ど
な
い
ん
だ
、

腰
だ
っ
て
ま
つ
す
ぐ
だ
け
ど
曲
つ
て
る
ん
だ
。

こ
の
こ
と
か
ら
ま
た
、
先
ほ
ど
の
ク
ラ
イ
マ
ク
ス
に
お
け
る
次
郎
の
主
張

、
、
、
、

い
力
点
が
、
「
そ
れ
で
も
僕
は
生
き
た
い
ん
だ
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と

も
、
あ
ら
た
め
て
確
詔
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
そ
れ
で
も
」
と
は
、
老
国

手
の
い
わ
ゆ
る
工
エ
き
な
が
ら
死
ん
て
ゐ
る
身
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
は
じ
め
に
見
た
モ
チ
ー
フ
の
転
換
も
、
こ
う
し
た
意

味
あ
い
を
も
た
う
す
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、
真
に
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
夢
か
ら
さ
め
た
次
郎
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
さ
え
、
も

し
望
む
な
ら
は
、
そ
こ
に
託
さ
れ
た
作
者
の
肉
声
を
聴
き
と
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

僕
は
ず
つ
と
こ
こ
に
ゐ
る
ん
だ
。
も
し
か
す
る
と
死
ぬ
ま
で
ゐ
る
よ
。

「
こ
こ
」
と
は
も
ち
ろ
ん
、
折
紙
細
工
と
積
木
の
あ
る
「
子
供
の
と
き
の
僕

、
の
部
屋
」
を
さ
す
が
、
し
か
も
な
お
そ
れ
を
、
あ
の
芸
術
家
の
源
郷
た
る
幼

年
期
の
謂
と
と
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
付
会
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。こ

う
し
て
、
謡
曲
『
郡
郡
』
を
典
拠
と
し
た
こ
の
翻
案
戯
曲
は
、
そ
の
換

骨
奪
胎
の
あ
さ
や
か
さ
と
せ
り
ふ
の
妙
と
に
お
い
て
我
々
を
卜
分
楽
し
ま
せ

る
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
な
お
そ
の
背
後
に
、
当
時
の
三
島
の
内
面
の

声
を
、
微
塵
も
不
自
然
さ
を
伴
わ
な
い
形
で
、
し
か
も
‘
仔
細
に
眺
め
て
み

れ
は
、
お
と
ろ
く
ほ
ど
忠
実
か
つ
明
瞭
な
形
で
、
託
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
島
の
い
わ
ゆ
る
「
大
胆
率
直
」
な
告
白
と
は
、

『
郡
椰
』
に
お
い
て
は
、
以

t
に
見
て
き
た
よ
う
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
れ
が
同
時
に
ま
た
、
こ
の
期
に
お
け
る
、
三
島
の
「
叫
び
」
の
表

出
で
も
あ
る
こ
と
は
、
推
察
に
難
く
な
い
て
あ
ろ
う
。
け
だ
し
一
叫
ひ
」
と

は
、
戦
後
の
一
こ
島
を
お
そ
っ
た
荒
涼
た
る
空
白
感
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
彼
の

抱
い
た
自
己
是
認
の
欲
求
の
謂
で
あ
り
、
そ
う
し
た
欲
求
が
『
仮
面
の
告
白
』

脱
稿
後
の
三
島
に
、
よ
り
明
確
な
志
向
と
し
と
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
、

先
に
も
見
た
と
お
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
郡
椰
』
の
約
二
年
後
に
書
か
れ
た
『
卒
塔
婆
小
町
]
（
昭

2
7
.
1
)
に

も
、
『
郎
郡
』
と
類
似
の
主
題
を
、
し
か
し
よ
り
限
定
さ
れ
た
か
た
ち
で
の
そ

れ
を
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
者
自
ら
次
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の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

作
者
自
身
の
芸
術
家
と
し
て
の
決
心
の
詩
的
表
白
で
あ
る
点
で
、
”
郡

椰
“
と
同
エ
異
曲
で
あ
る
。
つ
ま
り
作
者
は
登
場
す
る
詩
人
の
や
う
な

青
春
を
自
分
の
内
に
ひ
と
ま
づ
殺
す
と
こ
ろ
か
ら
、
九
十
九
歳
の
小
町

の
や
う
な
不
屈
な
永
劫
の
青
春
を
志
す
こ
と
が
、
芸
術
家
た
る
の
道
だ

と
愚
考
し
て
ゐ
る
わ
げ
で
あ
る
。
（
卒
塔
婆
小
町
覚
書
昭
2
7
.
1
1
)

こ
こ
て
三
島
は
同

T
異
曲
と
い
っ
て
い
る
が
、
先
の
『
郡
郡
』
に
お
け
る
「
表

白
」
に
、
「
芸
術
家
と
し
て
の
」
と
い
う
あ
り
か
た
を
直
接
に
認
め
る
こ
と

は
、
あ
る
い
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、

も
っ
と
一
般
的
な
あ
り
か
た
に
お
い
て

0
、
[
生
き
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
、
と
い

ふ
思
ひ
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
『
卒
塔
婆
小
町
』
に
お
い
て
は
、
「
芸
術
家
と
し
て
の
」
と
い
う
あ
り



か
た
が
、
は
る
か
に
濃
厚
に
窺
わ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
異
曲
の
巽
曲

た
る
ゆ
え
ん
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
詩
人
と
老
婆
と
の
対
立
に
お
い
て
表
わ
さ

れ
る
こ
と
、
こ
れ
ま
た
作
者
自
身
の
語
る
と
お
り
だ
ろ
う
。

由
来
、
こ
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
こ
篇
の
せ
り
ふ
の
大
半

が
詩
人
と
老
婆
と
の
そ
れ
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
二
人
の
ほ
か
に
も
数
組
の
男
女
が
配
さ
れ
る
が
、
そ

れ
ら
は
分
址
の
面
か
ら
も
内
容
の
面
か
ら
も
重
要
な
も
の
で
は
な
く
、
主
要

な
筋
の
進
展
は
一
に
か
か
っ
て
二
人
の
対
話
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
と

い
っ
て
も
過
言
て
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
半
の
公
園
の
場
面
で

の
詩
人
と
老
婆
と
は
、
後
半
の
場
面
で
深
草
少
将
と
若
い
小
町
と
に
変
貌
す

る
と
い
う
し
く
み
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
設
定
の
し
か
た
は
、
原
曲
と
比
べ

て
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
原
曲
で
は
、
同
じ
ひ
と
り
の
シ
テ
が
、

前
半
で
年
老
い
た
小
町
の
役
を
演
じ
、
後
半
に
至
っ
て
、
小
町
に
恋
い
こ
が

れ
る
深
草
少
将
の
霊
に
と
り
つ
か
れ
る
と
い
う
進
め
か
た
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
式
面
に
支
え
ら
れ
た
両
者
の
対
立
は
、
そ
の
内
容
面
に
目

を
向
け
る
と
き
、
い
っ
そ
う
重
要
な
意
味
を
お
び
て
く
る
。
そ
れ
を
何
よ
り

も
よ
く
示
す
の
が
、
後
半
部
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
一
対
の
せ
り
ふ
だ
ろ
う
。

詩
人
何
か
を
き
れ
い
だ
と
思
っ
た
ら
、
き
れ
い
だ
と
言
ふ
さ
、
た
と

ヘ
死
ん
で
も
。

老
婆
（
小
町
）
つ
ま
ら
な
い
。
お
よ
し
な
さ
い
。
そ
ん
な
一
瞬
間
が
一

体
何
で
す
。

詩
人
は
こ
こ
て
は
、
小
町
の
も
と
に
百
夜
通
い
を
続
け
る
深
草
少
将
で
あ
り
、

今
は
す
て
に
そ
の
百
日
目
の
当
夜
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
、
か
ね
て
の
望
み

が
よ
う
や
く
叶
え
ら
れ
る
段
に
な
っ
て
、
詩
人
は
こ
う
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

僕
は
今
す
ぐ
死
ん
で
も
い
い
。
一
生
の
う
ち
に
そ
ん
な
折
は
、
め
っ
た

に
あ
る
も
の
ぢ
や
な
い
だ
ら
う
か
ら
、
も
し
あ
れ
ば
今
夜
に
き
ま
つ
て

ゐ
る
。

老
婆
（
小
町
）
は
、
「
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
仰
言
い
ま
す
な
」
と
た
し
な
め
る

の
だ
が
、
詩
人
は
こ
れ
を
き
か
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
こ
の
世
に
あ
り
え

な
い
や
う
な
一
瞬
間
」
の
来
る
こ
と
を
、
ま
す
ま
す
強
く
確
信
す
る
よ
う
に

な
り
、
と
う
と
う
こ
う
言
い
は
な
っ
て
死
ぬ
。

言
ふ
よ
。
…
…
小
町
、
君
は
美
し
い
。
世
界
中
で
い
ち
ば
ん
美
し
い
。

一
万
年
た
っ
た
つ
て
、
君
の
美
し
さ
は
衰
へ
や
し
な
い
。

小
町
を
美
し
い
と
言
っ
た
人
間
は
必
ず
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
小

町
（
老
婆
）
は
言
葉
を
つ
く
し
て
制
止
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
詩
人
は
そ

れ
を
き
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
詩
人
」

は
、
”
至
高
の
瞬
間
“
の
た
め
に
命
を
な
げ
う
つ
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。
詩
人

So

が
、
百
夜
通
い
を
続
け
る
深
草
少
将
に
転
す
る
と
い
う
設
定
自
体
、
そ
の
こ

と
を
雄
弁
に
物
語
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
例
の
少
年
、
「
『
花
火
み
た

い
に
生
き
よ
う
。
一
瞬
の
う
ち
に
精
一
杯
夜
空
を
い
ろ
ど
つ
て
、
す
ぐ
消
え

て
し
ま
は
う
』
と
熱
烈
に
思
っ
た
」
と
い
う
、
あ
の
詩
を
書
く
少
年
の
面
影

を
認
め
る
こ
と
も
、
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

他
方
、
老
婆
は
、
こ
の
よ
う
な
詩
人
の
あ
り
か
た
を
否
定
す
る
存
在
で
あ

る
。
「
つ
ま
ら
な
い
。
お
よ
し
な
さ
い
。
そ
ん
な
一
瞬
間
が
一
体
何
で
す
」
と

い
う
先
に
引
い
た
せ
り
ふ
が
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
老
婆
が
、

詩
人
の
こ
と
を
「
ま
あ
、
酔
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
ん
だ
」
と
評
し
た
り
、
「
人

間
は
死
ぬ
た
め
に
生
き
て
る
の
ぢ
や
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
否
定
的
断
言
を
突

き
つ
け
た
り
す
る
の
も
、
同
様
の
筋
あ
い
に
お
い
て
受
け
と
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
老
婆
が
詩
人
的
な
あ
り
か
た
を
否
定
す
る
根
拠
は
、
前
半
の



公
園
の
場
面
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
詩
人
が
、
点
在
す
る
公
園
の

ベ
ン
チ
の
ア
ヴ
ェ
ッ
ク
た
ち
に
つ
い
て
「
僕
は
尊
敬
す
る
ん
だ
、
愛
し
合
つ

て
ゐ
る
若
い
人
た
ち
、
彼
ら
の
目
に
映
つ
て
ゐ
る
も
の
、
彼
ら
が
見
て
ゐ
る

百
倍
も
美
し
い
世
界
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
尊
敬
す
る
ん
だ
」
な
ど
と
し
ゃ
べ

り
出
す
の
に
対
し
て
、
老
婆
は
「
そ
ん
な
根
性
だ
か
ら
、
甘
っ
た
る
い
売
れ

な
い
歌
し
か
書
け
な
い
ん
だ
よ
」
と
二
ベ
も
な
く
は
ね
か
え
す
。
そ
し
て
し

ば
ら
く
の
議
論
の
の
ち
、
次
の
よ
う
な
長
大
な
せ
り
ふ
を
の
べ
る
の
で
あ
る
。

昔
、
私
の
若
か
っ
た
時
分
、
何
か
ぽ
う
ー
つ
と
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

自
分
が
生
き
て
る
と
感
じ
な
か
っ
た
も
ん
だ
。
わ
れ
を
忘
れ
て
ゐ
る
と

き
だ
け
、
生
き
て
る
や
う
な
気
が
し
た
ん
だ
。
そ
の
う
ち
、
そ
の
ま
ち

が
ひ
に
気
が
つ
い
た
。
（
中
略
）
今
か
ら
考
へ
り
や
あ
、
私
は
死
ん
で
ゐ

た
ん
だ
、
さ
う
い
ふ
と
き
。
…
…
悪
い
酒
ほ
ど
、
酔
ひ
が
早
い
。
酔
ひ

の
な
か
で
、
甘
っ
た
る
い
気
持
の
な
か
で
、
涙
の
な
か
で
、
私
は
死
ん

で
ゐ
た
ん
だ
。
…
•
•
•
そ
れ
以
来
、
私
は
酔
は
な
い
こ
と
に
し
た
。
こ
れ

が
私
の
長
寿
の
秘
訣
さ
。

我
を
忘
れ
る
こ
と
の
拒
否
、
過
剰
な
情
感
の
拒
否
、
涙
の
拒
否
、
要
す
る
に

”
酔
う
こ
と
“
の
拒
否
。
そ
れ
が
老
婆
に
お
け
る
「
長
寿
の
秘
訣
」
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
、
老
婆
も
か
つ
て
は
身
に
お
ぽ
え
が
あ
る
ら
し

い
と
こ
ろ
の
「
詩
人
」
的
な
あ
り
か
だ
の
拒
否
て
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
老
婆
は
、
”
至
高
の
瞬
間
＂
へ
と
こ
の
世
の
生
を
収
放
さ
せ

る
こ
と
な
く
、
陶
酔
を
拒
む
覚
醒
し
た
意
識
を
も
っ
て
、
し
ぶ
と
く
、
あ
る

い
は
い
っ
そ
ふ
て
ぶ
て
し
く
、
存
在
し
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

三
島
が
こ
の
作
品
で
「
表
白
」
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
「
芸
術
家
と
し

て
の
決
心
」
な
る
も
の
の
内
容
も
ま
た
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
過
剰
な
感
受
性
の
横
行
を
一
旦
お
し
殺
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
人
間
と
生
と
の
冷
徹
な
専
門
家
」
（
施
餓
鬼
舟
昭
31)
に
な

る
こ
と
て
あ
り
、
三
島
の
傾
倒
し
た
マ
ン
の
作
品
中
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な

ら
ば
、
「
涙
で
濡
れ
た
感
情
の
薄
衣
を
通
し
て
も
な
お
は
っ
き
り
観
る
、
認
識

す
る
、
覚
え
こ
む
、
観
察
す
る
。
そ
う
し
て
手
と
手
が
か
ら
み
あ
い
、
唇
と

唇
が
触
れ
あ
い
、
人
間
の
眼
が
感
動
の
た
め
に
盲
目
に
な
っ
て
も
う
見
え
な

く
な
る
瞬
間
で
さ
え
も
、
こ
の
観
察
し
た
も
の
を
微
笑
し
な
が
ら
わ
き
に
取

り
の
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
『
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
高
橋
義

孝
氏
訳
）
と
い
う
の
が
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
生

き
な
が
ら
死
ん
で
ゐ
る
身
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
る
と
い
う
『
郡

椰
』
の
主
題
は
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
芸
術
家
に
固
有
の
生
の
問
題

と
し
て
特
殊
な
限
定
を
う
け
つ
つ
、
再
び
提
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
に
は
、
戦
後
の
文
壇
で
の
活
動
の
出
発
期
に

お
い
て
こ
の
作
家
が
抱
懐
し
た
と
こ
ろ
の
、
や
み
が
た
い
生
へ
の
希
求
が
、

51

古
典
を
ふ
ま
え
た
濤
洒
な
劇
作
法
の
う
ち
に
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
明
快
な
か
た

ち
で
告
白
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ま
た
、
こ
の

い
わ
ゆ
る
「
古
典
主
義
」
の
時
代
に
お
け
る
、
三
島
の
「
叫
び
」
の
直
載
的

な
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
前
節
に
も
見
た
と
お
り
で
あ

る。
以
後
三
島
は
、
『
禁
色
一
（
昭

28)
『
潮
騒
』
（
昭
29)
『
沈
め
る
滝
』
（
昭

30)

と
い
っ
た
作
品
群
を
へ
つ
つ
、
『
金
閣
寺
』
（
昭

31)

へ
と
向
け
て
、
そ
の
叫

(
l
9
)
 

び
を
洗
練
さ
せ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
後
続
の
『
鏡
子
の
家
』
（
昭

34)
は
、
そ
う

し
た
季
節
の
最
後
の
余
光
を
た
た
え
た
作
品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ

(
6
)
 

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
書
き
下
ろ
し
長
編
が
諸
家
の
冷
笑
を
あ
び
て
失
敗

に
帰
し
た
の
ち
、
『
宴
の
あ
と
』
（
昭

35)
を
書
き
は
じ
め
る
こ
ろ
か
ら
、
こ

の
作
家
に
は
、
何
か
し
ら
内
面
の
荒
廃
を
思
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
よ
う
な
、



外
界
に
対
す
る
あ
る
種
の
苛
立
た
し
さ
と
い
っ
た
も
の
が
頭
を
も
た
け
て
く

る
。
そ
う
し
た
新
た
な
季
節
へ
の
移
行
を
明
瞭
に
予
測
せ
し
め
る
よ
う
な
「
告

臼
」
を
、
次
に
、
『
近
代
能
楽
集
』
の
悼
尾
を
か
さ
る
『
弱
法
師
』
に
聴
く
こ

と
か
で
き
る
だ
ろ
う
。

原
曲
『
弱
法
師
』
こ
登
場
す
る
盲
法
師
俊
徳
丸
は
こ
こ
て
は
盲
目
の
青
年

俊
徳
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
犬
士
寺
て
の
施
行
の
場
は
、
家
庭
裁
判
所
で
い

調
停
の
場
に
か
わ
り
、
俊
徳
の
育
て
の
親
て
あ
る
川
島
夫
妻
と
、
生
み
の
親

て
あ
る
高
安
夫
妻
と
が
、
俊
徳
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
争
う
と
い
う
設
定
に
な

っ
て
い
る
の
て
あ
る
が
、
こ
の
盲
目
の
青
年
が
、
い
わ
ば
芸
術
家
の
比
喩
と

し
て
登
場
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
推
察
に
難
く
な
い
。
そ
れ
は
、
「
あ
の

↓
|
は
／
理
の
狂
人
て
す
」
と
か
、
「
あ
の
子
に
は
感
勤
と
い
ふ
も
の
が
な
い
の

て
ず
。
（
中
略
）
さ
う
か
と
思
ふ
と
共
紐
な
こ
と
に
急
に
激
し
て
手
に
負
へ
な

く
な
っ
た
り
」
と
か
の
こ
と
ぱ
に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
が
、
何
よ
り
も
よ
く

そ
れ
を
一
小
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
青
年
が
、
常
人
と
は
ち
が
っ
た
異
常
な
世

界
像
の
持
ち
主
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

幼
年
期
に
目
を
灼
か
れ
て
、
余
人
に
は
見
え
る
物
の
形
が
見
え
な
く
な
っ

た
こ
の
青
年
に
感
覚
さ
れ
る
但
界
像
は
、
常
人
に
お
け
る
そ
れ
と
著
し
く
異

な
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、

0

ぴ
ど
く
暑
い
な
。
ま
る
で
炉
の
中
に
ゐ
る
や
う
だ
。
僕
の
ま
は
り
に
火

か
撚
え
さ
か
つ
て
ゐ
る
。
火
が
輪
踊
り
を
し
て
ゐ
る
。

〇
僕
に
わ
か
る
の
は
こ
の
首
を
し
め
る
感
覚
と
、
汗
だ
ら
け
の
び
っ
た
り

し
た
ド
着
の
感
覚
し
か
な
い
ん
た
か
ら
。
僕
は
絹
の
首
枷
と
、
木
綿
の

快
窄
衣
か
は
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
て
せ
う
？
僕
は
裸
か
の
囚
人
で
す

ょ。
ォ

と
い
っ
た
せ
り
ふ
か
ら
明
ら
か
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
が
特
に
、

、
、
、
、

芸
術
家
の
脳
裡
に
映
ず
る
特
異
な
世
界
像
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
は
、
お
そ

ら
く
次
の
よ
う
な
部
分
だ
ろ
う
。

ビ
ル
の
十
二
階
の
窓
の
ひ
と
つ
か
ら
大
き
な
黄
い
ろ
い
薔
薇
が
身
を
投

け
る
。
夜
ふ
け
の
冷
蔵
庫
の
蓋
を
あ
け
る
と
、
翼
の
生
え
た
白
い
馬
が

そ
の
中
に
し
や
が
ん
で
ゐ
る
。
楔
形
文
字
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
。
香
炉

の
な
か
の
緑
濃
い
無
人
島
。

こ
の
俊
徳
の
語
る
世
界
は
、
さ
な
が
ら
あ
の
、
世
界
の
変
貌
を
日
常
茶
飯
の

こ
と
と
し
た
「
詩
を
書
く
少
年
」
の
目
に
映
ず
る
世
界
と
異
な
ら
な
い
。
か

つ
て
三
島
が
否
定
し
つ
つ
保
存
し
よ
う
と
し
た
「
詩
人
」
の
、
そ
の
感
受
性

は
、
今
も
な
お
完
全
に
は
死
に
絶
え
す
に
生
き
の
び
て
、
こ
の
青
年
の
精
神

の
奥
処
に
投
影
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
静
謡
な
世
界
変
貌
の
作
用
を
営
ん
で
い
る
氾

の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
眺
め
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
部
分
も
ま
た
、

俊
徳
の
芸
術
家
と
し
て
の
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
詔
め
ら
れ
よ
う
。

あ
な
た
方
と
ち
が
つ
て
、
僕
の
魂
は
、
ま
つ
裸
で
こ
の
世
を
歩
き
廻
つ

て
ゐ
る
ん
だ
よ
。
四
方
に
放
射
し
て
ゐ
る
光
り
が
見
え
る
て
せ
う
。
こ

の
光
は
人
の
体
も
灼
く
け
れ
ど
、
僕
の
心
に
も
た
え
す
火
傷
を
つ
け
る

ん
で
す
。
あ
あ
、
こ
ん
な
風
に
裸
か
で
生
き
て
ゐ
る
の
は
実
に
骨
が
折

れ
ま
す
よ
。
実
に
骨
が
折
れ
る
。
僕
は
あ
な
た
方
の
―
億
倍
も
裸
か
な

ん
だ
か
ら
。

他
人
よ
り
も
こ
億
倍
も
裸
か
な
人
間
、
自
他
と
も
に
灼
く
火
の
よ
う
な
危
険

な
発
光
体
と
し
て
の
魂
を
持
っ
た
人
間
。
こ
う
し
て
俊
徳
ぱ
‘
一
種
奇
矯
な

魂
を
持
っ
た
芸
術
家
な
の
で
あ
り
、
そ
の
盲
目
と
い
う
あ
り
か
た
も
、
こ
の



作
品
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
魂
に
映
ず
る
特
異
な
世
界
像
の
象
徴
と
し
て

機
能
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
前
半
部
に
お
け
る
翻
案
の
あ
り
か
た
は
、
後
半
部
に
お
け

る
そ
れ
と
み
こ
と
に
照
応
し
て
い
る
。
原
曲
で
は
俊
徳
丸
が
「
日
想
観
」
す

な
わ
ち
”
夕
日
に
む
か
っ
て
の
極
楽
浄
七
の
観
想
“
を
行
な
う
と
こ
ろ
が
、

こ
り
作
品
で
は
、
俊
徳
の
盲
目
の
目
に
も
そ
れ
だ
け
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る

と
こ
ろ
り
「
こ
の
世
の
を
は
り
の
景
色
」
の
長
人
な
告
白
に
置
き
か
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
念
の
入
っ
た
こ
と
に
、
こ
こ
に
は
「
そ
こ
の
古

ほ
け
た
、
西
の
門
は
丁
度
地
獄
の
東
の
門
へ
向
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
」
と
い
う

せ
り
ふ
ま
で
備
わ
っ
て
い
る
。
原
曲
の
俊
徳
丸
の
こ
と
は
「
天
王
寺
の
、
西

門
を
出
て
て
極
梨
の
、
束
門
に
向
ふ
は
辟
事
か
」
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
の
「
極

共
」
を
「
地
は
」
に
お
き
か
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
い
祁
分
に
お
け
る
俊
徳
の
長
大
な
せ
り
ふ
を
す
べ
て
引
用
す
る
に
は
及

ふ
ま
い
e

こ
こ
て
は
、
次

0
よ
う
な
．
節
が
、
て
島
文
学
に
く
り
か
え
し
現

わ
れ
る
、
ー
遁
を
直
歓
端
的
に
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お

け
ぱ
足
り
る
。

僕
ぱ
だ
し
か
こ
こ
の
世
い
を
は
り
を
見
だ
。

Ii
つ
の
と
き
、
戦
争
の
最

後
の
年
、
僅
り
目
を
炎
て
灼
い
だ
そ
り
最
後
の
炎
ま
て
も
見
た
。
そ
れ

以
来
、
い
つ
も
僕

O
H
り
前
に
ぱ
‘
こ
の
世
の
を
は
り
の
焙
が
燃
え
さ

か
つ
て
ゐ
る
ん
て
す
。

一
九
？
い
こ
き
」
を
「
一
し
上
成
い
と
き
」
と
い
い
な
お
せ
は
、
そ
の
ま
ま
一
．
一

島
自
身
り
こ
と
は
と
し
て
も
通
用
し
そ
う
な
ほ
ビ
、
そ
れ
ほ
ど
露
骨
に

什
者
JJ
こ
と
は
に
従
う
な
ら
「
大
胆
率
直
」
に
そ
の
文
学
の
核
心
部
分

か
こ
こ
に
露
ば
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
俊
徳
の
目
に
映
じ
た
こ

の
「
景
色
」
が
、
調
停
委
員
と
し
て
登
場
す
る
桜
間
級
子
を
し
て
否
定
せ
し

め
ら
れ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
前
半
に
お
い
て
、
俊
徳
が
「
僕
の
ま
は
り
に
火

が
燃
え
さ
か
つ
て
ゐ
る
。
火
が
輪
踊
り
を
し
て
ゐ
る
。
さ
う
で
せ
う
、
桜
間

さ
ん
」
と
同
意
を
求
め
る
の
に
対
し
て
、
「
い
い
え
、
今
は
夏
だ
か
ら
で
す
よ
」

と
そ
の
幻
影
を
汀
正
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
級
子
は
、
俊
徳
が

「
こ
の
世
の
を
は
り
を
見
た
ね
。
ね
、
見
た
た
ら
う
、
桜
間
さ
ん
」
と
、
ほ

と
ん
ど
甘
え
か
か
る
よ
う
に
同
意
を
求
め
る
の
に
対
し
て
、
「
永
き
間
」
と
「
躊

躇
」
と
の
の
ち
に
、
「
い
い
え
見
な
い
わ
」
と
答
え
、
「
見
た
の
は
夕
映
え
だ

け
」
と
岩
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
世
の
を
は
り
の
景
色
」
の
否
定
で
あ

る。

俊
徳
村
は
僕
か
ら
奪
は
う
と
し
て
ゐ
る
ん
だ
ね
。
こ
の
世
の
を
は
り

の
景
色
を
。

級

了

さ

う

で

す

わ

。

そ

れ

が

私

の

役

門

で

す

。

訊

俊
徳
そ
れ
が
な
く
て
は
僕
が
生
き
て
行
け
な
い
。
そ
れ
を
承
知
て
的

は
う
と
す
る
ん
だ
ね
。

級
子
え
え
。

俊
徳
死
ん
て
も
い
い
ん
だ
ね
、
僕
が
。

級
子
あ
な
た
は
も
う
死
ん
で
ゐ
だ
ん
で
す
。

こ
の
あ
た
り
の
対
話
の
呼
吸
は
絶
妙
を
き
わ
め
る
が
、
三
島
の
い
わ
ゆ
る
「
告

白
」
な
る
も
の
も
、
こ
の
作
品
で
は
、
「
こ
の
世
の
を
は
り
の
景
色
」
そ
の
も

の
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
否
定
・
梢
滅
と
い
っ
た
万
面
に
こ
そ
あ
っ
た
と
見

る
へ
き
た
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
級
子
の
よ
う
な
、
俊
徳
の
内
面
の
光

景
を
「
微
笑
」
を
も
っ
て
理
解
し
つ
つ
「
や
さ
し
く
」
真
実
を
告
け
る
よ
う

な
人
物
を
わ
さ
わ
ざ
設
け
る
理
由
が
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
「
内
な
る
廃
墟
」
の
泊
滅
に
、
『
祁
椰
』
『
卒
塔
婆
小
町
』
的
な



世
界
の
終
形
を
見
る
と
し
て
も
、
あ
え
て
付
会
と
は
な
る
ま
い
。
お
そ
ら
く

そ
れ
は
、
「
生
き
な
が
ら
死
ん
で
ゐ
る
身
」
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
で
も
生
き
た

い
ん
だ
と
叫
ん
だ
、
あ
の
『
即
郡
』
的
な
生
の
あ
り
か
た
の
消
滅
を
、
そ
し

て
ま
た
、
「
詩
人
」
的
な
も
の
を
内
に
殺
し
つ
つ
小
町
的
な
永
生
を
志
そ
う
と

し
て
い
た
『
卒
塔
婆
小
町
』
的
な
あ
り
か
た
に
お
け
る
芸
術
家
の
そ
の
死
滅

を
、
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
が
な
く
て
は
僕
が
生
き
て
行
け
な
い
。
そ

れ
を
承
知
で
奪
ば
う
と
す
る
ん
だ
ね
」
と
い
う
悛
徳
の
せ
り
ふ
が
這
般
の
消

息
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

甘
六
歳
の
私
、
占
典
主
義
者
の
私
、
も
つ
と
も
生
の
近
く
に
ゐ
る
と
感

じ
た
私
、
あ
れ
は
ひ
よ
っ
と
す
る
と
ニ
セ
モ
ノ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
私
の
遍
歴
時
代
昭

38)

数
年
後
、
三
島
は
自
ら
こ
う
し
た
感
懐
を
書
き
つ
け
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
思
い
な
し
の
よ
っ
て
き
た
る
ゆ
え
ん
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、

す
で
に
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
本
甘
の
廃
墟
、
本
当
の
荒
廃
は
、
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
こ
そ
始
ま

る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
”
死
ん
で
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
よ
う
と
し
た
人
間
“
か
ら
、
”
死
ん
で
い
る
に
も
か

か
わ
ら
す
生
き
の
び
て
し
ま
っ
た
人
間
＂
へ
の
転
回
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か

ら
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
は
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
へ
の
言
お
う

よ
う
の
な
い
厭
悪
の
情
を
、
い
や
で
も
醸
成
せ
ず
に
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。
も
は
や
「
叫
び
」
は
死
ん
で
い
る
。
「
終
末
」
か
ら
の
出
発
は
、

そ
の
叫
び
の
洗
練
と
洗
練
の
は
て
の
消
滅
に
お
い
て
終
止
符
を
打
た
れ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
行
程
は
終
わ
ら
な
い
。
叫
び
は

死
ん
で
も
肉
体
は
残
り
、
精
神
さ
え
頑
と
し
て
そ
の
活
動
を
や
め
よ
う
と
は

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
あ
な
た
は
も
う
死
ん
で
ゐ
た
ん
で
す
」
こ
の
級

子
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
一
句
は
、
次
作
『
十
日
の
菊
』
（
昭

36)
の
「
お
父

さ
ん
ぱ
一
度
人
に
命
を
狙
は
れ
て
、
結
局
助
か
つ
て
生
き
の
び
て
し
ま
っ
た

人
間
だ
」
と
い
う
森
重
臣
の
せ
り
ふ
を
へ
て
、
の
ち
の
『
朱
雀
家
の
滅
亡
』

（昭
42)
の
幕
切
れ
の
こ
と
ば
、
「
ど
う
し
て
私
が
滅
び
る
こ
と
が
で
き
る
。

夙
う
の
む
か
し
に
滅
ん
で
ゐ
る
私
が
」
へ
と
つ
ら
な
っ
て
ゆ
く
が
、
あ
た
か

も
そ
れ
と
相
照
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
長
編
小
説
群
に
お
い
て
も
、
悔
悟
し

た
人
間
が
（
『
獣
の
戯
れ
』
昭

36)
、
陸
に
あ
が
っ
た
人
間
が
（
『
午
後
の
曳
航
]

昭

38)
、
さ
ら
に
は
、
思
想
を
挙
銃
の
よ
う
に
取
り
は
ず
し
た
人
間
が
（
『
絹

と
明
察
』
昭

39)
、
次
々
と
描
き
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
叫
び
の
消
滅
と
生
の
無

気
味
な
形
骸
化
。
不
満
と
鬱
屈
の
時
代
は
、
今
ま
さ
に
始
ま
ろ
う
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

八
注

V

5

4

(
1
)
『
郡
郡
』
『
綾
鼓
』
『
卒
塔
婆
小
町
』
『
葵
上
』
『
班
女
』
の
五
編
が
一
旦
ま
と

め
て
『
近
代
能
楽
集
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
（
昭
31)
、
そ
の
後
さ
ら
に
『
道
成
寺
』

『
熊
野
』
『
弱
法
師
」
の
三
編
が
書
き
つ
が
れ
た
。
な
お
『
源
氏
供
養
』
（
昭
37)

も
書
か
れ
た
が
、
作
者
自
身
に
よ
っ
て
廃
曲
と
さ
れ
た
。

(
2
)
た
と
え
ば
、
『
宴
の
あ
と
』
の
前
作
『
鏡
子
の
家
』
（
昭
34)
に
関
し
て
「
『
戦

後
』
が
侵
位
を
占
め
る
最
後
の
作
品
」
と
い
っ
た
指
摘
も
す
で
に
な
さ
れ
て
い

る
（
野
口
武
彦
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』
講
談
社
昭
43)
。

(
3
)
以
下
、
謡
曲
の
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
②
』
（
小
山
弘
志

他

訳

注

小

学

館

昭

50)
に
よ
る
。

(
4
)
『
仮
面
の
告
白
』
は
、
作
者
が
今
ま
で
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
「
死
の
領
域
」

へ
の
遺
書
で
あ
り
、
「
生
の
回
復
術
」
の
試
み
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
「
仮
面
の
告

白
」
ノ
ー
ト
昭
2
4
.
7
)
。

(
5
)
高
名
な
『
金
閣
寺
』
は
、
作
者
の
言
葉
に
従
う
な
ら
「
自
分
の
気
質
を
完



全
に
利
用
し
て
、
そ
れ
を
思
想
に
晶
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
」
で
あ
り
、
そ
れ

は
成
功
し
て
「
私
の
思
想
は
作
品
の
完
成
と
同
時
に
完
成
し
て
、
さ
う
し
て
死

ん
で
し
ま
ふ
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
(
+
八
歳
と
一
二
十
四
歳
の
肖
像
画
昭

34)
、
こ
う
し
た
言
葉
は
、
洗
練
を
軍
ね
た
叫
び
の
階
梯
の
到
達
点
も
ま
た
こ
の

作
品
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

(
6
)
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
三
島
自
身
の
ち
に
、
「
青
春
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
と

呼
び
「
酸
っ
ぱ
く
な
り
か
か
っ
た
酒
の
味
」
と
言
っ
て
い
る
（
「
鏡
子
の
家
」
ー

ー
わ
た
し
の
好
き
な
わ
た
し
の
小
説
昭
42)
。
な
お
、
注

(
2
)
参
照
。
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