
森
鴎
外

「
舞
姫
」

草
稿
に
お
け
る
推
蔽
の
意
味

森
鴎
外
自
筆
「
舞
姫
」
草
稿
は
筆
で
書
か
れ
、
か
な
り
の
程
度
の
加
除
推
敵

が
な
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の
原
稿
は
、
所
蔵
者
上
野
精
一
氏
が
昭
和
三
五
年
一
二

月
一

O
日
に
、
コ
ロ
タ
イ
プ
に
よ
り
複
製
版
を
刊
行
し
て
い
る
。
限
定
三
百

部
、
追
加
百
七
十
部
。
追
加
分
の
発
行
日
も
元
版
と
同
じ
で
あ
る
。
和
装
袋
綴

じ
。
二
八
丁
。
一
丁
の
表

・
裏
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
十
二
行
ず
つ
記
さ
れ
、

一

行
が
二
四
字
か
ら
成
っ
て
い
る
。
読
点
お
よ
び
カ
ギ
括
弧
は
字
数
に
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。
一
行
二
四
字
は
、
『
国
民
之
友
』
に
発
表
さ
れ
た
「
舞
姫
」
と
同

じ
で
あ
る
。
ま
る
で
下
に
罫
線
を
引
い
た
下
敷
き
を
置
い
て
書
い
た
よ
う
に
左

右
が
揃
っ
て
い
る
。
一
行
の
字
数
が
『
国
民
之
友
』
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
と

と
は
、

『
国
民
之
友
』
に
発
表
を
予
定
し
て
執
筆
し
た
と
い
う
乙
と
に
な
る
で

あ
ろ
-
っ
。

「
舞
姫
」
草
稿
に
お
け
る
鴎
外
の
推
敵
に
つ
い
て
は
、
後
製
本
に
付
け
ら
れ

た
、
長
谷
川
泉
氏
執
筆
の
「
解
説
」
に
若
干
の
言
及
が
あ
る
。
(
乙
の
「
解
説
」

は
、

そ
の
後
『
森
鴎
外
論
考
』
〈
明
治
書
院

・
昭
幻
〉
中
の
「
舞
姫
」
の
冒
頭

に
組
み
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
)
ま
た
、

ζ

の
草
稿
複
製
本
に
つ
い
て
、

嘉

部

嘉

隆

清
水
茂
氏
が
金
田
評
V

を
書
い
て
い
る
。
「
森
鴎
外
『
舞
姫
』
草
稿
複
製
本
に

つ
い
て
」
(
『
日
本
文
学
』
第
叩
巻
第
6
号
、
昭
お
・

7
)
と
題
し
、
「
問
題
点

の
よ
う
な
も
の
を
覚
え
書
き
し
て
、
書
評
に
か
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
」
と
述

べ
、
推
誠
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
阿
達
義
雄
氏
の
「
森
鴎
外

『
舞
姫
』
の
改
訂
と
そ
の
意
義
」
(
『
新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
空
己
昭
お

・

3
)
や
、
小
堀
佳
一
郎
氏
の
「
『
舞
姫
』
論
」
(
初
出
は
慶
応
義
塾
大
学
『
経
済

学
部
日
吉
論
文
集
』
第
6
号
、
昭
4
・
ロ
。
の
ち
改
訂
し
て
『
若
き
日
の
森

鴎
外
』
〈
東
京
大
学
出
版
会
、
昭

μ
-m〉
に
収
録
。
本
論
に
引
用
す
る
場
合

は
『
若
き
日
の
森
鴎
外
』
に
拠
っ
た
)
中
に
も
、
推
散
を
問
題
に
し
た
視
点
か

ら
の
論
の
展
開
が
あ
る
。
乙
乙
で
は
、

ζ

れ
ら
先
学
の
発
言
を
念
頭
に
置
い

て
、
適
宜
引
用
し
な
が
ら
、
く
わ
し
く
論
じ
て
み
た
い
。

草
稿
二
八
丁
表
裏
い
ず
れ
に
も
、
多
い
少
な
い
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
削
補

の
あ
と
が
例
外
な
く
見
ら
れ
る
。
と
の
中
に
は
、
単
な
る
書
き
損
じ
の
書
き
直

し
も
あ
る
が
、
多
く
は
意
図
的
に
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
単
な

る
書
き
損
じ
の
書
き
直
し
は
、
す
ぐ
下
に
書
き
直
さ
れ
て
い
る
の
で
簡
単
に
判
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定
で
き
る
。
本
文
を
抹
消
し
て
の
、
行
聞
や
欄
外
へ
の
書
き
込
み
は
、
一
旦
原

稿
を
完
成
し
た
上
で
の
推
敵
な
の
か
、
執
筆
途
中
で
の
加
除
な
の
か
判
定
し
難

い
。
そ
し
て
完
成
後
に
お
け
る
推
殻
か
、
執
筆
中
の
改
訂
か
で
は
、
そ
の
改
削

の
意
味
す
る
と
乙
ろ
が
異
っ
て
来
る
場
合
も
あ
り
、
事
情
は
複
雑
に
な
る
。
箇

々
の
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
検
討
し
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
特
に

問
題
に
な
り
そ
う
な
部
分
を
取
り
上
げ
、
そ
の
推
敵
の
意
図
を
考
え
て
み
た

い
。
〔
〕
内
が
案
文
、

A

V

内
が
行
間
へ
の
書
き
入
れ
、

《
》
内
は
削
除

さ
れ
た
部
分
を
示
す
。
傍
線
部
分
が
完
成
稿
で
あ
る
。

O
印
で
か
ζ

ん
だ
数
字

は
、
そ
の
文
が
入
っ
て
い
る
丁
数
、
オ
は
表
、
ウ
は
裏
を
示
し
て
い
る
。

②
オ
人
知
ら
ぬ
〔
憂
ひ
〕
側
羽

②
ウ

ζ

の
〔
憂
ひ
〕
側
社
を
〔
挽
は
ん
〕
鋤

d
d

同
じ
節
に
「
乙
《
の
愛
ひ
》
れ
」
と
い
う
訂
正
、「
〔
恕
恨
↓
恨
み
〕
閣
制
」

と
い
う
訂
正
、
「
若
し
〔
昔
し
〕
川
.
の
〔
我
↓
憂
〕
側
羽
な
〔
ら
〕
叶
叶
ば
」

と
い
う
訂
正
例
も
見
ら
れ
る
。
と
れ
ら
の
改
削
を
考
え
て
み
る
と
、
鴎
外
は
一

日
一
書
き
上
げ
た
原
稿
に
対
し
て
手
を
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
、
「
怒
恨
」
が
「
恨
み
」
を
経
て
「
惨
痛
」
に
落
着
い
て
い
る
。

ζ

れ

は、

ζ

の
文
の
主
格
が
「
乙
の
遺
恨
は
」
で
あ
り
、
従
っ
て
「
と
の
遺
恨
は
:

・
:
態
恨
を
わ
れ
に
負
は
せ
」
で
も
「
恨
み
を
わ
れ
に
負
は
せ
」
で
も
、
ど
ち
ら

に
も
「
恨
」
と
い
う
語
が
入
っ
て
い
る
の
で
お
か
し
い
。
よ
っ
て
「
惨
痛
」
に

変
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
「
頭
べ
の
み
悩
ま
し
」
て
い
る
の

が
「
憂
ひ
」
で
あ
れ
ば
、
「
と
の
遺
恨
は
」
と
受
け
る
に
は
「
憂
ひ
」
と
「
遺

恨
」
で
は
重
さ
が
違
い
過
ぎ
て
不
自
然
で
あ
る
上
、
「
変
ひ
」
で
は
「
世
を
厭

ひ
身
を
は
か
な
み
て
脇
、
日
ど
と
に
九
廻
す
と
も
い
ふ
べ
き
惨
痛
を
わ
れ
に
負

は
せ
」
と
い
う
表
現
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
「
恨
み
」
と
い
う
、
よ
り
深
く

心
理
に
傷
痕
を
残
す
ζ

と
ば
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

清
水
茂
氏
は
、
「
修
辞
的
強
調
の
反
作
用
に
よ
る
心
情
の
深
化

・
切
実
化
の

う
ど
き
が
感
じ
ら
れ
な
い
か
。
た
と
い
そ
れ
が
逆
恨
み
で
あ
ろ
う
と
、
何
物
か

を
〈
恨
〉
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
心
情
に
は
、
一
種
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
似
た

陶
酔
の
美
が
あ
る
。
〈
変
ひ
〉
で
は
、
ま
だ
散
文
的
な
、
た
だ
の
心
配
事
に
す

ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
、
と
と
ば
と
し
て
の
弱
さ
が
の
と
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。

③
ウ
〔
四
〕
司
十
を
険
え
〔
て
漸
く
老
い
ん
と
す
る
〕
は
母

と
の
部
分
の
改
変
は
、
す
で
に
別
に
論
じ
た
よ
う
に
、
た
っ
た
一
字
の
書
き

か
え
の
よ
う
に
見
え
て
、
意
味
す
る
と
と
ろ
は
大
き
い
。
清
水
茂
氏
は
、
「
も

と
の
方
が
母
峯
子
が
鴎
外
を
生
ん
だ
年
一
七
才
プ
ラ
ス
鴎
外
渡
欧
の
年
二
三
才

イ
ク
オ
ル
四
O
才
で
、
事
実
に
ち
か
い
。
虚
構
化
に
よ
っ
て
〈
一
人
子
〉
の
心

情
の
切
実
感
を
強
化
し
て
い
る
。
」
と
言
う
。
阿
達
義
雄
氏
は
、

鴎
外
は
頭
の
中
で
、
自
分
の
ド
イ
ツ
へ
の
出
発
当
時
、
漸
く
四
十
歳
近
く

な
っ
て
い
た
母
峰
子
の
歳
を
最
初
に
意
識
し
て
い
た
が
、

ζ

れ
で
は
自
分

の
境
涯
に
余
り
に
密
着
し
過
ぎ
て
普
遍
性
を
欠
く
と
と
を
考
え
て
改
め
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

と
解
釈
し
て
い
る
。
果
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
四
十

を
蹴
え
て
漸
く
老
い
ん
と
す
る
」
と
と
と
「
四
十
歳
近
く
な
っ
て
い
た
」
乙
と

と
が
「
余
り
に
密
着
し
過
ぎ
て
」
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
鴎
外
自
身
の
境
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涯
に
密
着
し
て
い
る
ζ

と
が
、
な
ぜ
普
通
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う

説
明
も
欠
け
て
い
る
の
で
、
乙
の
論
は
納
得
で
き
な
い
。

明
治
時
代
に
お
い
て
は
、
四
十
歳
と
五
十
歳
と
で
は
僅
か
十
歳
の
違
い
と
言

っ
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
乙
ろ
は
大
き
な
違
い
と
な
る
。
平
均
年
齢
が
四
十

歳
代
の
時
代
で
あ
り
、
「
人
生
五
十
年
」
と
言
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
「
四
十
を

愉
え
て
漸
く
老
い
ん
と
す
る
母
」
に
な
ら
ば
、
留
学
か
ら
帰
っ
て
も
、
再
び
会

え
る
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
「
五
十
を
愉
え
し
母
」
に
は
一
旦
留
学
し
た
な

な
ら
ば
再
会
の
可
能
性
は
少
な
く
な
る
。
同
じ
別
れ
で
も
、
別
れ
る
に
際
し
て

の
悲
し
さ
の
度
合
は
大
き
く
異
な
る
と
言
え
る
。
「
五
十
を
総
え
し
母
に
別
る

h

を
も
さ
ま
で
悲
し
と
は
恩
は
ず
」
と
は
、
強
い
悲
し
み
を
打
ち
消
す
ほ
ど
に

も
留
学
に
対
す
る
期
待
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
と
と
に
な
る
。

し
か
し
、
と
ζ

で
「
五
十
を
総
え
し
」
と
書
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
作
品
全
体

に
微
弱
で
は
あ
る
が
不
自
然
さ
が
生
じ
て
来
る
と
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
豊
太

郎
と
母
と
の
年
齢
差
で
あ
る
。
留
学
時
の
豊
太
郎
は
二
十
二
歳
で
あ
る
。
そ
の

時
、
母
の
年
齢
が
「
五
十
を
総
え
」
て
い
た
と
い
う
乙
と
は
、
こ
の
母
子
の
年

齢
差
は
三
十
歳
程
度
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
一
人
子
と
は
い
え
、
当
時
の

母
親
と
長
男
と
の
年
齢
差
と
し
て
は
、
少
々
大
き
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
む
ろ
ん
実
際
に
は
と
う
し
た
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
は
し
た
で
あ
ろ
う

が
。
従
っ
て
阿
達
氏
の
言
う
「
普
遍
性
」
は
、
む
し
ろ
「
四
十
」
を
「
五
十
」

に
か
え
る
ζ

と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
欠
け
る
乙
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

カ
と
は
言
え
、
母
子
の
年
齢
差
の
大
き
さ
が
、
豊
太
郎
母
子
だ
け
で
あ
る
な

ら
、
ま
だ
不
自
然
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
と
ζ

ろ
が
、
エ
リ
ス
母
子
も
同
じ
よ

う
に
年
齢
差
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
不
自
然
な
と
い
う
感
じ
が
生

じ
る
の
で
あ
る
。
エ
リ
ス
が
は
じ
め
て
太
田
豊
太
郎
と
出
遇
う
の
は
、
計
算
す

れ
ば
、
十
七
歳
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

ζ

の
あ
と
、
豊
太
郎
と
と
も
に

エ
リ
ス

は
家
に
も
ど
り
、
エ
リ
ス
の
母
親
が
姿
を
見
せ
る
と
乙
ろ
を
鴎
外
は
次
の
よ
う

に
描
写
し
て
い
る
。

戸
を
あ
ら
h

か
に
引
聞
け
し
は
半
ば
白
み
た
る
髪
、
悪
し
き
相
に
は
あ
ら

ね
ど
貧
苦
の
〔
状
〕
闘
を
額
に
印
せ
し
面
の
老
塩
に
て

十
七
歳
の

エ
リ
ス
の
母
親
が
「
半
ば
白
み
た
る
髪
」
の
「
老
姐
」
で
あ
る
と

い
う
。
い
か
に
「
貧
苦
の
痕
」
で
あ
ろ
う
と
、
「
老
姐
」
と
称
す
る
限
り
、
四

十
代
も
半
ば
を
過
ぎ
て
い
る
と
見
て
も
見
当
は
ず
れ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

す
れ
ば
、
ェ
リ
ス
母
子
の
年
齢
差
も
ま
た
、
豊
太
郎
母
子
と
同
じ
く
三
十
歳
程

度
と
い
う
ζ

と
に
な
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
な
ら
ば
と
も
か
く
、
双
方
共
に
母
子

の
年
齢
差
が
大
き
過
ぎ
る
と
い
う
乙
と
は
、
不
自
然
で
あ
る
と
と
を
免
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
乙
の
よ
う
に
、
一
方
に
お
け
る
効
果
の
強
調
は
、
他
方
で
構
成
を

崩
す
と
い
う
現
象
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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余
は
我
〔
性
質
〕
引
の
今
の
世
に
雄
飛
す
べ
き
政
治
家
、
〔
能
〕
剖
く
法

典
を
諸
ん
じ
て
獄
を
断
す
る
法
律
家
な
ど
A

と
V

な
る
に
宜
し
か
ら
ぬ

を
発
明
し
た
り
A
と
岡
山
ひ
ぬ
V

《
何
ぞ
況
や
万
筆
の
吏
〔
を
や
〕
社
司
.
引

を
や
》

と
の
部
分
に
お
け
る
《
》
を
施
し
た
、
削
除
さ
れ
た
文
の
持
つ
意
味
は
大

会
在
1
)

き
い
。
八
分
節
で
は
「
公
け
の
許
し
を
ば
兼
ね
て
得
た
れ
ば
公
事
の
暇
あ
る
ど
と

に
と
乙
ろ
の
大
学
に
入
り
て
政
治
学
を
修
め
ん
と
名
を
簿
冊
に
記
さ
せ
た
り
」

⑤ 
ウ
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と
言
い
、
続
く
九
分
節
で
は
「
政
治
家
と
な
る
べ
き
特
科
の
あ
る
べ
う
も
あ
ら

ず
」
と
述
懐
す
る
。
留
学
早
々
に
、
虫
太
郎
は
な
ぜ
「
政
治
学
」
を
修
め
よ
う

と
し
、
「
政
治
家
と
な
る
べ
き
特
科
」
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
兼
ね
て
得

て
い
た
と
い
う
「
公
け
の
許
し
」
の
範
囲
は
大
学
に
入
っ

て
聴
講
す
る
と
と
だ

け
だ
っ
た
の
か
、
「
政
治
学
」
を
修
め
「
政
治
家
と
な
る
べ
き
特
科
」
と
い
う

内
容
ま
で
許
可
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
豊
太
郎
の
留
学
の
目
的

は
「
一
課
の
事
務
を
取
調
べ
よ
」
と
い
う
命
令
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
決
し
て

某
省
か
ら
独
立
し
て
雄
飛
す
る
政
治
家
に
な
る
よ
う
に
と
い
う
ζ

と
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
学
に
お
け
る
講
義
は
、
結
局
は
仕
事
と
直
結
す
る
よ
う
な

「
二
三
法
家
の
講
鐙
」
を
え
ら
ん
で
い
る
。
従
っ
て
一
一
分
節
あ
た
り
の
「
我

官
長
は
余
を
活
き
た
る
〔
法
典
〕
剣
刊
と
な
さ
ん
〔
と
し
た
り
〕

A
d叶
〔
恩

ひ〕

は
叶

4
v」
と
か
、
「
連
り
に
法
制
の
細
自
に
拘
づ
ら
ふ
べ
き
に
あ
ら
ぬ
を

論
じ
て
一
た
び
法
の
精
神
を
だ
に
得
た
ら
ん
に
は
紛
々
た
る
高
事
は
破
竹
の
如

く
な
る
べ
し
(
中
略
)
法
科
の
講
箆
を
余
所
に
し
て
歴
史
文
学
に
心
を
寄
せ
」

と
か
言
う
叙
述
は
、
某
省
の
官
吏
た
る
太
田
豊
太
郎
の
状
況
を
描
い
て
矛
盾
し

て
い
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
最
初
の
講
義
の
選
択
に

「
政
治
学
」
「
政
治
家

と
な
る
べ
き
特
科
」
を
選
ぼ
う
と
し
た
乙
と
は
、
某
省
か
ら
独
立
す
べ
き
意
図

を
秘
め
て
い
る
と
い
う
読
み
方
も
で
き
る
。
菜
省
か
ら
留
学
さ
せ
ら
れ
た
の

は
、
将
来
は
菜
省
の
幹
部
に
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。
某

省
に
と
っ
て
は
、
せ
っ
か
く
留
学
さ
せ
た
吏
員
が
、
省
を
離
れ
て
独
立
す
る
ζ

と
は
好
ま
し
い
ζ

と
で
は
あ
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
、
作
者
が
笠
太
郎
を
し
て

「
政
治
学
」
を
修
め
よ
う
と
し

「
政
治
家
と
な
る
べ
き
特
科
」
を
求
め
さ
せ
た

乙
と
は
、
と
の
作
品
に
則
し
て
読
む
限
り
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
と
と
に
な

る
。
こ
れ
は
、
森
於
菟
が
伝
え
る
、
「
使
っ
て
く
れ
る
人
が
あ
ら
ば
政
治
的
方

面
に
出
た
い
決
心
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

た
う
と
う
駄
目
に
な
り
ま
し
た
」

(
「
鴎
外
秘
話
」
〈
『
屍
室
断
想
』
昭
日
、
時
潮
社
〉
所
載
)
と
い
う
鴎
外
の
本
音

の
出
た
部
分
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
の
分
節
に
お
け
る
鴎
外
の
推
敵
は
、
か
え
っ
て
作
品
の
矛
盾
を
拡
大
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。
《
》
に
よ
っ
て
示
し
た
、
削
除
さ
れ
た
文
で
あ
る
「
何
ぞ
況

や
刀
筆
の
吏
と
な
る
を
や
」

が
残
っ
て
い
れ
ば
、
「
奥
深
く
潜
み
し
A

真
の
V

「
我
」
は
次
第
々
々
に
表
て
K
顕
れ
」

る
心
理
が
、
出
品
太
郎
の
置
か
れ
た
状
況

に
即
し
て
の
不
満
と
し
て
描
か
れ
、
現
状
よ
り
は
る
か
に
自
由
な
立
場
と
聞
い
わ

れ
る
「
今
の
世
に
雄
飛
す
べ
き
政
治
家
、」
「
獄
を
断
す
る
法
律
家
」
な
ど
が
、

そ
れ
で
も
な
お
不
満
を
お
ぼ
え
る
立
場
と
し
て
現
状
の
不
満
を
強
調
す
る
役
割

を
果
す
と
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
状
を
示
す
文
が
削
除
さ
れ
た
た
め
、
比

較
の
た
め
に
仮
定
的
に
描
い
た
立
場
だ
け
が
残
り
、
仮
定
的
立
場
が
現
状
を
示

す
よ
う
に
役
割
が
変
っ
た
の
で
、
作
品
に
矛
盾
を
生
じ
る
と
と
に
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
先
に
示
し
た
「
政
治
山
苦
乞
修
め
ん
と
」
「
政
治
家
と
な

る
べ
き
特
科
」
に
引
き
ず
ら
れ
て
「
今
の
世
に
雄
飛
す
べ
き
政
治
家
」
に
力
点

を
置
き
、
と
れ
と
対
句
的
表
現
に
な
る
「
獄
を
断
す
る
法
律
家
」
を
残
し
て
、

「万
筆
の
吏
」
を
政
治
家
や
法
律
家
と
は
異
質
の
も
の
と
し
て
、
う
っ
か
り
削

除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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オ

今

、
乙
の
処
を
過
ぎ
《
ら
》
ん
と
す
る
と
き
鎖
し
た
る
寺
門
の
扉
に
侍

り
て
声
を
呑
み
つ
』
泣
く
一
人
の
A

を
と
女
V

《
娘
》
あ
る
を
見
た
り
年

は
〔
ま
だ
二
十
に
は
〕

廿
刈
叶
な

《
ら
ざ
》
る
べ
し
A

被
り
し
巾
を
洩
れ
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た
る
V

髪
の
色
は
薄
き
〔
黄
金
〕
司
刈
司
色
に
て
着
た
る
衣
は
垢
っ
き
汗

れ
た
り
と
も
見
え
〔
ぬ
〕
升

「
を
と
女
」
は
、
『
国
民
之
友
』
に
於
て
「
少
女
」
と
か
え
ら
れ
て
い
る
。

「
少
女
」
を
「
を
と
め
」
と
読
む
根
拠
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
少
女
」
と
「
娘
」

で
は
、

ζ

と
ば
か
ら
受
け
る
感
覚
が
異
な
る
と
言
え
る
。
「
年
は
十
六
七
な
る

べ
し
」
に
は
、
「
少
女
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
感
じ
が
あ
る
。
「
ま
だ
二
十
に
は

な
ら
ざ
る
べ
し
」
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
「
娘
」
で
も
当
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い

が
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
ど
う
し
て
も
主
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
年
は
ま
だ
二
十
に
は
な
ら
ざ
る
べ
し
」
を
「
年
は
十
六
、
七
な

る
べ
し
」
に
か
え
た
乙
と
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
な
論
拠
を
提
示
で
き
る
。
主

観
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
二
十
に
は
な
ら
ざ
る
べ
し
」
な
ら
、
十
八
、
九

歳
と
い
う
感
じ
に
な
り
、
十
六
、
七
歳
と
で
は
可
憐
さ
が
異
な
る
。
や
は
り
、

よ
り
幼
い
方
が
太
田
笠
太
郎
に
と
っ
て
憐
れ
さ
を
強
く
感
じ
る
と
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
だ
が
、
乙
の
部
分
の
改
削
は
そ
の
よ
う
な
主
観
的
な
問
題
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
と
の
作
品
中
に
お
け
る

エ
リ
ス
の
実
際
の
年
齢
に
関
係
が
あ
る
と
恩

わ
れ
る
。
=
二
分
節
に
「
十
五
の
時
に
舞
ひ
の
師
の
募
り
に
応
じ
て
と
の
恥
づ

か
し
き
業
を
教
へ
ら
れ
」
と
あ
り
、
二
六
節
に
「
彼
が
抱
え
と
な
り
し
よ
り
早

や
二
年
な
れ
ば
」
と
書
か
れ
て
い
る
ζ

と
か
ら
判
断
し
て
、
と
の
時
エ
リ
ス
は

十
七
歳
と
推
定
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
作
者
と
し
て
も
「
十
六
、
七
な
る
べ

し
」
と
し
て
お
い
た
方
が
構
成
上
無
難
で
も
あ
る
わ
け
で
、
主
観
的
な
可
憐
さ

の
問
題
と
も
相
侠
っ
て
書
き
あ
ら
た
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

③ 
オ

人
の
見
る
が
厭
は
し
さ
に
早
足
に
行
く
少
女
の
跡
に
附
き
て
寺
の
筋
向

ひ
な
る
大
戸
を
入
れ
ば

A

飲
げ
損
じ
た
る
石
の
梯
あ
り
、
こ
れ
を
上

《
ぼ
る
》
ぼ
り
て
四
階
自
に
V

《
表
家
の
後
ろ
に
煤
に
て
黒
み
た
る
層
楼

に
て
取
り
囲
ま
れ
た
る
中
庭
あ
り
片
隅
に
は
芥
溜
の
箱
あ
れ
ど
街
の
準

に
は
清
ら
(
か
)
な
り
石
の
梯
を
登
《
り
て
見
》
A

る
と
と
三
た
び
、
と

み
V

れ
ば
》
A

腰
を
折
り
て
V

潜

A

る
べ
き
程
の
V

《
ら
ば
頭
や
支
え
ん

と
恩
ふ
計
り
の
国
戸
あ
り

ζ

の
部
分
の
推
敵
過
程
に
つ
い
て
は
、
小
堀
佳
一
郎
氏
の
『
若
き
日
の
森
鴎

外
』
に
論
が
あ
る
。
小
堀
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

大
戸
は
建
物
の
玄
関
で
、
と
れ
を
入
れ
ば
中
が
い
く
つ
か
に
わ
か
れ
各
ア

パ
ル
ト
マ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
二
戸
を
な
す
わ
け
だ
が
(
中
略
)
草
稿
に
は
、

作
者
は
大
戸
を
入
っ
て
い
っ
た
ん
出
5
芯
吋
甘
え
に
出
、
そ
の
中
庭
か
ら

直
接
石
段
で
エ
リ
ス
の
家
に
入
る
よ
う
に
書
い
て
い
た
。
そ
う
書
く
と
エ

リ
ス
の
家
は
装
庭
に
面
し
た
一
階
の
陽
当
り
の
悪
い
谷
底
の
よ
う
な
位
置

に
あ
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。

ζ

れ
が
少
し
後
の
「
マ
ン
サ
ル
ド
」
と
い

う
設
定
と
撞
着
す
る
せ
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
草
稿
に
お
い
て
現
行
の
よ

う
に
改
め
ら
れ
た
(
後
略
)

果
し
て
小
堀
氏
の
よ
う
な
解
釈
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
案
文
で
は

寺
の
筋
向
ひ
な
る
大
戸
を
入
れ
ば
表
家
の
後
ろ
に
煤
に
て
慰
問
み
た
る
層
楼

に
て
取
固
ま
れ
た
る
中
庭
あ
り

と
な
っ
て
い
て
、
決
し
て
中
庭
に
入
っ
た
と
は
書
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
続
い

て
中
庭
の
様
子
を
描
い
た
あ
と
、
「
石
の
梯
を
登
り
て
見
れ
ば
石
の
梯
を
登
る

こ
と
三
た
び
、
と
み
れ
ば
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、
エ
リ
ス
の
家
が
一
階
に
あ

- 49ー
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る
な
ど
と
読
み
取
る
乙
と
も
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
マ
ン
サ
ル
ド
と
い
う
設
定
と

撞
着
す
る
筈
も
な
い
。
「
表
家
の
後
ろ
に
:
・
:
清
ら
《
か
》
な
り
」
が
削
除
さ
れ

た
の
は
、
乙
の
描
写
が
太
田
盟
太
郎
の
視
点
か
ら
は
見
え
る
筈
が
な
い
中
庭
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
り
に
大
一
戸
の
内
か
ら
外
が

見
え
た
と
し
て
も
、
外
が
夕
暮
で
あ
っ
て
薄
暗
い
巷
で
あ
り
、
「街
の
準
に
は

清
ら
《
か
》
な
り
」
な
ど
と
判
別
で
き
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う

に
「
煤
に
て
黒
み
た
る
」
も
判
別
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
「
層
楼
に
て
取
り
囲

ま
れ
て
い
る
」
か
ど
う
か
が
わ
か
る
ほ
ど
の
視
角
も
な
い
筈
で
あ
る
。
う
っ
か

り
作
者
が
顔
を
出
し
た
部
分
を
、
一
人
称
小
説
と
し
て
太
田
豊
太
郎
の
視
点
に

よ
る
よ
う
に
書
き
改
め
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

我
《
が
》
学
問
は
〔
退
き
た
り
〕
苅
社
叫
(
中
略
)
今
は
活
溌
々
た
る

政
界
の
運
動
、
文
学
、
美
術
に
係
る
新
現
象
の
批
評
な
ど
彼
此
と
結
び

あ
は
せ
て
《
響
力
の
及
ば
ん
限
り
|
|
ビl
司
4.朴
よ
り
は
寧
ろ
ぺ
什

叶
を
学
び
て
|
|
恩
ひ
を
構
へ

A

様
々
の
文
を
作
り
し
中
に
も
引
続
き

て
維
康
一
世
と
仏
得
力
三
世
と
の
崩
《
御
》
姐
《
は
》
あ
り
て
新
帝
の

即
位
、
ビ
ス
マ
ル
ク
侯
が
進
退
何
如
な
ど
の
事
に
就
て
は
故
ら
に
詳
か

な
る
報
告
を
送
り
ぬ
さ
れ
ば
と
の
頃
よ
り
は
》
《
世
に
い
ふ
新
聞
政
談

の
範
囲
を
と
そ
脱
れ
ね
我
郷
人
に
は
輿
あ
り
な
ん
と
思
は
る
h

文
を
な

し
ぬ
、
〔
唯
だ
ζ

の
業
は
〕
.
司
社
刈
引
け
》
閉
山
ひ
A

し
V

よ
り
も
忙
は

し
く
て
多
く
も
あ
《
ら
》
A

ら
ぬ
V

蔵
書
を
絡
き
《
て
》
旧
業
を
た
づ

ぬ
る
と
と
も
難
く
(
後
略
)

乙
の
部
分
の
改
削
に
関
し
て
、
そ
の
意
図
に
ま
で
触
れ
て
い
る
論
は
、
清
水

⑬ 
オ

11 

茂
氏
だ
け
で
あ
る
。
清
水
氏
は

表
現
と
し
て
は
よ
り
具
象
的
で
妥
当
な
と
と
ろ
へ
お
さ
ま
っ
て
ゆ
く
感
じ

だ
が
、

そ
こ
に
い
く
ら
か
の
思
想
の
屈
折
が
含
ま
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
は
じ
め
の
〈
我
郷
人
に
は
輿
あ
り
な
ん
と
恩
は
る
』
文
〉
そ
れ
を
、

鴎
外
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ど
の
て
い
ど
ま
で
深
く
考
え
て
い
た
の

か
。
の
ち
に
〈
ハ

イ
ネ
を
学
び
て
〉
と
改
訂
さ
れ
た
と
と
な
ど
と
も
関
連

し
し
て
興
味
あ
る
問
題
が
と
乙
に
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
て
な
ら

な
し

と
記
し
て
い
る
。
「
よ
り
具
象
的
」
に
改
め
た
と
い
う
見
方
に
関
し
て
は
異
論

は
な
い
が
、
あ
と
の
部
分
は
問
題
提
起
だ
け
で
改
削
の
意
図
は
解
明
さ
れ
て
い

な
い
。
小
堀
氏
や
長
谷
川
氏
は
改
削
に
は
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
図
に
つ
い

て
は
何
ら
述
べ
て
い
な
い
。

ζ

の
部
分
の
改
削
は
、
三
九
分
節
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
九

分
節
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

我
学
問
は
《
退
》
荒
み
ぬ
、
さ
れ
ど
余
は
別
に
一
程
の
見
識
を
長
じ
《
た
》

に
き
、
(
中
略
〉
凡
そ
民
間
学
の
流
布
し
た
る
と
と
は
欧
州
諸
国
の
聞
に
て

独
逸
に
若
く
は
な
か
ら
ん
幾
百
種
の
新
聞
雑
誌
に
散
見
す
る
議
論
に
は
頗

る
高
尚
な
る
も
多
き
を
余
は
通
信
員
と
な
り
し
日
よ
り
(
中
略
)
一
〔
種

の
個
〕
却
の
眼
孔
に
て
読
み
て
は
又
た
読
み
写
し
て
は
又
た
写
す
程
に
今

ま
て
一
筋
の
道
《
乎
》
を
の
み
走
り
し
知
識
は
自
ら
綜
括
的
と
な
り
て
同

郷
の
留
学
生
な
ど
の
A

大
か
た
は
V

夢
に
も
知
ら
ぬ
境
地
に
到
り
ぬ
、

と
と
に
は
太
田
盟
太
郎
の
自
負
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
一
種
の
見
識
を
長

じ
」
、
知
識
も
「
自
ら
綜
括
的
」
と
な
っ
た
通
信
員
の
記
事
が
「
世
に
い
ふ
新

nu 
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間
政
談
の
範
囲
を
こ
そ
脱
れ
」
な
い
の
で
は
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
我

郷
人
に
は
輿
あ
り
な
ん
と
恩
は
る
』
文
を
な
し
ぬ
、
〔
唯
だ
ζ

の
業
は
〕
さ
る

か
ら
に
」
で
は
「
恩
ひ
し
よ
り
も
忙
は
し
く
」
と
い
う
理
由
に
は
抽
象
的
過
ぎ

る
だ
け
で
な
く
弱
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
書
き
改
め
ら
れ
た
「
維
廉
一
世
と
仏
得

力
三
世
と
の
崩
《
御
回
狙
《
は
》
あ
り
て
新
帝
の
即
位
、
ピ
ス
マ
ル
ク
侯
が
進

退
如
何
な
ど
」
と
い
う
文
は
、
単
に
具
体
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
国
の

皇
帝
が
一
年
の
う
ち
に
二
人
も
相
次
い
で
崩
殖
す
る
と
い
う
、
極
め
て
稀
な
事

件
、
さ
ら
に
新
帝
と
宰
相
と
の
不
和
の
噂
な
ど
、
切
迫
し
た
ド
イ
ツ
の
状
勢
が

「恩
ひ
し
よ
り
も
忙
は
し
く
て
」
と
い
う

「
忙
は
し
」
さ
の
理
由
と
し
て
納
得

の
ゆ
く
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑫ 
オ

か
は
ゆ
き
独
り
子
を
出
し
遺
る
母
も
か
く
は
心
を
用
ゐ
じ
、
大
臣
に

内謁》
A
ま
み
え
も
や
V

せ
ん
と
A

恩
へ
ば
な
ら
ん
V

《
い
ふ
を
聞
き
て

病
ま
し
き
頭
も
い
と
軽
く
覚
え
し
》
エ
リ
ス
は
A

病
ひ
を
つ
と
め
て
起

ち
V

内
と
れ
ぞ
夫
が
出
世
の
緒
と
早
く
も
思
ひ
取
り
け
れ
ば
》
上
嬬
梓

も
極
め
て
白
き
を
撰
び
(
後
略
)

小
堀
氏
は
と
の
改
変
に
つ
い
て

原
稿
で
は
此
処
は
初
め
〈
大
臣
に
謁
せ
ん
と
(
中
略
)
恩
ひ
取
り
け
れ

ば
〉
と
警
か
れ
、
あ
と
か
ら
現
行
の
よ
う
に
訂
正
さ
れ
た
。
エ
リ
ス
の
と

の
早
呑
み
込
み
は
し
か
し
〈
縦
令
富
誌
に
な
り
玉
ふ
日
は
あ
り
と
も
、
わ

れ
を
ば
見
棄
て
玉
は
じ
V
Kも
や
は
り
出
て
い
る
。
原
稿
で
消
去
さ
れ
た

最
初
の
文
字
は
少
し
く
ど
い
よ
う
な
気
も
す
る
し
、
作
者
と
し
て
何
か
エ

リ
ス
に
対
し
残
酷
で
あ
る
よ
う
に
も
ひ
び
く
。

- 51ー

と
感
想
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
清
水
氏
は
、
「
は
じ
め
の
ほ
う
を
書
く

と
き
に
は
、
鴎
外
の
意
識
下
に
母
峯
子
が
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
作
中
エ
リ

ス
の
イ
メ
ー
ジ
に
即
し
て
正
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

ζ

れ
ら
二
氏
の
感
想
な
り
推
測
は
そ
れ
ぞ
れ
に
当

つ
て
は
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
ほ
か
に
も
推
散
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
案
文

「
病
ま
し
き
頭
も
い
と
軽

く
党
え
し
エ
リ
ス
」
「
と
れ
ぞ
夫
が
出
世
の
緒
と
早
く
も
思
ひ
取
り
け
れ
ば
」

は、

エ
リ
ス
の
心
中
の
描
写
で
あ
る
。
太
回
豊
太
郎
の
回
想
文
で
な
く
、
三
人

称
小
説
で
あ
れ
ば
、
と
の
よ
う
な
描
写
も
全
く
奇
異
で
は
な
い
。
し
か
し
、
太

田
豊
太
郎
の
回
想
文
と
い
う
一
人
称
小
説
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
限
り
、
エ
リ

ス
に
し
か
わ
か
ら
な
い
そ
の
心
中
を
、

ζ

の
よ
う
な
形
で
描
く
の
は
不
自
然
で

あ
る
。
視
点
を
一
人
称
小
説
と
し
て
統
一
す
る
た
め
に
書
き
改
め
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
ほ
か
に
も
、
や
や
書
き
直
し
の
多
い
部
分
が
あ
る
。
た
と
え
ば

⑥
オ
さ
れ
ど
と
れ
の
み
に
て
は
尚
ほ
我
地
位
を
覆
へ
す
に
足
ら
ざ
り
〔
し
な

ら
〕
け
ん
を
《
余
が
交
際
の
道
に
疎
き
が
た
め
に
》

A

日
比
V

伯
林
の

留
学
生
の
中
に
て
或
る
勢
ひ
あ
る
〔
一
群
↓
人
〕
寸
剖
と
余
と
の
聞
に

内
端
な
く
雰
隙
を
開
き
た
り
、》
《
常
K

M

A

面
白
か
ら
ぬ
関
係
あ
り
て
彼

人
々
は
余
を
猪
疑
し
又
た
遂
に
余
を
議
す
る
に
ま
で
至
り
ぬ
、
さ
れ

ど
V

ζ

れ
と
て
も
其
故
な
く
て
や
は

乙
の
部
分
の
改
変
に
つ
い
て
、
清
水
茂
氏
は
「
明
白
な
事
由
か
ら
、
い
り
組

ん
だ
事
情
の
暗
示
へ
、
心
情
に
即
し
た
主
観
化
の
傾
向
が
感
じ
ら
れ
な
い
か
。」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
簡
略
に
過
ぎ
て
わ
か
り
に
く
い
。
も
う
少
し
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く
わ
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

ζ

の
部
分
の
案
文
は
「
余
が
交
際
の
道
に
疎
き
が
た
め
に
(
中
略
)
或
る
勢

ひ
あ
る
一
群
と
余
と
の
聞
に
端
な
く
雰
隙
を
開
き
た
り
ζ

れ
と
て
も
其
故
な
く

て
や
は
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
の
文
章
は
お
か
し
い
。
「
乙
れ
と
て
も
:
:
:
」

の
「
ζ

れ
」
は
「
費
隙
を
開
」
い
た
乙
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
交
際
の

道
に
疎
き
が
た
め
に
」
と
、
す
で
に
「
脇
島
隙
が
関
」
い
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
「
其
故
な
く
て
や
は
」
と
そ
の
理
由
を
求
め

る
よ
う
な
文
が
来
る
ζ

と
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
「
余
が
交
際
の

道
に
疎
き
が
た
め
に
」
か
、
「
乙
れ
と
て
も
其
故
な
く
て
や
は
」
か
ど
ち
ら
か

一
方
を
削
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
一
一
一
節
、
二
ハ
節
の
具
体
的
な
描
写
に
接
続

さ
せ
る
に
は
、
「
乙
れ
と
て
も

:
:
」
の
方
が
よ
り
適
切
と
判
断
で
き
よ
う
。

ま
た
、
「
雰
隙
を
聞
き
た
り
」
よ
り
「
面
白
か
ら
ぬ
関
係
あ
り
て
」
と
、「
関
係
」

と
い
う
と
と
ば
を
用
い
た
方
が
、
単
に
「
雰
隙
」
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
乙

と
ば
を
用
い
る
よ
り
、

一
三
節
、
二
ハ
節
な
ど
の
内
容
と
一
致
す
る
と
い
う
と

と
も
あ
り
、
と
れ
に
つ
け
加
え
た
「
彼
人
々
は
余
を
猪
疑
し
又
た
遂
に
余
を
議

す
る
に
ま
で
至
り
ぬ
」
と
も
う
ま
く
つ
な
が
る
ζ

と
に
な
る
。
「
雰
隙
を
開
き
」

て
「
彼
人
々
は
余
を
猪
疑
し
又
た
遂
に
余
を
議
す
る
に
ま
で
至
り
ぬ
」
で
あ
れ

ば
、
「
猪
疑
し
・
・
・
識
す
る
」
理
由
が
「
雰
隙
を
関
」
い
た
ζ

と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
「
其
故
な
く
て
や
は
」
と
は
つ
な
が
ら
な
い
乙
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
面
白
か
ら
ぬ
関
係
」
と
書
く
と
と
に
よ
り
、
次
節
以
下
と
の
つ
な
が
り
も
出

て
来
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
単
に
「
雰
隙
を
関
」
い
た
だ
け
な
ら
、
「議」

さ
れ
る
と
と
は
と
も
か
く
「
猪
疑
」
さ
れ
る
理
由
は
考
え
に
く
い
。
単
な
る
仲

た
が
い
で
は
な
く
、
「
猪
疑
」
さ
れ
る
よ
う
な
「
関
係
」
が
一
三
節
、
二
ハ
節

な
ど
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
乙
の
削
補
の
理
由
は
は
っ
き
り
わ
か
る

で
あ
ろ
う
。彼

は
涙
ぐ
み
て
身
を
ふ
る
は
せ
た
り
、
そ
の
見
上
げ
た
る
自
に
は
〔
人
〕

男
に
否
と
は
い
は
せ
ぬ
娼
態
あ
り
、

わ
ず
か
二
字
の
推
敵
で
は
あ
る
が
、
の
ち
に
な
っ
て
鴎
外
は
ま
た
『
国
民
小

説
』
所
載
の
本
文
か
ら
「
人
」
に
改
め
て
お
り
、
鴎
外
と
し
て
も
な
か
な
か
決

め
か
ね
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
長
谷
川
泉
氏
は

鴎
外
は
一
番
最
初
の
原
稿
で
は
、
「
人
に
否
と
は
い
は
せ
ぬ
煽
態
あ
り
」

と
書
い
て
い
ま
す
。
と
ζ

ろ
が
そ
れ
を
、
「
男
に
否
と
は
い
は
せ
ぬ
娼
態

あ
り
」
と
見
せ
消
ち
で
原
稿
で
は
直
し
て
る
、
(
中
略
)
『
国
民
小
説
』
文

で
は
、
ま
た
、
「
人
に
否
と
は
い
は
せ
ぬ
煽
態
あ
り
」
と
、
原
稿
に
最
初

に
書
い
た
文
章
に
直
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
(
中
略
)

鶴
外
は
原
稿
で
、
「
男
に
否
と
は
い
は
せ
ぬ
娼
態
あ
り
」
と
書
い
た
り
す

る
わ
け
で
す
が
、
エ
リ
ス
は
街
頭
に
立
っ
て
、
そ
し
て
、
シ
ャ
ウ
ム
ベ
ル

ヒ
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
貞
操
と
引
き
か
え
に
お
金
を
も
ら
う
か
、
他
の
男

を
く
わ
え
て
く
る
か
、
あ
る
い
は
、
黄
な
る
面
の
人
物
を
、
と
い
う
と
と

は
と
の
場
合
太
田
豊
太
郎
で
す
が
、
そ
れ
を
家
へ
誘
う
か
、
そ
う
い
う
ぎ

り
ぎ
り
の
立
場
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
「
人
に
否
と
は
い
は
せ
ぬ
娼
態
」

か
、
「
男
に
否
と
は
い
は
せ
ぬ
娼
態
」
か
、
と
れ
は
意
味
が
非
常
に
大
き

く
追
い
ま
す
。
鴎
外
自
身
心
の
中
が
揺
れ
て
文
章
を
変
え
た
り
、
も
ど
し

た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
(
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
舞
姫
』
を
め
ぐ
っ
て

「
森
鴎
外
の
断
層
撮
影
像
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
十
九
年
一

⑪ 
オ

- 52ー
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月
臨
時
増
刊
号
〉
所
載
)

と
発
言
し
て
い
る
。
た
し
か
に
「
意
味
が
非
常
に
大
き
く
違
」
う
の
だ
が
、
そ

れ
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
迷
う
の
か
と
い
う
と
と
が
問
題
に
な
る
だ
ろ

・
円
ノ
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
も
、
と
の
『
舞
姫
』
と
い
う
小
説
が
一
人
称
小
説
で
あ

る
と
い
う
視
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
「
男
に
否
と
は
い
は
せ

ぬ
煽
態
」
と
い
う
表
現
は
、
豊
太
郎
自
身
が
自
ら
を
「
男
」
と
感
じ
さ
せ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
と
と
に
な
る
。
第
三
者
が
客
観
的
に
見
て
「
男
に
否
と
は
い
は

せ
ぬ
娼
態
」
を
見
て
と
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
豊
太
郎
は
性
的
本
能
を
刺

激
さ
れ
た
乙
と
を
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
豊
太
郎
は

エ
リ
ス
が
女
と
し
て
の
立
場
を
フ
ル
に
利
用
し
て
い
る
と
と
ら
え
た
乙
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
第
一
八
節
に
描
か
れ
た
、
豊
太
郎
が
は
じ
め
て
エ

リ
ス
を
見
か
け
た
場
面
の
印
象
と
は
多
少
矛
盾
す
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。

と
れ
が
「
人
に
否
と
は
い
は
せ
ぬ
娼
態
」
で
あ
れ
ば
、
少
く
と
も
豊
太
郎
自

身
は
、
自
ら
を
「
男
」
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
と
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
乙
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
エ
リ
ス
自
身
が
ど
う
い
う
つ
も
り
で
娼
態
を
呈
し
た
の
か
は
別

問
題
で
あ
る
が
。
そ
し
て
「
舞
姫
」
が
一
人
称
小
説
で
あ
る
限
り
、
乙
の
エ
リ

ス
の
煽
態
が
ど
う
い
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

⑪ 
ウ

鳴
呼
、
何
等
の
悪
因
縁
ぞ
、

ζ

の
恩
を
謝
せ
ん
と
て
自
ら
我
僑
居
に
来

〔
た
る
〕
リ
少
女
は
〔
ハ
ル
ト
マ
ン
〕
汁
寸
汁
寸
汁
イ
叶
斗
斗
を
右
に

し
シ
ル
レ
ル
を
左
に
し
て
終
日
冗
坐
す
る
我
読
書
の
窓
下
に
一
一
輸
の
名

花
を
咲
か
せ
〔
た
り
〕
寸
寸
叶
、

と
の
部
分
に
関
し
て
は
、
山
口
虎
太
郎
が
「
舞
姫
細
評
」
(
『
し
が
ら
み
草
紙
』

第
4
号
、
明
お

・
1
)
に
お
い
て

汁
斗
汁
寸
汁
寸
叶
斗
叶
ヲ
右
-
一
シ
汁
川
斗
叶
ヲ
左
一
一
ス
云
々
、
感
情
的
人

物
ナ
ル
フ
ヲ
示
ス
ナ
ル
ベ
シ
ト
雄
モ
彼
ハ
厭
世
的
、
此
ハ
好
世
的
、
意
縛

相
反
ス
ル
ニ
似
タ
リ
奈
何
、
汁
升
叶
社
j
汁
汁
叶
斗
J

川
ヨ
リ
汁
4
4
4
1
1汁

カ
寸
汁
升
斗
ノ
如
キ
平
穏
ノ
哲
学
家
ヲ
出
シ
タ
ラ
パ
善
カ
リ
シ
ナ
ラ
ン

(
ト
河
川
ゴ
勺
司
寸
ナ
ド
ハ
太
田
ニ
ハ
解
シ
難
カ
ル
ベ
ケ
レ
パ
)
、

と
問
題
に
し
て
い
る
が
、
案
文
が
シ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
代
り
に
ハ
ル
ト
マ

ン
と
な
っ
て
い
る
ζ

と
に
は
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
長
谷
川
泉
氏
は
、

「
『
舞
姫
』
の
顕
匿
」
(
『
続
・
森
鴎
外
論
考
』
昭
必
)
中
に
、

鴎
外
は
青
春
の
留
学
時
代
、
ハ
ル
ト
7

ン
哲
学
に
傾
倒
し
た
。
(
中
略
)

し
か
し
、
小
説
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
だ
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
ハ
ル
ト
マ

ン
よ
り
は
一
般
性
の
高
い
「
ジ
ヨ
ツ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
」
に
改
め
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
の
ち
に
ふ
つ
う
の
表
記
に
直
し
て
「
ジ
ヨ
オ
ベ
ン
ハ

ウ
エ
ル
」
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
長
谷
川
氏
の
指
摘
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
他
に
も
理

由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
長
谷
川
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
「
一
般

性
の
一
向
い
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
山
口
虎
太
郎
の
言
う
ロ
ッ
チ

エ
は
と
も
か
く
、
カ
ン
ト
で
あ
っ
て
も
へ

l
ゲ
ル
で
あ
っ
て
も
全
く
差
支
え
は

な
い
。
も
っ
と
も
「
厭
世
的
」
と
い
う
条
件
が
加
わ
れ
ば
、
シ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ

エ
ル
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
。
山
口
虎
太
郎
は
シ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
と

シ
ラ
ー
が
並
ぶ
の
を
「
意
轡
相
反
ス
ル
ニ
似
タ
リ
」
ト
言
う
が
、

ζ

れ
は
む
し

ろ
、
太
田
豊
太
郎
の
読
書
範
囲
の
広
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
す
る
ζ

と
も
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で
き
よ
う
。
た
だ
、
ジ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
を
「
厭
世
的
」
と
だ
け
受
取
っ
て

い
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
、
そ
の
著
「
女
に
つ
い
て
」

な
ど
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
性
嫌
い
、
女
性
憎
悪
の
哲
学
者
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
る
。
乙
の
よ
う
な
女
性
嫌
い
の
哲
学
者
を
愛
読
す
る
豊
太
郎
が
、
エ

リ
ス
を
は
じ
め
は
「
一
輪
の
名
花
」
と
見
、
さ
ら
に
「
ζ

の
時
を
始
め
と
し
て

余
と
少
女
と
の
交
際
は
漸
く
繁
く
な
り
も
て
行
」
く
乙
と
に
な
り
、
こ
れ
が

「悪
因
」
と
な
る
と
い
う
ア
イ
ロ

ニ
ー
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
取
る
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
・
っ
。

特
に
目
立
っ
た
推
散
に
つ
い
て
、
そ
れ

以
上
、
「
舞
姫
」
草
稿
に
お
い
て
、

ぞ
れ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
。

推
敵
の
問
題
以
外
に
も
若
干
気
づ
い
た
特
色
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
、
副
助
詞
の
「
は
」
は
一
箇
所
の
例
外
を
除
い
て
、
す
べ
て
変
体
仮
名

(
む
ろ
ん
当
時
は
「
変
体
」
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
わ
け
で
、
数
種
の
同
音

を
示
す
文
字
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
が
)
の
「
冬
」

で
一
不
さ
れ
て

お
り
、
語
中
の
「
は
」
は
そ
の
ま
ま
「
は
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は

仮
名
を
使
い
分
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
な
い
で
は

な
い
が
、
乙
れ
ら
、
鴎
外
の
文
字
意
識
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

注

1
、
阿
達
義
雄
氏
は
前
記
論
考
中
に
お
い
て
「
舞
姫
」
を
六
八
節
に
分
け
て
い

る
が
、
筆
者
は
諸
本
を
検
討
し
た
結
果
、
七
七
節
(
第

O
節
を
入
れ
る
と

七
八
節
)
に
分
け
る
の
が
適
当
だ
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
分
節
に
つ
い

て
は
、
く
わ
し
く
は
本
年
九
月
刊
行
予
定
の
拙
著
「
森
鴎
外
『
舞
姫
」
諸

本
研
究
と
校
本
」
(
桜
楓
社
)
中
の
「
分
節
の
立
て
方
」
を
参
照
さ
れ
た
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