
古
代
物
語
の
人
物
群
素
描
の
方
法
の
観
察
と
そ
の
解
釈

ー
ー
う
つ
ほ
物
語

l
i

一
、
問
題
の
所
在

宇
津
保
物
語
で
は
、
旧
稿
で
も
論
じ
た
事
が
あ
る
が
ま
だ
か
ろ
う
じ
て
作
中

の
人
物
の
実
名
を
探
り
知
る
べ
き
手
が
か
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
物
み
ず
か

ら
の
わ
が
実
名
を
名
の
る
等
の
物
語
描
写
を
通
し
て
わ
ず
か
に
笑
名
を
記
し
た

人
物
系
図
を
作
製
す
る
事
が
出
来
る
程
度
の
、
か
な
り
危
な
っ
か
し
い
も
の
で

あ
る
。
そ
の
故
に
、
従
来
、
注
釈
作
業
の
中
で
数
多
く
の
錯
誤
混
乱
が
続
出
し

て
来
た
、
動
か
せ
な
い
事
実
が
見
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
を
始
め
、
平
安
朝
の
物

語
に
お
け
る
描
写
で
は
、
作
中
の
人
物
の
固
有
名
詞
を
記
す
事
が
極
め
て
少
な

く
、
そ
の
場
面
々
々
に
お
け
る
そ
の
人
物
の
身
分

・
地
位

・
官
爵
を
呼
ぶ
事
で

そ
の
人
物
を
表
現
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
短
編
で
あ
れ
ば
混
乱
も
な
い
が
、

原

芳

起

田

長
編
に
な
る
と
、
う
か
つ
な
読
み
で
は
、
そ
の
呼
び
名
が
誰
の
事
か
見
失
わ
れ

易
い
。
特
に
宇
津
保
の
物
語
の
よ
う
に
研
究
史
歴
の
浅
く
、
物
語
構
造
の
錯
雑

し
て
い
て
、
従
っ
て
写
本
の
誤
脱
も
多
く
、
原
態
に
返
す
作
業
も
十
分
で
な
か

っ
た
作
品
で
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
研
究
史
の
中
で
作
製
さ
れ
た
人

物
系
譜
が
混
乱
を
極
め
た
の
は
、
研
究
者
た
ち
が
、
物
語
文
学
の
人
物
称
呼
の

条
理
に
関
す
る
認
識
を
欠
い
て
い
た
事
に
よ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。

王
朝
の
作
り
物
語
(
仮
作
小
説
)
は
、
表
現
の
視
点
を
そ
の
仮
作
物
語
の
時

間
の
一
点
に
置
き
、
そ
の
物
語
場
面
の
現
実
の
社
会
に
存
す
る
人
物
称
呼
を
そ

の
ま
ま
に
写
し
取
っ
た
も
の
と
考
え
た
ら
よ
い
。
た
と
え
ば
、
源
氏
の
物
語
の

中
で
の
主
人
公
た
る
源
氏
の
君
に
は
世
間
の
人
々
か
ら
の
通
称
が
あ
る
だ
け
で
、

つ
い
に
そ
の
実
名
は
語
ら
れ
な
い
。
作
者
も
そ
の
視
点
か
ら
の
み
物
語
を
進
め
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て
ゆ
く
。
宇
津
保
物
語
も
、
登
場
人
物
の
実
名
が
物
語
面
に
出
る
の
は
、

ωそ

の
人
物
自
身
が
何
等
か
の
形
で
名
の
る
場
合
、

ωそ
の
人
物
の
上
位
者
(
目
上

の
者
)
が
そ
の
人
物
を
呼
ぶ
場
合
、

ω物
語
的
通
称
の
三
者
に
限
る
。

ωの
場
合
も
「
仲
忠
の
中
将
」
「
涼
の
宰
相
」
な
ど
の
如
く
で
あ
る
。
た
だ
し
、

字
津
保
で
は
、物
語
の
冒
頭
紹
介
と
い
う
形
で
、
い
わ
ば
〈
記
録

・
実
伝
〉
な
い

し
、
〈
歴
史
物
語
〉
的
形
態
を
取
る
。
乙
の
官
頭
紹
介
の
形
を
示
す
例
が
〈
光

る
源
氏
の
物
語
〉
で
は
、
多
分
意
識
的
に
捨
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
は

源
氏
物
語
の
巻
々
の
〈
短
編
物
語
〉
的
な
完
結
性
を
持
た
せ
た
上
で
、
巻
々
の

連
合
に
よ
る
〈
長
編
物
語
〉
的
構
成
を
完
結
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
乙

の
、
巻
々
の
中
に
ひ
そ
む
短
編
的
完
結
性
が
、
宇
津
保
物
語
の
中
に
露
呈
さ
れ

た
歴
史
物
語
的
志
向
と
の
差
違
と
な
る
と
見
る
事
が
出
来
よ
う
か
と
思
う
。
本

章
で
指
摘
し
て
み
た
い
事
柄
は
、
そ
う
い
う
わ
け
で
宇
津
保
の
巻
々
に
集
中
し

て
い
る
。
乙
の
物
語
で
は
、
た
と
え
ば
藤
原
の
君
の
愛
称
で
呼
ば
れ
た
一
世
の

源
氏
正
頼
に
は
冒
頭
紹
介
の
時
点
で
太
郎
か
ら
十

一
郎
に
至
る
子
息
十
一
名
に

は
八
郎
だ
け
に
実
名
を
欠
い
て
い
る
が
、
残
る
十
名
に
は
「
名
の
り
」
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

か
く
て
、
太
郎
の
君
左
大
弁
忠
澄
年
三
十
、
次
郎
兵
衛
の
か
み
師
澄
年

二
十
九
、
二
人
な
が
ら
宰
相
な
り
。
三
郎
右
近
の
中
将
蔵
人
の
頭
袷
澄
年

す
け

二
十
八
、
四
郎
右
衛
門
の
佐
連
澄
年
二
十
七
、
乙
れ
は
宮
の
御
腹
。
大

す

け

円

本

た

い

ふ

)

い
殿
の
御
腹
は
、
五
郎
兵
衛
の
佐
顕
澄
年
二
十
六
、
六
郎
兵
部
少
舗
兼
澄

年
二
十
五
。
宮
の
御
腹
、
七
郎
侍
従
仲
澄
同
じ
年
。
八
郎
欠
文
。
大
い

公

み

た

い

ふ

〉

ハ

本

た

い

ふ

天

上

人

〉

殿
の
御
腹
、
九
郎
式
部
の
丞
大
夫
清
澄
年
二
十
二
。
宮
の
御
腹
の
十
郎

ぜ
う

兵
衛
の
尉
の
蔵
人
頼
澄
二
十
。
大
い
殿
の
御
腹
十
一
郎
近
澄
。

以
上
を
段
落
と
し
て
見
る
と
、
乙
の
よ
う
な
叙
法
は
源
氏
物
語
に
も
な
い
し
、

比
較
的
写
実
的
な
落
窪
物
語
に
も
類
例
を
見
な
い
。
人
物
の
年
齢
叙
述
か
ら
見

て
、
本
来
は
進
行
す
る
物
語
時
閣
の
あ
る

一
年
に
静
止
さ
せ
て
そ
の
横
断
面
を

描
い
て
い
る
。
十

一
男
近
澄
が
元
服
し
た
年
で
、
叙
爵
も
任
官
も
し
て
な
い
時

点
で
あ
る
。
そ
の
年
は
、
次
に
続
け
て
説
き
明
か
さ
れ
る
女
君
た
ち
の
、
九
の

君
あ
て
と
そ
が
ま
だ
裳
着
を
し
て
い
な
い
が
、
裳
着
直
前
の
時
点
で
あ
る
。
そ

の
九
の
君
は
十
二
歳
、
ζ
ζ

に
線
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
あ
と
に
女

君
五
所
、
男
君
ニ
所
が
あ
る
が
、
こ
の
間
の
説
明
が
、
こ
の
長
編
の
後
続
の
展

開
と
矛
盾
す
る
点
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
説
明
の
追
加
が
含
ま

れ
る
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
、
十

一
郎
近
澄
は
こ
の
時
点
で
は
年
齢
記
載
を
欠
く
が
十
郎
や
四

の
君
の
弟
で
十
七
頃
か
、
元
服
し
て
い
る
が
官
爵
は
ま
だ
と
思
わ
れ
る
。
春

日
詣
の
折
の
社
頭
の
詠
に
始
め
て

「
大
夫
近
澄
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。
蔵
開
の

巻
ま
で
の
間
に
蔵
人

・
内
蔵
頭
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
そ
の
巻
で
近
衛
少
将
に
進
ん

で
い
る
。
藤
原
の
君
の
巻
で
「
十
郎
近
澄
」
と
の
み
あ
り
、
春
日
詣
で
「
大
夫

近
澄
」
、
蔵
閲
の
下
に
「
故
侍
徒
の
御
弟
、
大
夫
な
り
し
は
、
内
の
蔵
の
か
み

か
け
て
蔵
人
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
」
と
あ
る
の
で
こ
の
人
の
経
歴
は
明
白
で
あ
り
、

物
語
の
大
筋
に
変
改
を
加
え
る
余
地
は
な
い
。
た
だ
考
え
ら
れ
る
事
は
、
「
十

郎
ち
か
ず
み
」
の
下
に
本
来
あ
っ
た
は
ず
の
年
齢
記
載
が
脱
落
し
て
い
る
だ
ろ

う
と
い
う
事
で
あ
る
。
大
胆
な
推
測
を
加
え
る
事
を
許
す
な
ら
ば
、
上
の
く
だ

り
の
「
八
郎
」
の
下
に
も
脱
落
が
あ
り
、
八
郎
は
仏
門
に
入
っ
た
か
、
夫
折
し
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た
か
の
事
情
が
あ
っ
て
、
ζ

の
人
の
事
だ
け
が
あ
と
の
物
語
に
全
く
影
を
見
せ

な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
ど
う
考
え
て
も
玉
琴
系
の
校
本
系
の
諸
本
に
「
八
郎

大
后
宮
の
た
い
ふ
も
と
す
み
年
廿
三
」
と
し
て
い
る
の
は
、
ね
つ
造
で
あ
と
の

物
語
に
も
合
わ
ず
、
さ
か
し
ら
で
あ
る
事
は
否
め
な
い
。
現
存
の
写
本
に
か
な

り
の
欠
陥
が
あ
る
事
は
否
め
な
い
が
、
こ
れ
は
前
後
の
物
語
の
影
像
を
重
ね
て

そ
の
一
致
点
に
ピ
ン
ト
を
求
め
て
欠
陥
を
補
填
し
て
み
る
ほ
か
は
な
い
と
思
う。

あ
ま
り
に
飛
躍
し
た
仮
説
は
、
出
来
る
だ
け
さ
し
控
え
た
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
八
郎
な
る
人
物
は
後
続
す
る
物
語
中
に
全
く
影
を
見
せ
な
い
の

で
、
現
存
本
文
の
「
八
郎
」
二
文
字
は
削
る
べ
く
、
「
九
郎
式
部
の
丞
」
は
ま

こ
と
は
八
郎
で
あ
り
、
以
下
の
「
十
郎
」
「
十
一
郎
」
を
そ
れ
ぞ
れ
序
数
を
繰

り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
仮
説
が
あ
る
。
(
片
桐
洋
一
氏
「
宇
津
保
物
語

登
場
人
物
総
覧
」
で
提
唱
さ
れ
た
御
説
だ
が
、
「
九
」
を
「
八
」
に
、

「
十
」
を

「
九
」
に
「
十
一
」
を
改
め
て
「
十
」
に
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
原
態
の
後
に
、

玉
琴
に
似
た
改
作
本
文
が
あ
っ

た
と
前
提
と
す
る
の
か
、
不
安
も
残
る
)
「
九

郎
」
以
下
の
序
数
は
、
す
な
お
に
読
h
u
ほ
か
は
な
い
。
源
正
頼
の
家
の
子
女
た

ち
は
、
男
は
太
郎
か
ら
十
一
郎
ま
で
で
十
一
名
、
そ
の
あ
と
幼
少
の
君
だ
ち
が

家
あ
乙
、
宮
あ
乙
の
二
人
は
後
編
の
物
語
に
な

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
元
服
し
、
官
爵

を
得
て
い
る
か
ら
、
都
合
十
三
人
で
あ
る
。
女
君
は
大
君
か
ら
十
四
の
君
ま
で

十
四
人
が
物
語
に
投
影
し
て
い
る
。
と
す
る
と
男
女
合
せ
て
二
十
七
名
と
数
え

ら
れ
る
。
そ
の
中
に
八
郎
君
も
加
え
た
方
が
納
得
が
ゆ
く
。
し
か
る
に
、
現
存

本
文
で
は
始
め
の
く
だ
り
で
は
、

お
ほ
い
ど
の
〉
、
男
よ
と
乙
ろ
女
い
っ
と
こ
ろ
、
宮
の
御
は
ら
に
云
云
男

や
と
こ
ろ
女
九
所
云
云

と
あ
っ
て
、男
女
合
計
は
二
十
六
名
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
二
人
だ
け
不
足
す

る
。
そ
こ
で
こ
の
八
郎
君
を
抹
殺
す
る
と
そ
の
点
は
好
都
合
で
あ
る
。
だ
が
、宮

の
御
腹
の
男
子
は
、現
存
本
で
は
、「
太
郎

・
次
郎

・
三
郎

・
四
郎
」
「
七
郎

・
八

郎
」

、
「
宮
の
御
腹
の
十
郎
」

、
「
さ
し
つ
Y
き
お
な
じ
年
の
男
君」

と
拾
い
綴

っ
て
見
る
と
、

宮
腹
の
八
郎
を
幻
と
し
て
抹
消
す
る
事
は
正
し
く
な
い
よ
う
に

思
う
。
出
家
入
道
し
て
い
る
の
か
、
原
案
を
定
め
か
ね
て
欠
文
の
ま
ま
に
し
た

の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
九
郎
」
以
下
の
本
文
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。「十

一
郎
ち
か
ず
み
」は
と
も
か
く
第
十
一
男
で
あ
り
、
乙
乙
の
紹
介
の
時
点

で
は
、
元
服
し
て
お
り
、
官
爵
は
ま
だ
賜
わ
っ
て
い
な
い
が
、
四
の
君
の
次
に

生
ま
れ
た
と
す
れ
ば
十
七
歳
頃
で
あ
る
。
玉
琴
系
の
諸
本
や
全
書
本
大
系
本
等

に
年
齢
を
六
と
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
日
本
古
典
全
書
を
ζ

の
度
再
吟
味

し
て
み
た
が
、

藤
原
の
君
の
巻
で
「
大
い
殿
の
御
腹
十
一
郎
親
澄
年
六
つ
」
と

あ
る
解
釈
(
年
六
つ
と
本
文
変
更
を
含
む
)
と
、
梅
の
花
笠
(
春
日
詣
)
の
巻

の
「
大
夫
親
澄
」
に
対
す
る
注
「
正
頼
十
一
男
、
大
殿
腹
」
を
、
ど
の
よ
う

に
統

一
理
解
し
た
も
の
か
の
疑
問
を
持
つ
。
ζ

の
二
項
を
結
ん
で
考
え
る
と
、

十
一

郎
近
澄
は
十
歳
以
前
に
従
五
位
に
叙
せ
ら
れ
て
大
夫
と
呼
ば
れ
た
事
に
な

り
、
二
十
一
歳
ぐ
ら
い
の
侍
従
仲
忠
ら
と
並
ん
で
春
日
社
頭
の
詠
歌
「
春
深
み

汀
の
芹
も
老
い
ぬ
ら
し
今
は
も
の
う
し
若
菜
摘
む
人
」
を
奉
っ
て
い
る
事
に
な

り
、
い
か
に
も
不
可
解
で
あ
る
。
「
年
六
つ
」

が
玉
琴
流
の
改
造
本
文
に
の
み

見
ら
れ
る
も
の
、
八
郎
の
官
爵
と
実
名
を

「
大
后
宮
の
大
夫
基
澄
年
二
十
三
」

な
ど
と
同
じ
く
、

意
を
以
っ
て
で
っ
ち
上
げ
た
文
字
で
あ
る
。
皇
太
后
宮
太
夫

な
ら
ば
相
当
す
る
官
等
の
面
か
ら
も
侍
従
仲
澄
の
弟
が
任
ぜ
ら
れ
る
事
が
あ
り
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そ
う
も
な
い
。
八
郎
が
原
態
に
存
在
し
た
と
し
て
も
、
抜
群
の
秀
才
と
さ
れ
た

兄
の
仲
澄
が
乙
の
時
点
で
従
五
位
下
相
当
の
侍
従
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
越
え

て
従
四
位
相
当
の
皇
太
后
宮
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
況
ん
や
、
中

宮
大
夫
や
春
宮
大
夫
は
当
時
の
事
例
に
徴
す
れ
ば
近
親
の
高
官
の
兼
任
と
さ
れ

て
い
る
。
乙
の
物
語
も
、

従
三
位
守
大
納
言
兼
行
右
近
衛
大
将
春
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
北
部
雅
(
内
侍
督
)

中
納
言
中
宮
大
夫
従
三
位
源
朝
臣
文
正
(
グ
)

と
い
う
よ
う
な
物
々
し
い
大
物
兼
官
で
あ
る
の
が
多
い
。
拾
芥
抄
に
も
、

別
当
権
中
納
言
従
三
位
兼
太
皇
大
后
宮
大
夫
右
衛
門
督
藤
原
朝
臣
実
資

と
い
う
署
名
例
を
あ
げ
て
い
る
。
物
語
の
正
頼
の
家
の
子
た
ち
に
皇
太
后
宮
大

夫
に
選
任
さ
れ
る
程
の
高
位
の
人
は
い
な
い
。
況
ん
や
、
前
田
家
本

・
替
寮
部

本

・
天
理
図
書
館
本

・
旧
板
本
い
ず
れ
も

八
郎
:
・
大
い
殿
の
た
い
ふ
九
郎
し
き
ぶ
の
ぜ
う
大
夫
き
よ
ず
み
と
し
二
十

一一

と
あ
る
。
「
た
い
ふ
」
三
文
字
を

「
八
郎
」
と
結
ん
で
」
八
郎
の
紹
介
文
と
変
造

し
、
「
お
ほ
い
と
の
h

た
い
ふ
」
を
「
お
ほ
き
さ
い
の
宮
の
だ
い
ぶ
」
と
解
説

し
た
の
は
、
何
と
し
て
も
不
能
な
物
で
あ
る
事
は
右
に
証
諭
し
た
通
り
で
あ
る
。

だ
が
、
「
お
ほ
い
ど
の
の
」
は
八
郎
と
結
合
し
得
な
い
。
八
郎
が
宮
の
御
腹
の

息
子
で
あ
る
事
は
上
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
し
、
九
郎
は
宮
腹
で
あ
る
点
も
明
ら

か
で
あ
る
か
ら
、
乙
乙
の
「
お
ほ
い
殿
」
の
説
明
は
そ
の
九
郎
の
方
に
結
ぼ
れ

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

宮
の
御
は
ら
、
七
郎
じ
、
と
つ
な
か
す
み
、
お
な
じ
と
し
、
八
郎
(
欠
文
)
。

門
御
ば
-
b
u

ハ
〈
ら
〉

お
ほ
い
ど
の
〉
た
ーれ
ぅ
、
九
郎
し
き
ぶ
の
ぜ
う
天
上
人
き
よ
ず
み
、
と
し

廿
二
。

宮
の
御
は
ら
の
十
郎
ひ
ゃ
う
ゑ
ぜ
う
の
く
ら
人
よ
り
ず
み
。
一
一
十
。

の
よ
う
に
続
け
て
整
定
し
て
見
る
事
が
出
来
る
。

続
く
一
文
、

お
ほ
い
と
の
h
御
は
ら
十
一
郎
ち
か
す
み

乙
の
下
、
恐
ら
く
年
の
記
し
た
一
句
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
ζ

の

下
に
全
書

・
大
系
に
「
年
六
つ
」
を
補
っ
て
い
る
の
は
、
玉
琴
系
の
変
造
文
以

外
に
根
拠
が
な
く
、
名
の
り
が
あ
る
事
は
元
服
し
て
い
る
事
の
証
で
あ
る
か
ら

六
歳
で
あ
る
道
理
が
な
く
、
変
造
の
馬
脚
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
十
一
郎
近
澄
の
こ
の
物
語
に
お
け
る
止
体
に
つ

い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
疑
雲
一
が
揺
れ
動
い
て
い
る
。
十
一
郎
説
に
対
立
す
る
か
の

如
く
、
近
ご
ろ
玉
琴
流
の
変
形
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
十
郎
説
が
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
点
に
も
か
か
わ
り
も
あ
る
が
、
現
存
本
文
に
見
ら
れ
る
欠
文
の
実

態
と
そ
の
復
原
の
方
法
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
く
だ
ん
の
左
大

将
正
頼
の
家
の
子
女
ぞ
ろ
え
の
段
は
前
後
二
段
に
分
か
れ
て
い
る
。
前
段
は
大

宮
と
大
い
殿
息
女
と
の
子
女
の
産
み
分
け
を
、
出
産
順
に
従
っ
て
紹
介
す
る
。

乙
の
部
分
に
、
九
郎

・
十
郎
・
十
一
郎
に
関
す
る
字
句
が
落
ち
て
い
る
。
つ
ま

り
、
「
宮
、
七
郎
八
郎
と
う
み
給
」
と
あ
る
後
、
若
干
の
脱
落
が
あ
っ
て
た

だ
ち
に
「
お
ほ
い
殿
に
中
の
君
三
の
君
臨
昔
、
宮
五
六
七
八
九
十
き
し
な
ら
び

う
み
給
へ
り
」
と
続
い
て
い
る
。

ζ

の
聞
に
後
段
が
説
明
紹
介
す
る
「
九
郎

し
き
ぶ
の
ぜ
う
天
上
人
き
よ
ず
み
と
し
廿
二
、
宮
の
御
は
ら
の
十
郎
ひ
や
う
ゑ

の
ぜ
う
の
く
ら
人
よ
り
ず
み
廿
、
お
ほ
い
ど
の
』
御
は
ら
十
一
郎
ち
か
ず
み
」

に
対
応
す
る
字
句
が
脱
落
し
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
後
段
の
字
句
に
よ
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っ
て
前
段
の
欠
落
を
准
定
し
、
相
互
に
前
段
の
字
句
に
よ
っ
て
後
段
の
欠
落
を

推
定
す
べ
き
は
勿
論
だ
が
、
私
は
紹
介
文
の
構
造
を
細
か
に
観
察
す
べ
き
だ
と

考
え
る
。

前
田
家
十
三
一
行
無
識
語
本
な
ど
で
代
表
さ
せ
る
中
世
ま
で
伝
写
し
て
来
た
本

文
で
は
、
乙
の
左
大
将
家
子
女
紹
介
の
文
は
、
宮
の
御
方
と
大
い
殿
の
御
方
を

並
べ
て
、

ま
づ
、
宮
、
お
ほ
い
君

・
太
郎

・
二
郎

・
三
郎

・
四
郎
と
り
つ
ヨ
き
う
み

給
、
ー

お
ほ
い
殿
の
御
方
、
五
郎
・
六
郎
と
う
み
給
、

J

宮
、
七
郎
・
八
郎
と
う
み
給
。

乙
の
あ
と
、
欠
文
が
あ
る
事
は
確
か
で
、
た
だ
ち
に
大
い
殿
腹
の
中
の
君
以
下

の
姫
た
ち
の
出
生
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
紹
介
さ
れ
る
。
そ
の
欠
文
を
い
か
に
補
う
か

に
つ
い
て
は
、
方
法
論
の
反
省
が
必
要
に
な
る
と
恩
わ
れ
る
。
右
の
「
宮
、
七

郎
八
郎
と
う
み
給
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
「
八
郎
」
を
街
文
と
断
定
す
る
事
は
無

理
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
れ
を
「
七
郎
を
う
み
」
の
よ
う
に
改
変
す
る
事
は
よ

く
な
い
し
、
「
と
」
が
二
個
以
上
の
体
言
を
併
せ
て
述
格
に
結
ぶ
格
助
詞
で
、

そ
の
た
め
に
「
を
」
を
「
と
」
に
置
き
換
え
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
八

郎
が
出
生
し
て
い
る
事
ま
で
も
否
定
す
る
事
は
よ
ろ
し
く
な
い
と
思
う
。

乙
の
紹
介
前
段
の
欠
文
を
補
う
に
は
、
後
段
の
子
女
の
や
や
く
わ
し
い
説
明

に
よ
る
し
か
な
い
。
前
段
で
、
宮
|
大
殿
の
御
万
|
宮
!
大
殿
の
御
方
と
生
母

の
別
と
出
生
の
順
と
か
わ
る
が
わ
る
、
男
女
の
別
と
は
分
類
し
な
い
で
挙
げ
て

い
る
。
そ
の
宮
腹
の
七
郎
八
郎
の
出
生
と
い
う
所
で
切
れ
て
、
そ
の
あ
と
に
来

た
る
べ
き
若
干
の
字
句
が
欠
落
し
て
い
る
。
「
大
い
殿
に
中
の
君

・
三
の
君

・四

の
君
」
の
前
に
来
て
、
そ
乙
ま
で
の
中
聞
に
相
当
す
る
。
こ
の
中
聞
に
在
る
べ

く
想
定
さ
れ
る
九
郎

・
十
郎

・
十
一
郎
の
前
段
に
な
い
、
欠
文
あ
り
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
ま
ず
大
い
殿
腹
の
九
郎
・
宮
腹
の
十
郎
、
い
ま
ひ
と
つ
十
一
郎
に

対
す
る
欠
文
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
ζ

で
考
え
て
お
き
た
い
事
は
、
紹
介
の
前
後
に
後
段
に
も
相
互
に
欠
文
が

あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
本
文
の
是
非
と
い
う
批
判
か
ら
す
れ
ば
、
前
者
後
者

①
 

い
ず
れ
に
も
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
「
宮
、
七
郎
八
郎
と
う
み
給
ふ
」
と
、
紹

介
後
段
の
、

③
 1

郎

③

(

御

は

ら

カ

)

お
ほ
い
ど
の
〉
た
い
ふ

@

(

く

ら

人

)

九
郎
し
き
ぷ
の
ぜ
う
天
上
人
き
よ
ず
み
と
し
廿
二

⑤
 宮

の
御
は
ら
の
十
郎
ひ
ゃ
う
ゑ
の
ぜ
う
の
く
ら
人
よ
り
ず
み

⑤
 お

ほ
い
ど
の
h

御
は
ら
十
一
郎
ち
か
ず
み

を
並
べ
て
、
欠
陥
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
か
を
考
え
る
に
は
、
極
め
て
審
重

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

更
に
い
ま
一
つ
、
ど
う
し
て
も
除
外
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、

藤
原
の
君
の
巻
の
後
に
展
開
す
る
巻
々
の
物
語
の
プ
ロ
ッ

ト
の
展
開
で
あ
る
。

片
桐
洋
一
氏
が
提
唱
さ
れ
た
宮
腹
の
八
郎
は
本
来
存
在
せ
ず
、
伝
承
さ
れ
た

写
本
の
九
郎
き
よ
ず
み
が
実
は
八
郎
で
あ
り
、
大
殿
の
上
の
腹
で
あ
る
と
い
う

説
、
従
っ
て
本
の
十
郎
が
実
は
九
郎
と
訂
す
べ
く
、
ち
か
ず
み
は
十
郎
ち
か
ず

み
と
補
正
す
べ
し
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
か
な
り
新
た
な
難
点
を

派
生
し
そ
う
で
あ
る
。
ま
ず
い
ぶ
か
し
く
な
る
の
は
、
紹
介
前
段
の
「
宮
、

七
郎
八
郎
と
う
み
給
」
と
あ
る
の
を
い
か
に
処
理
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
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あ
る
。
本
で
は

「
お
ほ
い
ど
の
〉
御
万
五
郎
六
郎
と
う
み
給
、
宮
口
七
郎
八
郎
と

う
み
給
」
と
重
ね
て
あ
る
の
で
、
「
八
郎
と
う
み
給
」
を
術
文
と
し
て
削
る
事

は
無
理
で
あ
る
。
従
っ
て
八
郎
を
大
い
殿
の
上
の
腹
で
「
き
よ
す
み
」
で
あ
る

と
い
う
本
文
改
変
は
か
な
り
無
理
。
こ
の
本
文
に
触
れ
る
事
な
く
て
八
郎
を
清

澄
と
し
大
い
殿
の
上
の
腹
と
認
定
す
る
事
は
、
よ
り
大
事
な
物
を
見
落
と
し
て

い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
野
口
元
大
氏
の
校
注
古
典
叢
書
う
つ
ほ
物
語
付

で
は
、
紹
介
前
段
の
「
宮
七
郎
八
郎
と
う
み
給
」
を
本
の
ま
ま
に
採
り
、

八
郎
、
し
き
ぶ
の
じ
よ
う

・
殿
上
人
き
よ
ず
み
、
と
し
廿
一
一
。
宮
の
御
は

ら
の
九
郎
、
び
ゃ
う
ゑ
の
じ
よ
一
フ
の
く
ら
人
よ
り
ず
み
、
廿
。
お
ほ
い
と

の
〉
御
は
ら
、
十
郎
ち
か
ず
み
。

と
改
変
さ
れ
た
詞
章
を
採
ら
れ
た
が
、
こ
れ
で
は
、
八
郎
は
宮
腹
J
九
郎
も
宮

腹
J
十
郎
が
殿
の
上
の
腹
と
い
う
事
に
な
り
、
紹
介
前
段
後
段
と
も
に
構
文
は

宮
と
殿
の
上
と
互
い
違
い
に
並
べ
で
あ
っ
た
ら
し
い
点
と
合
わ
な
く
な
っ
て
お

か
し
い
。

乙
れ
は
や
は
り
本
に
返
し
て
、
「
九
郎
し
き
ぶ
の
ぜ
う
天
上
人
き
よ
ず
み
と

し
廿
二
」
が
妥
当
で
、
た
だ
し
「
天
上
人
」
は
「
く
ら
人
」
の
誤
写
と
認
定
す

べ
き
で
あ
り
、
以
下
も
、
「
宮
の
御
は
ら
の
十
郎
ひ
や
ゑ
の
ぜ
う
の
く
ら
人
よ

り
ず
み
廿
」
は
不
審
の
点
な
い
。
続
く
紹
介
が
「
十
一
郎
ち
か
ず
み
」
も
確
定

し
て
よ
い
が
、
年
齢
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
後
続
の
巻
々
の
展
開
か
ら

考
え
て
、
「
お
ほ
い
ど
の
』
御
は
ら
」
が
、
私
見
で
は
あ
る
い
は
誤
写
を
含
む

の
で
は
な
い
か
と
疑
い
を
抱
い
て
い
る
。
近
澄
が
決
定
的
に
大
宮
の
腹
の
子
息

で
あ
る
に
違
い
な
い
と
私
に
思
わ
せ
る
証
拠
の
第
一
点
は
、
蔵
関
の
下
の
巻
、

殿
の
上
違
部
三
所
、
大
将

・
中
納
言
と
物
語
り
し
給
ふ
程
に
、
故
侍
従
の

御
お
と
と
、
大
夫
な
り
し
は
、
内
の
蔵
の
蹴
に
て
蔵
人
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
、

故
侍
従
に
は
か
た
ち
も
心
も
ま
き
り
た
る
、
た
ぐ
ひ
な
き
色
好
み
に
ぞ
あ

り
け
る
、
か
は
ら
け
取
り
て
出
で
給
へ
り
。
大
将
「
乙
の
君
見
た
て
ま
れ

ば
、
よ
ろ
づ
の
事
、
ま
き
り
に
ぞ
」
な
ど
て
(
下
略
)

(
角
川
文
庫
(
中
)
山
)

殿
の
上
達
部
三
人
は
、
権
中
納
言
忠
澄
、
左
大
弁
師
澄

・
中
将
祐
澄
、
大
将

は
仲
忠
、
中
納
言
は
源
氏
涼
で
、

ζ

の
場
の
女
一
の
宮
御
産
か
ら
さ
ま
こ
そ
君

の
御
産
の
祝
い
に
集
う
、
左
大
将
家
大
宮
が
た
の
君
達
の
前
に
内
蔵
頭
近
澄
が

御
簾
の
内
の
御
盃
を
持
っ
て
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
御
簾
の
内
に
は
大
宮
と
仁

寿
殿
女
御
な
ど
の
一
統
か
ら
男
が
た
に
酒
肴
が
出
さ
れ
た
の
で
、
近
澄
が
大
宮

の
腹
の
子
息
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
拠
の
そ
の
二
、
大
宮
が
わ
が
子
た
ち
の
身
の
上
を
心
配
し
て
嘆
い
て
い
る

言
葉
に
、
次
の
よ
う
な
事
が
あ
る
。

宮
「
世
の
中
に
苦
し
か
る
べ
き
も
の
は
、
若
き
人
の
好
い
た
る
、
子
に
て

持
た
る
わ
ぎ
な
り
や
。
み
ぐ
る
し
う
、
い
み
じ
き
物
を
見
る
ζ

そ
、
い
と

命
な
が
く
な
り
な
ま
ほ
し
け
れ
。

ζ

の
ち
か
ず
み
と
い
ふ
人
の
、
わ
ら
は

よ
り
あ
や
し
く
好
き
て
見
え
に
し
か
ば
、
そ
ば
も
の
に
な
り
ぬ
べ
し
と
、

た
う

か
し
こ
に
も
許
し
給
ば
あ
り
し
者
の
、
人
さ
だ
め
で
あ
り
し
か
ば
、
め
や

す
し
と
見
し
を
、
い
か
Y
し
け
む
、
そ
乙
に
あ
ら
で
、
た
Y
か
な
た
に
の

み
あ
り
て
、
お
の
れ
が
せ
ん
か
た
に
わ
び
ぬ
。
そ
の
い
ふ
ゃ
う
は
、
「
心

ひ
と
つ
に
え
た
へ
ず
は
、
い
か
に
も
い
か
に
も
と
思
へ
も
、
お
や
の
先
に

命
無
き
人
、
悪
し
か
な
れ
ば
、
仏
神
に
も
『
こ
の
事
な
思
は
せ
給
ひ
そ
と

申
さ
せ
れ
U

な
ど
ζ

そ
』
な
ど
言
ひ
つ
な
り
。
常
に
悦
び
楽
し
む
を
見
る
こ
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そ
い
と
世
に
経
ま
ほ
し
け
れ
」
と
き
こ
え
給
ふ
。
(
国
議
の
上
、
角
川
(
下
)

却
J

m

)

(

「
本
文
編
」

H
N叶
N
J
H
N叶

ω)

こ
れ
は
十
一
郎
近
澄
の
生
み
の
母
で
な
け
れ
ば
出
て
来
な
い
一言
葉
で
あ
る
。

こ
の
蔵
人
少
将
の
好
色
を
わ
が
子
と
し
て
持
つ
悩
み
、
心
配
を
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
幼
少
の
頃
か
ら
近
く
に
置
い
て
観
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
が
一
応
で
も

妻
を
持
っ
た
時
に
こ
れ
で
よ
い
と
思
っ
て
い
た
の
は
わ
ず
か
の
間
で
、
そ
の
妻

も
捨
て
て
新
し
く
恋
に
身
を
や
っ
し
て
い
る
事
を
心
配
し
て
い
る
。
そ
の
近
澄

が
大
い
殿
の
上
の
腹
で
ゐ
る
は
ず
が
な
い
。

証
拠
の
そ
の
三
、
乙
の
時
の
右
大
臣
の
邸
宅
三
条
の
院
で
、
東
の
町
の
東
の

対
に
蔵
人
少
将
近
澄
は
独
身
者
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
宮
あ
こ
の
大
夫
と
共

に
東
の
二
の
対
に
住
ん
で
い
る
。

御
む
こ
は
東
の
一
の
対
に
右
大
弁
(
藤
英
)

0

二
の
対
に
こ
か
た
に
て
蔵

人
の
少
将

・
大
夫
の
君
。

こ
の
頃
は
、
婿
の
君
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
自
邸
に
わ
か
れ
て
行
っ
て
こ
の
殿

の
う
ち
広
々
と
し
て
来
た
時
で
あ
る
。
近
澄
は
若
い
者
ど
う
し
で
宮
あ
こ
の
大

夫
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
事
は
顕
著
に
見
え
る
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
彼
は

女
二
の
宮
に
近
づ
き
た
く
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

証
拠
の
そ
の
四
、
や
が
て
藤
壷
(
あ
て
宮
)
が
御
産
の
た
め
に
里
帰
り
し
て
、

は
ら
か
ら
た
ち
が
番
を
組
ん
で
宿
直
を
す
る
事
に
な
り
、
宮
あ
こ
の
侍
従
が
そ

の
奉
行
と
な
っ
た
。

宰
相
の
中
将
の
君

・
蔵
人
の
少
将

・
宮
あ
こ
の
侍
従
な
ど
は
、
御
格
子
の

内
、
母
屋
の
御
簾
あ
げ
て
お
は
し
ま
す
。

乙
の
藤
査
の
里
邸
で
、
内
許
さ
れ
て
祐
澄

・
近
澄

・
宮
あ
乙
が
行
動
し
て
い

る
の
だ
か
ら
、
大
い
殿
の
上
の
腹
の
子
息
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
れ
ら
の
推
測
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
春
日
詣
の
巻
で
初
め
て
「
大
夫
近
澄
」

と
し
て
和
歌
を
献
じ
て
い
る
。

ζ

の
時
の
和
歌
の
巡
が
作
者
の
官
位
の
順
に
な

っ
て
い
る
が
、
九
郎

・
十
郎
の
二
人
を
越
え
て
上
座
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
乙

の
二
人
は
六
位
の
蔵
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
十
一
郎
近
澄
は
従
五
位
に
叙
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
兄
達
の
上
座
に
居
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
等
か
の
物
語
的

意
図
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
あ
ろ
う
。
近
澄
の
叙
爵
は
彼
の
元
服
後
一
年

か
二
年
の
聞
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
大
宮
の
御
腹
で
あ
っ
て
抜
群
の
秀
逸
の
材

で
ゐ
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
最
初
は
、
蔵
開
あ
た
り
か
ら
の
構
想
の
変
更
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た

が
、
今
改
め
て
案
じ
て
見
る
と
、
彼
が
元
服
し
て
近
澄
を
名
の
っ
て
か
ら
程
も

な
く
叙
爵
し
て
大
夫
近
澄
と
呼
ば
れ
る
ま
で
の
時
間
を
考
え
る
と
、
十
一
郎
は

初
め
か
ら
宮
の
御
腹
で
あ
っ
た
ろ
う
。
後
編
に
及
ん
で
構
想
を
変
改
し
た
も
の

で
は
な
い
と
確
信
し
た
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

近
澄
は
元
服
時
に
何
歳
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
冒
頭
紹
介
に
は
記
載
が
欠
け

て
い
る
か
ら
、
推
定
し
て
見
る
し
か
な
い
。
十
一

郎
と
い
う
事
は
と
も
か
く
も

紹
介
後
節
の
文
字
を
一
応
信
用
し
て
お
く
。
す
ぐ
上
の
十
郎
頼
澄
が
二
十
歳
と

い
う
か
ら
、
そ
こ
に
上
限
が
あ
る
。
欠
け
て
い
る
か
ら
近
世
末
の
校
訂
諸
本
に

見
ら
れ
て
、
近
代
の
た
と
え
ば
有
朋
堂
文
庫
本
、
日
本
古
典
会
書
本
、
日
本
古

典
文
学
大
系
本
等
に
及
ん
で
一
致
し
て
踏
襲
さ
れ
て
来
た
。

十
一
郎
親
澄
、
年
六
。
宮
の
十
二
郎
行
澄
、
同
じ
年
。

は
論
外
で
あ
る
。
六
歳
で
元
服
し
て
元
服
名
を
持
つ
事
が
あ
る
べ
く
も
な
い
。

お
そ
く
と
も
十
八
九
に
は
な
っ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

- 7ー

Osaka Shoin Women's University Repository



十
一
郎
近
澄
の
年
齢
は
、宮
の
十
郎
頼
澄
の
次
で
あ
る
事
は
動
か
な
い
が
、推

定
す
る
と
十
一
郎
は
十
八
歳
前
後
で
あ
る
と
い
う
事
は
大
き
く
動
く
事
は
あ
る

ま
い
。

宮
あ
ζ

は
そ
の
時
点
で
は
六
つ
だ
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ほ

ぼ
十
二
年
の
差
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
同
年
と
し
た
の
は
乱
暴
も
甚
だ
し
る
。

宮
あ
ζ

は
乙
の
物
語
の
蔵
閲
の
下
の
巻
で
叙
爵
し
、
間
も
な
く
侍
従
に
伝
ぜ
れ

い
。
元
服
と
叙
爵
と
は
同
時
で
あ
ろ
う
。
家
あ
こ
は
宮
あ
ζ

と
同
じ
頃
に
元
服

し
て
間
も
な
く
任
官
し
て
や
や
聞
が
あ
っ
て
国
設
の
下
の
巻
で
叙
爵
し
て
い
る
。

宮
あ
こ
と
処
遇
が
差
が
あ
る
。
生
ま
れ
た
の
は
多
分
家
あ
乙
が
先
で
あ
っ
た
と

見
て
よ
か
ろ
う
か
、
家
あ
乙
の
方
が
殿
の
十
二
郎、

宮
あ
乙
が
宮
の
十
三
郎
と

定
め
て
も
大
き
く
外
れ
る
事
は
あ
る
ま
い
。
勿
論
、
十

一
郎
近
澄
が
紹
介
時
に

六
歳
な
ど
と
い
う
事
は
な
い
。
春
日
詣
の
臼
に
大
夫
近
澄
と
名
の
っ
て
和
歌
を

詠
進
し
て
い
る
の
が
十
歳
に
満
た
ぬ
幼
少
の
童
児
で
あ
る
な
ど
と
考
え
る
の
が

お
か
し
い
。

お
そ
ら
く
こ
の
十
一
郎
は
、
紹
介
前
段
の
「
大
い
殿
に
中
の
君
・

三
の
君

・

四
の
君
」
と
あ
る
次
に
、

「宮
、
同
H
同一

・
五
・
六

・
七
・
八
・
九
・
十
、

き

し
な
ら
び
に
う
み
給
へ
り
。
」
と
続
い
た
の
で
、
「
十
一
郎
」
の
所
だ
け
が
欠
落

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
紹
介
後
段
の
「
お
ほ
い
ど
の
h

御
腹
十
一
日
郎

ち
か
ず
み
」
の
部
分
「
お
ほ
い
と
の
〉
」
の
五
文
字
が
正
し
く
は
「
お
な
じ
き
」

四
文
字
を
誤
り
写
し
た
も
の
、
「
ち
か
ず
み
」
の
下
に
「
年
十
八
」
三
文
字
が

欠
落
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ち
な
み
に
、
八
郎
の
名
を
基
澄
と
し
、
年
を
二
十
三
と
し
た
り
、
宮
の
十
二

郎
行
澄
と
い
う
全
く
架
空
の
作
文
を
し
、

ζ

の
行
澄
が
十
一
郎
と
同
年
と
し
た

の
は
、
近
世
末
期
に
変
造
さ
れ
た
幻
の
本
文
で
あ
ろ
う
。
紹
介
文
の
ど
こ
に
も

な
く
、
後
々
の
巻
々
に
全
く
立
証
さ
れ
な
い
架
空
の
文
字
を
も
て
あ
そ
ぶ
事
は
、

テ
キ
ス
ト
ク
リ
チ

7
ク

本
文
批
判
の
方
法
と
し
て
は
禁
物
で
あ
る
と
考
え
る
、
八
郎
の
「
も
と
ず
み
」
、

十
二
郎
の
「
ゆ
き
ず
み
」
な
ど
と
い
う
名
乗
り
は
、
伝
承
写
本
の
ど
乙
に
も
な

い
。
学
者
の
一
部
が
で
っ
ち
あ
げ
た
架
空
の
名
で
あ
る
と
考
え
る
し
か
な
い
も

の
で
あ
る
。
十
一
郎
が
紹
介
時
に
六
歳
で
あ
っ
た
な
ど
は
勿
論
あ
り
得
な
い
事

で
あ
る
し
、
十

一
郎
が
家
あ
乙
で
あ
る
と
い
う
措
定
は
、
hu
し
ろ
わ
れ
ら
を
驚

か
せ
る
。
十
二
年
も
若
く
見
ら
れ
た
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
視
点
の
整
理
と
論
の
ま
と
め

ζ

の
論
稿
、
最
初
は
宇
津
保
物
語
登
場
人
物
に
関
す
る
描
写
の
全
般
に
及
ぶ

広
般
な
視
野
、
そ
の
伝
写
の
乱
れ
、
解
釈
の
ジ
グ
ザ
グ
を
整
理
し
よ
う
と
企
て

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
筆
を
執
っ
て
見
る
と
、

二
兎
も
三
兎
も
逐
う
て
目
標
を

失
い
そ
う
に
な
る
の
で
、
結
局
は
、
視
野
を
整
理
し
限
定
し
て
、
と
の
物
語
の

冒
頭
紹
介
文
と
そ
の
展
開
を
逐
う
て
、
伝
写
の
乱
れ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
解
釈

諸
説
を
批
判
し
な
が
ら
物
語
の
本
来
の
意
図
を
洗
い
出
し
て
見
ょ
う
と
し
た
も

の
、
つ
ま
り
出
発
点
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
、
原
構
想
の
変
更

・
ず
れ
が
あ
っ

た
か
否
か
な
ど
を
問
う
て
見
る
と
い
う
事
に
視
点
を
絞
っ
て
見
た
。
下
、
む
に
は

古
代
長
編
物
語
が
含
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
去
来
さ
せ
な
が

p
り
。

藤
原
の
君
の
巻
に
は
、
物
語
の
冒
頭
部
分
に
源
正
頼
の
家
の
二
人
の
北
の
方

に
生
み
分
け
ら
れ
た
男
女
の
君
だ
ち
の
総
括
的
紹
介
が
あ
る
の
は
周
知
の
通
り

だ
が
、
物
語
の
そ
の
あ
と
の
展
開
は
乙
の
冒
頭
紹
介
を
源
泉
と
し
て
広
大
な
下
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流
に
及
ぶ
と
い
う
構
想
を
恩
わ
せ
る
。
宇
津
保
物
語
全
体
の
中
の
か
な
り
主
要

な
分
野
を
形
成
し
て
い
る
八
藤
原
の
君
の
物
語
〉
、
そ
れ
は
一
世
源
氏
正
頼
の

栄
花
物
語
で
あ
り
、
そ
の
骨
子
と
な
る
の
が
一
族
の
男
君
女
君
た
ち
で
あ
る
。

そ
の
一
世
源
氏
栄
花
物
語
の
幕
開
け
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

乙
の
登
場
人
物
た
ち
の
紹
介
で
あ
る
。

と
乙
ろ
が
、
肝
要
な
関
口
部
分
は
あ
ま
り
お
も
し
ろ
く
な
い
の
で
、
乙
と
ば

を
お
と
し
た
り
、
ま
ち
が
え
た
り
、
後
世
の
わ
れ
ら
に
は
、
補
訂
に
う
き
み
を

や
っ
す
事
に
な
っ
て
い
る
。

乙
の
冒
頭
部
分
は
、
源
氏
の
君
正
頼
の
二
人
の
北
の
方
は
三
条
大
宮
の
四
丁

に
わ
た
る
殿
造
り
の
中
に
ま
ち
を
分
け
て
住
ま
れ
、
仲
よ
く
き
ん
だ
ち
を
生
み

わ
け
ら
れ
る
。
大
い
殿
の
御
方
と
い
う
の
は
時
の
太
政
大
臣
の
御
心
す
め
、
宮

と
い
う
の
が
嵯
蛾
の
院
の
女
一
の
宮
、

ハ
を
〉

お
ほ
い
ど
の
』
、
お
と
と
よ
と
乙
ろ
女
い
っ
と
こ
ろ
。
宮
の
御
は
ら
に
、

び

十
五
さ
い
よ
り
う
み
給

・
、
お
と
こ
や
と
ζ

ろ
女
九
と
乙
ろ
。

と
あ
る
が
、
こ
乙
ま
で
を
序
段
と
し
て
見
る
と
、
誤
写
な
し
と
す
れ
ば
二
十
六

人
の
き
ん
だ
ら
と
な
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
近
澄
を
十
一
郎
と
認
定
す
る
の
が

妥
当
と
す
れ
ば
、
男
君
は
十
三
人
、
女
君
は
十
四
の
君
ま
で
で
十
四
人
で
、
男

女
合
計
二
十
七
人
と
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
宮
の
御
腹
の
「
を
と
こ
や
と
こ

ろ
、
女
九
と
こ
ろ
」
は
「
を
ζ

ろ
九
と
こ
ろ
、
女
九
と
こ
ろ
」
が
原
態
で
あ
っ
た
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
改
め
て
見
る
と
、
十

一
郎
近
澄
は
や
は
り
宮
の
御

腹
で
あ
っ
た
と
考
え
た
の
が
ま
ち
が
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

乙
の
十
一
郎
を
宮
の
御
腹
と
す
る
事
で
、
春
日
詣
の
折
の
社
頭
の
和
歌
の
巡

で
近
澄
が
兄
た
ち
を
越
え
て
叙
爵
さ
れ
て
い
て
、
大
夫
近
澄
を
名
の
っ
て
並
ん

で
い
る
い
ぶ
か
し
さ
は
ま
ず
消
え
る
。
蔵
関
の
巻
以
後
に
於
け
る
蔵
人
内
蔵
頭

か
ら
右
近
少
将
を
兼
ね
る
に
至
っ
た
近
澄
の
三
条
院
の
中
で
の
位
置
が
大
宮
の

御
方
に
極
め
て
親
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
構
湿
の
変
更
を
意
味
す

る
も
の
で
な
く
、
藤
原
の
巻
以
来
動
い
て
い
な
い
事
を
知
る
の
で
あ
る
。

仲
む
つ
ま
じ
い
一
族
と
言
っ
て
も
、
大
い
殿
の
上
と
そ
の
き
ん
だ
ら
、
大
宮

の
御
万
と
そ
の
き
ん
だ
ち
と
は
、
な
か
な
か
一
つ
に
な
る
事
は
な
く
、
別
々
の

生
活
圏
を
造
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

作
者
の
お
お
よ
そ
の
着
想
で
は
、
宮
の
十
一
郎
近
澄
は
元
服
時
に
は
十
六
か

十
七
で
、
宮
の
五
の
君
の
す
ぐ
上
の
兄
、
伸
忠
と
ほ
ぼ
同
年
齢
か
。
紹
介
時
に

は
十
八
に
な
っ
て
い
た
ろ
う
。
仲
忠
と
女
一
の
宮
と
の
聞
の
ま
な
娘
い
ぬ
宮
の

百
日
の
祝
い
が
描
か
れ
る
蔵
開
の
下
巻
が
仲
忠
二
十
七
歳
と
推
定
す
れ
ば
近
澄

も
そ
れ
に
近
く
、
宮
あ
こ
は
十
五
ぐ
ら
い
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
近
澄
と
宮

あ
こ
を
同
じ
年
と
し
た
近
代
の
校
訂
本
は
大
き
な
錯
誤
に
迄
ち
て
い
る
。

作
者
は
多
分
十
一
郎
近
澄
を
仲
澄
や
宮
あ
こ
と
似
た
秀
才
で
色
好
み
の
宮
腹

の
兄
弟
と
し
て
造
形
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
仲
忠

・
涼

・
仲
頼

・
行
正
の
よ
う
な

ぎ
え
の
人
、
芸
能
の
達
人
と
は
異
な
る
が
、
い
わ
ゆ
る
才
た
け
た
派
手
ず
き
、

す
き
者
と
し
て
、
祐
澄

・
仲
澄
・

宮
あ
乙
ら
と
極
め
て
似
て
造
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
類
型
は
藤
原
の
君
物
語
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
構
想
の
中
に
怪
腹
さ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

蔵
関
下
巻
の
た
の
如
き
描
写
は
右
の
す
き
者
兄
弟
を
刻
明
に
表
現
し
て
い
る
。

左
右
の
大
将
を
親
子
で
た
め
る
に
至
っ
た
藤
原
兼
雅
と
仲
忠
と
が
う
わ
さ
し
て

い
る
場
面
、

(
父
)
「
宮
あ
乙
は
、
な
ど
か
っ
か
さ
も
得
さ
せ
給
は
ず
な
り
ぬ
ら
む
。
」
大
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か
う
ぷ
り

将
「
ま
づ
叙
爵
を
と
に
や
侍
ら
む
こ
お
と
￥
「
蔵
人
の
少
将
の
、
お
と

ま
き
り
に
な
り
わ
か
れ
ぬ
べ
か
め
る
か
な
。
い
ま
の
殿
上
の
人
は
ζ

れ
ひ

と
り
な
め
り
か
し
。
こ
L

ろ
も
よ
げ
な
り
。
た
れ
を
持
た
る
。
」
大
将
「
侍

り
し
か
ど
、
今
は
侍
ら
で
、
宮
あ
こ
と
二
人
、
お
や
の
も
と
に
な
む
。
少

将
は
、
あ
る
ま
じ
き
心
ぱ
へ
な
れ
ば
、
お
ゃ
な
ど
制
し
給
ふ
な
れ
ば
、
『
き

て
仲
忠
侍
ら
ず
や
』
と
も
の
す
な
れ
ば
、
『
そ
れ
は
ふ
い
に
賜
へ
ば
に
こ

そ
あ
れ
。
な
ん
ぢ
は
、
い
か
な
る
道
、
何
に
よ
り
て
』
と
な
む
、
せ
ら
に

'hv 

せ
め
給
ふ
な
れ
ど
恩
ひ
や
ま
で
な
む
、
『
乙
〉
ち
も
症
れ
ぬ
べ
き
物
な
め

り
』
と
な
む
嘆
か
る
な
る
o
」

蔵
人
少
将
が
宮
あ
乙
と
二
人
が
親
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
親
は
明
ら
か
に
大

宮
の
御
方
で
あ
る
。
十
一
郎
が
宮
の
御
腹
で
あ
る
確
定
的
な
証
で
あ
る
。
そ
の

近
澄
の
少
将
が
母
親
を
悩
ま
せ
て
い
る
「
あ
る
ま
じ
き
心
ば
へ
」
と
は
、
女
二

の
宮
に
恋
慕
し
て
、
何
と
か
し
て
わ
が
物
に
と
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
る
ら

し
い
事
を
さ
し
て
い
る
。
「
仲
忠
も
女
一
の
宮
を
賜
わ
て
い
る
で
は
な
い
か
」

と
だ
だ
を
こ
ね
て
母
大
宮
を
困
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蔵
関
か
ら
国
議
に
及

ぶ
後
編
の
物
語
に
異
色
を
添
え
る
色
好
み
た
ち
の
一
人
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
る
。
平
安
期
の
物
語
の
中
の
色
好
み
は
、
同
時
に
伊
達
も
の
で
あ
り
、

平
揺
さ
を
嫌
っ
て
花
や
か
さ
を
求
め
る
。
目
立
ち
た
が
り
ど
も
で
も
あ
っ
た
よ

う
だ
。
源
氏
の
君
正
頼
の
家
の
数
多
い
子
息
た
ち
の
中
で
、
宮
腹
の
三
郎
宰
相

中
将
祐
澄
、
七
郎
侍
従
仲
澄
、
十
一
郎
蔵
人
少
将
近
澄
、
末
子
宮
口
あ
こ
の
侍
従
、

乙
の
人
々
に
は
右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
色
好
み
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
性

格
が
あ
る
。
三
郎
袷
澄
は
嵯
峨
の
院
の
み
か
ど
の
皇
女
(
梅
壷
の
更
衣
腹
)
を

奪
取
し
て
妻
と
し
て
、
宮
は
た
少
年
ら
の
子
を
な
し
て
お
り
、
今
ま
た
今
の
み

か
ど
の
女
二
の
宮
を
求
め
て
暗
躍
し
て
い
る
。
仲
忠
が
筈
戒
気
味
に
「
宰
相
の

中
将
乙
そ
、
乙
の
宮
を
ゐ
ら
は
れ
で
も
、
女
御
に
も
、
み
づ
か
ら
に
物
せ
ら
る

み

ζ

な
れ
」
と
語
り
、
父
お
と
Y
が
「
親
王
ふ
さ
ひ
な
り
や
」
と
評
さ
せ
て
い
る
。

十
一
郎
近
澄
も
女
二
の
宮
を
想
っ
て
、
ひ
そ
か
に
奪
い
取
る
チ
ャ
ン
ス
を
覗
っ

て
い
る
。
宮
あ
こ
も
、
近
江
守
が
娘
を
こ
の
君
に
と
思
っ
て
い
と
風
情
あ
る
さ

ま
に
造
っ
た
家
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
な
び
き
そ
う
も
な
い
様
子
で
、
素
姓
の

高
い
人
を
妻
に
は
と
思
っ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
か
ら
、
蔵
人
の
少
将
の
よ
う

に
色
好
み
の
性
格
が
思
い
や
ら
れ
る
。
蔵
関
下
で
推
定
十
五
歳
、
や
が
て
の
ぞ

み
通
り
叙
爵
し
、
次
い
て
侍
従
に
任
官
す
る
。
七
郎

・
十

一
郎
ら
と
同
様
、
抜

群
の
出
生
で
あ
る
。
物
語
は
次
第
に
乙
の
は
ら
か
ら
た
ち
、
祐
澄

・
近
澄
の
女

二
の
宮
獲
競
争
に
露
骨
に
な
り
、
仲
忠
が
女
二
の
宮
た
ち
を
ガ
ー
ド
す
る
た
め

の
活
躍
な
ど
で
い
そ
が
し
く
な
り
、
国
譲
の
巻
々
に
展
開
す
る
。

物
語
の
伝
写
本
文
の
欠
落
に
対
す
る
復
原
と
解
釈
に
関
す
る
一
試
論
と
な
ろ

う
か
。
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