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山
　
本
　
和
　
明

はじ
め
に

　
『
梅
か
え
物
語
』
は
、
研
究
史
的
に
観
て
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
作
品
の
短
さ
も
あ
っ
て
、
過
去
に
翻
刻
が
二
回
な
さ
れ

て
い
る
が
（
『
都
の
手
ぶ
り
考
証
」
大
倉
書
店
．
明
治
四
三
年
一
月
／
『
み
な
お
も
し
ろ
』
｝
巻
十
一
号
．
大
正
六
年
二
月
）
、
そ
れ
で
も
挿
絵
や
　
　
　
一

序
文
な
ど
が
省
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
「
い
わ
ば
試
作
に
す
ぎ
ず
、
以
後
は
読
本
を
綴
っ
て
い
な
い
」
（
『
読
本
の
世
界
』
世
界
思
想
社
．
昭
　
　
2
9

和
六
〇
年
七
月
）
と
指
摘
さ
れ
る
。
今
日
、
読
本
「
試
作
」
と
の
評
価
が
一
般
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　明
治
四
三
年
『
都
の
手
ぶ
り
考
証
』
が
刊
行
さ
れ
た
際
、
「
都
の
手
ぶ
り
は
、
以
上
の
外
に
ま
だ
一
篇
あ
る
が
、
事
柄
が
面
白
か
ら
ぬ

か
ら
、
省
い
て
四
篇
だ
け
に
止
め
た
。
其
の
代
り
に
、
「
梅
が
枝
物
語
」
を
以
て
補
ふ
事
に
す
る
」
と
関
根
正
直
は
発
言
す
る
。
い
わ
ば

「其
の
代
り
」
に
過
ぎ
ぬ
作
品
と
の
評
価
が
、
そ
の
の
ち
も
持
続
し
て
き
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　し
か
し
、
「
試
作
」
と
い
う
評
価
と
と
も
に
、
以
後
綴
ら
れ
ぬ
「
読
本
」
の
な
か
で
、
雅
望
の
作
品
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
を

も
孕
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
果
た
し
て
「
試
作
」
と
し
て
の
意
味
し
か
見
い
だ
せ
な
い
の
か
。
「
読
本
」
と
い
う
評
価
は
ど
う
な
の

か
。
「
試
作
」
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
姿
勢
の
果
て
に
到
達
し
得
た
、
雅
望
の
集
大
成
と
し
て
の
価
値
を
も
読
み
と
れ
る
や

も
し
れ
ぬ
。

　
　
　
梅枝
物
語
　
六
樹
園
大
人
和
文
　
全
一
冊
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か
た
へ

　
　
此書
は
、
無
間
の
鐘
と
い
へ
る
浄
瑠
理
を
、
伊
勢
・
源
氏
等
の
古
き
詞
を
も
て
、
物
語
ぶ
み
の
さ
ま
に
か
き
な
せ
る
も
の
也
。
傍
に

　
　
か
ら
も
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ト
げ
あ
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
び
ご
と

　
　
漢
字を
加
へ
て
、
其
ゆ
へ
よ
し
を
注
し
頭
書
に
し
、
引
寄
を
掲
挙
て
其
詞
の
出
る
と
こ
ろ
を
し
ら
し
む
。
故
に
詞
は
雅
言
な
が
ら
、

　
　
こ
ト
う
　

み

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
か
く

　
　
意
は
耳
遠
く
し
て
、
理
は
芳
労
き
、
し
り
や
す
し
。
さ
れ
ば
、
寄
の
林
に
遊
び
狂
寄
連
誹
を
翫
ぶ
の
雅
客
、
は
し
書
や
う
の
も
の

　
　な
ど
書
な
ら
ふ
べ
き
た
め
に
は
、
よ
き
手
本
に
し
て
、
実
に
大
和
文
初
学
び
の
階
梯
と
も
い
ふ
べ
き
書
な
り
。

「新
錆
狂
歌
目
録
　
耕
書
堂
」
（
文
化
八
年
以
降
掲
載
か
ー
鈴
木
俊
幸
「
蔦
重
出
版
書
目
」
参
照
）
に
掲
げ
ら
れ
た
『
梅
か
え
物
語
』
の
広
告

文
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
大
和
文
初
学
び
の
階
梯
と
も
い
ふ
べ
き
書
」
と
い
う
そ
の
表
現
を
み
る
限
り
に
お
い
て
、
今
日
謂
う
「
読
本
」

と
い
う
位
置
づ
け
と
、
当
時
の
広
告
文
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
隔
た
り
を
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ミ

　
以前
に
私
は
雅
望
の
『
天
羽
衣
』
『
近
江
県
物
語
』
を
論
じ
て
、
「
文
」
へ
の
注
視
ぶ
り
に
思
い
を
至
し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
大
和
文
初

学
び

の階
梯
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
物
語
と
し
て
評
価
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
物
足
り
な
く
思
う
が
、
し
か
し
「
無
間
の
鐘
と
い
へ
る
　
　
　
一

浄
瑠
理
を
、
伊
勢
・
源
氏
等
の
古
き
詞
を
も
て
、
物
語
ぶ
み
の
さ
ま
に
か
き
な
せ
る
」
と
い
う
作
業
は
、
半
端
な
知
識
で
は
成
立
し
得
な
　
　
3
0

い

知的
な
営
為
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
「
文
」
創
る
人
と
し
て
の
雅
望
の
姿
勢
は
、
一
貫
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
し
ば
　
　
　
一

ら
く
「
読
本
」
云
々
と
い
う
枠
を
は
め
ず
、
『
梅
か
え
物
語
』
を
眺
め
て
み
る
こ
と
で
、
見
え
て
く
る
視
界
を
捉
え
て
み
た
い
。
な
お
、

相
愛
大
学
研
究
論
集
一
九
巻
に
『
梅
か
え
物
語
』
の
成
立
・
構
成
に
つ
い
て
論
じ
、
併
せ
て
序
祓
・
挿
絵
を
含
め
た
全
文
の
翻
刻
掲
載
を

し
た
。
適
宜
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

大和
文
初
学
び
と
し
て

　
広告
に
あ
っ
た
「
無
間
の
鐘
と
い
へ
る
浄
瑠
理
」
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
四
月
興
行
の
浄
瑠
璃
『
ひ
ら
が

な
盛
衰
記
』
四
段
目
に
相
応
す
る
。
こ
の
『
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
』
を
も
と
に
「
伊
勢
・
源
氏
等
の
古
き
詞
」
を
用
い
て
「
物
語
ぶ
み
の
さ

ま
」
に
書
き
な
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
様
相
を
一
応
検
証
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
任
意
に
本
文
の
一
部
を
抜
粋
し
て
み
る
。



　
　
お
し
て
る
な
に
は
の
わ
た
り
は
、
よ
も
の
国
々
の
舟
つ
ど
ふ
所
に
て
、
あ
そ
び
と
か
な
の
り
す
る
も
の
、
い
と
お
ほ
か
な
る
な
か

　
　
に
、
神
崎
の
さ
と
な
る
ち
と
せ
の
な
に
が
し
が
宿
な
ん
わ
き
て
に
ぎ
は
s
し
く
ひ
る
よ
る
を
い
は
ず
、
ゑ
ひ
み
だ
れ
て
う
ち
あ
げ
あ

　
　
そ

ぶ
人
た
え
ざ
り
け
る
。
こ
よ
ひ
と
り
わ
き
て
や
ご
と
な
き
人
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
て
、
家
あ
る
じ
う
る
は
し
う
は
か
ま
き
よ
そ
ひ
、

　
　
　
客
　
　
　
　
　
内
外

　
　ま
ら
う
ど
ゐ
の
う
ち
と
は
き
の
こ
は
す
女
ば
ら
は
、
あ
か
ね
の
布
こ
し
に
ひ
き
ゆ
ひ
て
た
ち
は
し
る
さ
ま
、
い
と
く
す
ゴ
ろ
ぎ
た

　

　
る
け
は
ひ
ど
も
な
り
。

『梅
か
え
物
語
』
本
文
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
『
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
』
「
神
崎
揚
屋
の
段
」
の
該
当
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
。

　
　
こ
こ
も
名
高
き
難
波
津
に
、
恋
の
舟
着
数
々
の
、
多
か
る
中
に
取
り
分
け
て
、
酒
酌
み
か
は
す
神
崎
の
、
里
の
色
宿
千
年
屋
は
、
客

　
　
に

絶間
も
な
か
り
け
る
。
殊
に
今
宵
は
晴
れ
の
お
客
と
、
書
院
座
敷
の
は
き
掃
除
、
亭
主
が
袴
、
仲
居
が
揃
へ
の
紅
も
、
園
生
に
植

　
　ゑ

て隠
れ
な
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

掛
詞
な
ど
を
用
い
た
『
梅
か
え
物
語
』
は
、
そ
れ
こ
そ
古
き
「
雅
言
」
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
の
『
ひ
ら
が
　
　
3
1

な
盛
衰
記
』
が
、
七
五
調
の
音
調
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
言
葉
が
選
び
採
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
『
梅
か
え
物
語
』
に
は
そ
う
し
た
音
調
　
　
　
一

を
見
い
だ
し
難
い
。
且
つ
そ
の
文
章
も
、
語
彙
レ
ベ
ル
で
の
逐
語
対
応
で
雅
文
脈
に
変
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
意
を
捉
え
て
の

変
換
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
二
つ
の
文
章
を
比
較
し
て
分
か
る
。
浄
瑠
璃
の
文
章
と
雅
言
の
文
章
と
は
そ
れ
ほ
ど
に
も
異
な
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
幸
い
、
雅
望
に
は
『
源
注
余
滴
』
『
雅
言
集
覧
』
と
い
っ
た
物
語
研
究
の
成
果
が
備
わ
る
。
如
何
な
る
出
自
を
も
っ
た
言
葉
に

よ
っ
て
「
物
語
ぶ
み
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
。
今
、
抜
粋
箇
所
に
つ
い
て
、
雅
望
の
『
雅
言
集
覧
』
（
今
、
臨
川
書
店
『
増
補
雅
言
集

覧
』
を
用
い
る
が
、
増
補
箇
所
は
省
く
）
に
見
い
だ
せ
る
も
の
を
掲
げ
て
み
た
い
。
「
用
例
…
『
増
補
雅
言
集
覧
』
臨
川
書
店
版
頁
数
／
解

説
・
本
文
に
引
用
さ
れ
た
文
献
名
（
任
意
に
略
称
を
用
い
る
）
ほ
か
」
の
順
に
挙
げ
る
。

　
＊
お
し
て
る
…
一
四
六
四
／
古
事
記
・
万
葉

　
＊
な
に
は
…
＝
六
五
／
ナ
ニ
カ
ノ
コ
ト
。
古
今
・
拾
遺
・
方
丈
記
・
栄
花
・
夫
木
・
玉
葉
・
萬
代
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＊
わ
た
り
…
五
七
七
／
俗
語
の
ア
タ
リ
な
り
、
辺
と
同
じ
。
催
馬
楽
・
伊
勢
物
・
源
氏
・
万
葉

＊
よ
も
…
八
九
一
／
四
方
。
夫
木
・
山
家
・
続
千
載
・
千
載

＊
つ
ど
ふ
…
一
〇
八
三
／
集
。
万
葉
・
源
氏
・
応
神
紀
・
景
行
紀

＊
あ
そ
び
…
一
九
〇
一
／
遊
女
。
源
氏

＊
な
の
り
：
二
二
一
八
／
栄
花
・
宇
治
拾
遺
・
万
葉

＊
お
ほ
か
な
る
（
お
ほ
か
り
）
…
一
四
〇
〇
／
源
氏

＊
な
に
か
し
…
＝
六
九
／
何
の
誰
。
源
氏
・
枕
・
狭
衣

＊
わ
き
て
…
六
〇
四
／
あ
る
が
中
の
と
り
わ
け
な
り
。
後
撰
・
続
紀

＊
に
ぎ
は
、
し
く
…
三
〇
九
／
富
め
る
意
、
俗
の
タ
ブ
ヤ
カ
ニ
テ
繁
昌
ナ
ル
意
、
又
ニ
ギ
ヤ
カ
ナ
ル
意
、
又
顔
形
の
上
に
い
へ
り
、
い
　
　
一

つ
れ
も
サ
ビ
シ
カ
ラ
ヌ
意
な
り
。
源
氏
・
宇
治
拾
遺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
2

＊
ひ
る
よ
る
…
二
三
五
五
／
古
今
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

＊
い
は
ず
…
一
〇
九
／
不
言
。
枕

＊
う
ち
あ
げ
あ
そ
ぶ
…
＝
二
〇
四
／
竹
取
・
宇
津
保

＊
た
え
さ
り
け
る
（
た
え
）
…
一
〇
〇
四
／
絶
。
た
ゆ
た
ゆ
る
は
別
に
次
に
出
す
、
た
や
す
も
別
に
前
に
出
す
。
万
に
わ
た
り
て
い

ふ
、
男
女
の
中
に
い
へ
る
も
大
方
は
万
の
こ
と
に
か
け
て
い
へ
ば
混
し
て
出
す
。
源
氏
・
万
葉
・
後
拾
遺
・
続
後
拾
遺
・
新
葉
・
古
今

＊
こ
よ
ひ
…
一
七
六
八
／
源
氏
・
允
恭
紀

＊
と
り
わ
き
て
…
三
九
〇
／
源
氏
・
枕

＊
や
ご
と
な
き
…
一
五
六
七
／
打
捨
オ
カ
レ
ズ
、
ノ
ガ
レ
ラ
レ
ズ
と
い
ふ
心
も
あ
る
か
。
源
氏
・
後
撰
’
宇
津
保

＊
わ
た
ら
せ
…
五
八
〇
／
著
聞



　
＊
家
あ
る
じ
…
一
九
／
家
ぬ
し
也
。
源
氏
・
後
拾

　
＊
う
る
は
し
う
…
一
三
〇
六
／
伊
勢
・
宇
津
保
・
源
氏
・
狭
衣

　
＊
は
か
ま
き
…
一
八
一
／
袴
着
。
源
氏
・
狭
衣

　
＊
よ
そ
ひ
（
よ
そ
ふ
）
…
八
六
五
／
神
代
紀
・
古
事
記
・
万
葉
・
源
氏
・
宇
津
保

　
＊
ま
ら
う
ど
ゐ
…
一
六
二
↓
／
今
云
表
坐
敷
歎
。
源
氏

　
＊
は
き
（
は
く
）
…
二
四
〇
／
掃
。
拾
遺
・
蜻
蛉

　
＊
の
こ
は
す
（
の
こ
ふ
）
…
二
二
八
一
／
源
氏
・
中
務
集
・
万
葉
・
拾
遺

　
＊
女
ば
ら
…
一
四
三
八
／
堰
。
落
窪
　
老
婆
。
神
代
紀

　
＊
ひ
き
ゆ
ひ
て
…
二
三
九
四
／
源
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
＊
た
ち
は
し
る
…
九
一
九
／
立
走
。
古
事
記
・
狭
衣
・
万
葉
・
源
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3

　
＊
す
ゴ
ろ
ぎ
た
る
…
二
五
三
一
／
源
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
＊
け
は
ひ
…
一
六
五
六
／
様
子
。
源
氏
・
栄
花

用
い
ら
れ
た
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
自
を
も
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
・
万
葉
集
・
古
事
記
等
々
、
様
々
な
用
例
を
雅
望
は
指
摘

す
る
。
「
伊
勢
・
源
氏
等
の
古
き
詞
を
も
て
」
書
き
な
せ
る
と
し
た
広
告
文
と
は
裏
腹
に
、
歌
の
言
葉
も
多
く
見
い
だ
せ
る
。
時
代
も
上

代
か
ら
中
古
・
中
世
へ
と
渉
っ
て
い
る
し
、
用
例
を
掲
げ
た
雅
望
も
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
古
事
記
・
日
本
紀
の
御

典
を
は
じ
め
、
万
え
ふ
・
古
今
・
六
て
ふ
・
夫
木
の
代
々
の
歌
巻
、
う
つ
ほ
・
竹
と
り
・
く
ゑ
ん
し
・
栄
花
と
く
さ
ぐ
さ
の
物
語
ぶ
み
ど

も
、
大
か
た
雅
言
の
あ
か
し
と
す
べ
き
か
ぎ
り
つ
み
い
で
、
え
り
い
で
、
」
と
本
居
大
平
に
よ
る
『
雅
言
集
覧
』
序
の
一
節
に
あ
る
。
つ

ま
り
『
梅
か
え
物
語
』
は
、
「
歌
巻
」
の
言
葉
も
加
わ
っ
て
、
時
代
を
跨
っ
た
「
大
か
た
雅
言
の
あ
か
し
」
と
す
べ
き
言
葉
に
よ
っ
て
形

づく
ら
れ
た
「
物
語
ぶ
み
」
な
の
で
あ
っ
た
。
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　本
文
中
に
は
、
他
に
も
「
み
や
ま
木
」
（
二
二
〇
三
／
詞
花
集
）
コ
肩
の
ま
よ
ひ
」
（
六
八
八
／
頼
政
集
・
万
葉
）
「
う
て
の
使
」
（
二
二

四
六／
討
手
の
使
。
大
和
物
語
）
「
き
せ
な
が
」
（
二
一
〇
四
／
鎧
也
。
平
家
物
語
）
な
ど
と
い
っ
た
難
解
な
言
葉
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
言
葉
ま
で
を
駆
使
し
、
元
の
『
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
』
「
神
崎
揚
屋
の
段
」
の
一
部
を
「
雅
言
」
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ソ

た
ぶ
る
の
鄙
僅
隈
雑
な
る
事
の
み
に
て
、
雅
文
に
は
い
と
か
き
と
り
が
た
き
こ
と
な
る
を
、
か
く
ま
で
自
在
に
訳
さ
れ
た
る
こ
と
、
此
翁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
グ
　
レ

に
あ
ら
ざ
れ
ば
あ
た
は
ざ
る
所
に
し
て
、
其
倭
文
章
に
卓
絶
給
へ
る
こ
と
、
た
ゴ
此
一
書
を
見
て
も
し
ら
る
＼
を
や
」
と
、
『
都
の
手
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
し
て

り
』
を
評
し
た
『
難
後
言
』
は
言
う
。
そ
の
評
価
は
そ
の
ま
ま
こ
こ
で
も
生
き
て
こ
よ
う
。
雅
望
は
、
す
ぐ
れ
た
訳
者
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
と
は
用
語
の
み
の
問
題
に
限
ら
な
い
。
次
に
本
文
の
内
容
面
に
も
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　物
語
ぷ
み
と
し
て

　
「
姉
お
筆
と
の
会
話
の
部
分
を
取
り
除
い
た
ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
原
文
を
忠
実
に
踏
ま
え
る
が
、
す
べ
て
原
文
の
卑
俗
を
古
雅
な
文
体
　
　
3
4

に転
じ
、
上
欄
に
は
語
句
の
出
典
と
語
意
の
注
を
掲
げ
て
い
る
」
と
内
容
面
の
特
徴
を
指
摘
を
し
た
の
は
、
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
　
　
　
一

解
説
であ
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
姉
お
筆
と
の
会
話
の
部
分
」
が
取
り
除
か
れ
た
の
か
。
作
文
指
南
書
と
し
て
、
分
量
的
に
多
い
た
め

に省
略
さ
れ
た
と
で
も
云
う
の
だ
ろ
う
か
。

　そ
う
で
は
な
く
、
『
梅
か
え
物
語
』
は
、
単
独
で
も
読
み
う
る
「
物
語
ぶ
み
」
と
し
て
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
読

本
」
云
々
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
と
は
別
に
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
成
立
し
得
る
よ
う
、
内
容
面
で
変
更
が
施
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
て
み

れ

ばど
う
だ
ろ
う
。

　例
え
ば
、
省
略
さ
れ
た
姉
お
筆
と
の
会
話
は
、
姉
妹
の
父
の
死
を
姉
お
筆
が
告
げ
る
場
面
か
ら
成
り
、
先
段
の
内
容
を
踏
ま
え
て
の
も

の

であ
っ
た
。
『
梅
か
え
物
語
』
が
『
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
』
の
一
章
段
「
神
崎
揚
屋
の
段
」
を
元
に
し
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
。

『梅
か
え
物
語
』
が
全
て
の
章
段
を
雅
言
に
置
き
換
え
て
は
い
な
い
以
上
、
元
々
の
演
劇
の
一
章
段
を
そ
の
ま
ま
に
和
文
化
し
て
も
文
意



が

通じ
な
か
っ
た
り
、
説
明
不
足
と
な
る
箇
所
が
生
じ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
単
独
で
完
結
し
た
読
み
物
と
す
る
た
め

に
、
姉
と
の
避
遁
部
分
は
不
要
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　省
略
ば
か
り
で
は
な
い
。
単
独
で
の
読
み
物
と
す
る
た
め
、
原
文
に
は
な
い
部
分
を
も
あ
え
て
加
え
た
り
、
説
明
的
な
部
分
を
も
補
足

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
し
本
書
が
作
文
指
南
書
で
あ
っ
た
な
ら
不
要
な
部
分
で
あ
ろ
う
。
一
例
と
し
て
、
遊
女
梅
か
え
に
関
し
て
説
明

し
た
箇
所
を
挙
げ
る
。
『
梅
か
え
物
語
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
梅
が
え

の

君と
い
へ
る
は
、
し
よ
し
の
別
当
の
北
の
方
に
宮
つ
か
へ
せ
し
女
房
に
あ
り
け
る
が
、
こ
＼
ろ
つ
か
ら
の
し
の
び
わ
ざ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遊
　
　
女
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
樹

　
　り
、
か
し
こ
を
お
ひ
や
ら
は
れ
て
、
か
う
こ
、
に
さ
す
ら
へ
て
、
あ
そ
び
め
に
み
を
か
へ
て
け
る
な
り
。
げ
に
此
の
ひ
と
も
と
の
か

　
　
薫

　
　
ほ
り
い
み
じ
う
、
お
な
じ
つ
ら
な
る
も
み
な
け
お
さ
れ
て
、
ね
た
き
こ
と
に
お
も
へ
る
み
や
ま
木
も
お
ほ
か
り
け
り
。

対
す
る
『
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
』
の
該
当
箇
所
は
、
「
雪
や
璽
や
花
ち
る
嵐
。
可
愛
男
に
偽
り
な
く
ば
、
本
の
心
で
淡
路
島
。
千
鳥
も
今
は
　
　
　
一

此
の
里
へ
身
を
ば
売
ら
れ
て
や
り
梅
の
、
名
も
梅
ケ
枝
の
突
出
し
に
は
名
木
並
ぶ
方
も
な
く
、
千
年
が
許
に
入
り
来
た
り
」
と
す
る
。
　
　
3
5

「
千鳥
も
今
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
行
す
る
章
段
を
受
け
て
、
登
場
人
物
「
千
鳥
」
が
脈
絡
を
も
っ
て
遊
女
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
一

千
鳥
と
は
何
者
な
の
か
、
先
行
す
る
章
段
に
詳
述
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
対
す
る
『
梅
か
え
物
語
』
は
、
原
文
の
意
訳
と
も
な
っ
て
い
な

い
。
「
梅
が
え
の
君
と
い
へ
る
は
～
」
と
い
う
表
現
を
み
て
も
、
登
場
人
物
の
説
明
を
す
る
た
め
の
書
き
出
し
で
あ
ろ
う
。
宮
仕
え
の
女

房
が
、
「
し
の
び
わ
ざ
」
ゆ
え
に
追
ひ
遣
ら
れ
、
遊
女
と
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
「
神
崎
揚
屋
の
段
」
を
雅
文
化
す
る
に
、
状
況
設
定
と

し
て
十
分
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
梅
か
え
物
語
』
だ
け
を
眺
め
み
て
も
、
場
面
設
定
が
分
か
る
よ
う
に
様
々
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
源
太
の
君
と
の
関
わ

り
を
示
す
箇
所
で
も
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
年
　
今
年

　　
「
…
契
り
そ
め
し
こ
ろ
ほ
ひ
よ
り
、
こ
ぞ
こ
と
し
と
か
ぞ
ふ
れ
ば
、
う
き
を
し
の
べ
る
と
し
比
の
う
れ
た
さ
な
ど
、
お
ぼ
ろ
げ
の
こ

　
　と
に
は
侍
ら
ず
。
聞
え
ま
ゐ
ら
せ
ん
こ
と
も
こ
＼
ら
侍
り
。
ま
つ
な
だ
ら
か
に
や
す
ら
ひ
給
ひ
て
よ
」
と
、
涙
を
ひ
と
め
う
け
て
、
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怨

　
　
ゑ

ん
じ
た
る
さ
ま
、
あ
い
ぎ
や
う
ふ
か
し
。
さ
る
は
く
だ
く
し
き
こ
と
が
な
ほ
お
ほ
か
れ
ど
か
、
ず
。

「く
だ
く
だ
し
き
こ
と
が
な
ほ
お
ほ
か
れ
ど
か
、
ず
」
と
い
う
省
筆
ゆ
え
に
、
演
劇
に
あ
っ
た
様
々
な
要
素
は
削
げ
落
ち
、
二
人
を
取
り

巻
く
場
面
状
況
が
生
き
て
く
る
。

　
「
書
な
ら
ふ
べ
き
た
め
に
は
、
よ
き
手
本
」
「
大
和
文
初
学
び
の
階
梯
」
と
だ
け
み
る
に
は
、
相
応
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
巻
末
に
あ
る
雅
望
の
抜
文
に
「
か
の
う
た
ひ
物
の
さ
ま
を
物
が
た
り
ぶ
み
の
や
う
に
か
き
や
り
み
た
る
な
り
」
と
あ
る
が
、
文

字
通
り
『
梅
か
え
物
語
』
は
「
物
語
ぶ
み
」
の
第
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

物
語
ぷ
み
の
周
縁

　と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
雅
望
の
「
物
語
ぶ
み
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
時
如
何
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
昨
今
の
研
究
成
果
　
　
　
一

を
ふ
ま
え
つ
つ
、
簡
潔
に
眺
め
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
6

　ま
ず
、
寛
政
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
居
宣
長
の
『
玉
あ
ら
れ
』
を
例
に
と
ろ
う
。
『
玉
あ
ら
れ
』
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
　
　
　
　
一

　
　今
の
人
の
文
は
、
時
代
の
わ
き
ま
へ
な
く
し
て
、
中
昔
の
ふ
り
な
る
文
に
奈
良
以
前
の
詞
も
を
り
を
り
ま
じ
り
、
又
ふ
る
き
ふ
り
な

　
　る
文
に
、
む
げ
に
近
き
世
の
詞
も
ま
じ
り
な
ど
し
て
、
か
の
鳴
声
ぬ
え
に
似
た
り
と
か
い
ひ
て
、
む
か
し
有
け
る
け
だ
も
の
の
こ
こ

　
　ち
す
る
ぞ
多
か
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
時
代
の
ふ
り
の
た
が
ひ
」
の
項
）

言葉
に
「
時
代
の
わ
き
ま
へ
」
の
必
要
な
こ
と
を
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。
「
ふ
る
き
ふ
り
な
る
文
」
を
書
こ
う
と
す
る
に
「
近
き
世
の
詞
」

を
交
え
る
こ
と
は
、
時
代
を
混
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
か
の
鳴
声
ぬ
え
に
似
た
り
」
と
、
そ
の
存
在
の
お
ぼ
つ
か
な
き
も
の
と
し
て
排

除
し
て
い
る
。

　
こ
れ
が
、
村
田
春
海
な
ど
へ
の
批
判
な
の
は
既
に
指
摘
さ
れ
る
。
対
す
る
春
海
に
代
表
さ
れ
る
「
江
戸
派
」
に
も
次
の
よ
う
な
発
言
が

残さ
れ
て
い
る
。



　
　
○
お
よ
そ
文
と
い
ふ
も
の
は
、
唐
も
や
ま
と
も
、
後
の
世
に
あ
り
て
古
の
す
が
た
の
文
を
か
く
に
は
、
古
の
詞
の
み
に
て
つ
く
ら
る

　
　
べき
も
の
に
あ
ら
ず
。
そ
は
後
の
世
の
事
を
古
に
う
つ
し
て
書
わ
ざ
な
れ
ば
、
古
に
な
き
事
は
、
か
な
ら
ず
後
の
詞
を
あ
や
な
し

　
　て
、
古
の
す
が
た
に
な
ぞ
ら
へ
て
い
は
で
か
な
は
ぬ
こ
と
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
玉
あ
ら
れ
論
』
よ
り
）

　
　○
近
き
頃
の
人
の
和
文
を
つ
く
る
を
見
る
に
、
み
だ
り
に
人
の
耳
ど
ほ
き
古
言
を
つ
ぶ
り
て
人
を
お
ど
ろ
か
さ
ん
と
す
る
人
多
し
。

　
　も
と
文
の
つ
た
な
き
も
、
た
く
み
な
る
も
さ
と
び
た
る
も
、
み
や
び
た
る
も
、
詞
の
古
き
あ
た
ら
し
き
に
よ
る
に
は
あ
ら
ず
。
そ
は

　
　詞
の
用
ざ
ま
、
其
趣
を
得
た
る
と
、
趣
を
得
ざ
る
と
、
其
人
の
心
の
さ
と
り
あ
き
ら
か
な
る
と
、
く
ら
き
に
有
。
事
の
い
ひ
ざ
ま
い

　
　
やし
か
ら
ず
、
心
よ
く
と
ほ
り
て
、
と
s
の
ほ
り
正
し
き
を
、
よ
き
文
也
と
は
い
ふ
に
な
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
村
田
春
海
『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
二
「
文
つ
く
る
に
ご
＼
う
え
あ
り
」
）

「古
の
詞
」
の
み
に
拘
泥
し
た
宣
長
な
ど
の
姿
勢
を
批
判
し
、
む
し
ろ
「
事
の
い
ひ
ざ
ま
い
や
し
か
ら
ず
、
心
よ
く
と
ほ
り
て
、
と
、
の
　
　
一

ほ
り
正
し
き
」
こ
と
ー
他
で
は
「
古
の
文
の
姿
と
い
き
ほ
ひ
」
と
表
現
し
て
い
る
が
ー
へ
と
目
を
向
け
て
い
る
。
春
海
の
遺
稿
『
竺
志
船
　
　
3
7

物
語芳
註
』
で
序
を
も
の
し
た
小
山
田
与
清
も
、
次
の
如
く
宣
長
な
ど
「
ふ
る
こ
と
学
」
の
輩
を
排
斥
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　近
世
に
な
り
て
、
ふ
る
こ
と
学
な
ど
い
ひ
の
s
し
る
輩
も
、
な
ほ
お
も
ひ
わ
か
ず
し
て
、
て
に
を
は
か
な
も
じ
つ
か
ひ
の
さ
だ
に
お

　
　も
ひ
を
こ
ら
し
、
あ
る
は
こ
と
ば
つ
か
ひ
に
ご
、
ろ
を
く
だ
き
ぬ
れ
ど
、
す
が
た
の
わ
い
だ
め
を
し
も
さ
と
ら
ざ
る
は
、
あ
さ
ま
し

　
　
き
わ
ざ
な
ら
ず
や
。

　例
え
ば
、
戯
作
者
曲
亭
馬
琴
は
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
「
第
九
輯
下
秩
中
巻
第
十
九
簡
端
贅
言
」
に
お
い
て
、
こ
の
『
竺
志
船
物
語
芳

註
』
を
評
し
「
皇
国
の
故
事
に
翻
案
し
て
古
言
も
て
綴
れ
る
な
り
。
然
し
も
能
文
の
所
為
な
れ
ば
、
必
初
学
の
為
に
資
助
に
な
る
よ
し
多

か
ら
む
」
と
絶
賛
す
る
。
「
和
漢
の
文
章
、
そ
の
規
矩
を
ま
も
り
て
は
、
か
、
る
有
さ
ま
は
一
と
下
り
も
書
が
た
か
る
べ
し
」
（
「
八
犬
伝

八
輯
下較
の
貴
評
に
答
ま
つ
る
ふ
み
」
）
と
す
る
馬
琴
に
と
っ
て
、
宣
長
の
よ
う
に
「
古
の
詞
」
を
正
確
に
用
い
る
よ
り
は
、
「
事
の
い
ひ
ざ

ま
い
や
し
か
ら
ず
、
心
よ
く
と
ほ
り
て
、
と
、
の
ほ
り
正
し
き
」
こ
と
を
求
め
た
春
海
の
立
場
を
、
よ
り
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

石
川
雅
望
『
梅
か
え
物
語
』
私
論
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新
し
い
表
現
の
可
能
性
を
模
索
し
た
馬
琴
は
、
「
規
矩
」
に
固
執
す
る
だ
け
で
は
文
章
は
書
け
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
宣
長
で
さ
え

も
、
「
文
」
の
人
と
し
て
春
海
を
評
価
し
た
（
『
復
古
四
大
家
譜
』
掲
載
逸
話
、
「
村
田
春
海
歌
論
添
削
』
本
居
大
平
識
語
等
）
。
そ
う
し
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
『
玉
あ
ら
れ
』
な
ど
の
主
張
と
は
裏
腹
に
、
当
時
に
お
け
る
「
文
」
を
巡
る
趨
勢
を
捉
え
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　と
は
い
え
、
当
時
、
春
海
の
よ
う
な
「
文
」
の
あ
り
方
が
評
価
の
機
軸
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。
小
林
歌
城
な
ど

は
、
春
海
の
文
章
よ
り
も
雅
望
の
文
章
に
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
今
、
そ
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
し
え
て
い
な
い
が
、
武
島
羽

衣
に
よ
る
論
考
「
小
説
家
と
し
て
の
石
川
雅
望
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
二
〇
1
一
〇
・
大
正
三
年
十
月
）
に
引
く
小
林
歌
城
の
発
言
を
紹
介
し

て
みた
い
。

　
　真
淵
は
、
記
紀
・
古
語
拾
遺
・
祝
詞
及
び
宣
命
の
類
な
ど
よ
り
、
上
古
の
言
を
と
り
集
め
て
、
自
在
を
な
し
、
飯
盛
（
山
本
注
－
雅

　
　望

の
こ
と
）
は
、
う
つ
ぼ
．
源
氏
．
落
く
ぼ
及
び
枕
草
子
や
う
の
辞
の
み
用
ゐ
て
、
宣
長
が
学
び
の
親
教
へ
に
、
も
の
が
た
り
ぶ
　
　
　
一

　
　み
、
皇
国
な
ど
の
歯
の
う
く
や
う
な
る
造
り
語
一
つ
も
交
へ
ず
、
を
か
し
く
造
り
た
り
。
（
省
略
）
春
海
な
ど
も
文
は
よ
く
書
き
た
　
　
3
8

　
　れど
、
を
り
く
は
い
や
な
る
事
も
ま
じ
り
候
。
飯
盛
は
中
昔
の
詞
の
み
つ
か
ひ
て
い
さ
＼
か
も
後
世
ぶ
り
に
引
こ
ま
れ
申
さ
ゴ
る
　
　
　
一

　
　故
に
か
く
は
申
す
也
。

春海
の
表
現
に
は
「
い
や
な
る
事
も
ま
じ
」
る
の
に
対
し
、
雅
望
な
ど
は
「
中
昔
の
詞
の
み
つ
か
ひ
て
」
「
造
り
語
一
つ
交
へ
ず
」
「
い

さ
＼
か
も
後
世
ぶ
り
に
引
き
こ
ま
れ
」
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
加
え
て
、
雅
望
『
飛
騨
匠
物
語
』
祓
文
を
記
し
た
尋
幽
亭
載
名
の

発
言
にも
注
目
し
て
み
よ
う
。

　
　
い

で
や
あ
や
し
き
は
、
こ
の
ご
ろ
世
に
と
り
は
や
す
物
語
文
よ
。
さ
る
は
、
お
の
れ
だ
に
知
ら
ぬ
み
や
び
事
を
さ
へ
と
り
ま
じ
へ
、

　
　
ほ

s
ゆ
が
め
て
、
あ
な
が
ち
に
口
さ
き
ら
と
ぎ
て
の
s
し
る
か
ら
、
か
の
鳴
く
声
鶴
に
似
か
よ
ひ
て
、
あ
ら
ぬ
獣
の
化
け
そ
こ
な
ひ

　
　
た
ら
ん
や
う
に
、
う
た
て
こ
ち
な
き
書
き
ざ
ま
を
も
す
め
り
。

こ
こ
で
は
「
世
に
と
り
は
や
す
物
語
文
」
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
注
目
は
「
と
り
ま
じ
へ
」
た
文
章
に
対
し
、
「
か
の
鳴
く
声
鶴
に
似



か
よ
ひ
て
」
と
讐
え
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
宣
長
『
玉
あ
ら
れ
』
と
同
じ
く
「
鶴
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
「
と
り
ま
じ
へ
」
た
文
章

を
排
斥
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
馬
琴
や
春
海
と
は
立
場
を
異
に
し
た
立
場
も
同
時
期
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
宣
長
が
学
び
の
親
教
へ
」
と
す
る
歌
城
の
表
現
か
ら
は
、
雅
望
は
宣
長
の
系
譜
に
連
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
歌
城
は
そ
れ
以
上
に
雅
望

を
評
価
し
て
い
よ
う
。
歌
城
の
評
価
は
、
二
点
に
渉
る
。
一
つ
は
「
中
昔
の
詞
の
み
」
と
い
う
時
代
を
弁
え
た
用
語
の
限
定
性
、
も
う
一

つは
、
「
歯
の
う
く
や
う
な
る
造
り
語
一
つ
も
交
へ
」
な
い
姿
勢
で
あ
る
。

　さ
て
、
翻
っ
て
雅
望
の
「
文
」
、
と
り
わ
け
『
梅
か
え
物
語
』
な
ど
は
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
古
事
記
・
日
本
紀
の
御
典
を
は
じ
め
、
万
え
ふ
・
古
今
・
六
て
ふ
・
夫
木
の
代
々
の
歌
巻
、
う

つ
ほ

・

竹
と
り
・
く
ゑ
ん
し
・
栄
花
と
く
さ
ぐ
さ
の
物
語
ぶ
み
ど
も
、
大
か
た
雅
言
の
あ
か
し
と
す
べ
き
か
ぎ
り
つ
み
い
で
、
え
り
い

で
＼
」
作
ら
れ
た
『
雅
言
集
覧
』
に
採
録
さ
れ
た
言
葉
、
「
歌
巻
」
の
言
葉
も
加
わ
っ
て
、
「
大
か
た
雅
言
の
あ
か
し
」
と
す
べ
き
言
葉
に
　
　
　
一

よ
っ
て
『
梅
か
え
物
語
』
は
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
「
時
代
の
わ
き
ま
へ
」
と
い
う
ほ
ど
の
厳
密
な
姿
勢
は
な
か
っ
た
。
歌
城
　
　
3
9

の

云う
「
中
昔
の
詞
の
み
」
と
い
う
の
は
、
こ
と
『
梅
か
え
物
語
』
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
が
、
む
し
ろ
歌
城
の
云
う
「
造
り
語
一
つ
も
　
　
　
一

交
へ
」
な
い
姿
勢
だ
け
は
、
　
一
貫
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
武島
羽
衣
は
先
掲
論
考
で
、
小
林
歌
城
の
発
言
を
受
け
て
『
梅
か
え
物
語
』
に
も
触
れ
て
い
る
。

　
　梅
が
枝
物
語
は
ひ
ら
が
な
盛
衰
紀
の
四
段
目
の
梅
が
え
が
手
水
鉢
を
打
つ
と
こ
ろ
を
訳
し
て
あ
る
。
而
し
て
用
語
は
之
を
苛
も
せ

　
　ず
。
一
句
と
し
て
出
典
な
き
も
の
は
な
し
と
い
ふ
に
至
り
て
は
、
其
の
博
覧
と
強
記
と
は
実
に
驚
く
べ
き
で
あ
る
。

コ
句
と
し
て
出
典
な
き
も
の
は
な
し
」
と
し
た
姿
勢
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
。
当
時
に
お
い
て
も
様
々
な
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
よ
う

に
、
こ
と
は
今
日
評
価
す
る
我
々
の
側
の
立
場
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

石
川
雅
望
『
梅
か
え
物
語
』
私
論
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註す
る
書
物

　
雅
望
は
、
「
雅
言
」
の
、
特
に
コ
句
と
し
て
出
典
な
き
も
の
は
な
し
」
と
い
う
点
に
拘
っ
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
『
梅
か
え
物
語
』

は
書
物
の
様
式
も
特
色
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
様
式
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
『
梅
か
え
物
語
』
版
本
の
一
系
統
に
は
、
傍
注
な
ら
び
に
頭
注
、
挿
絵
が
存
在
す
る
。
諸
本
の
詳
細
は
稿
を
改
め
て
い
る
が
（
相
愛
大

学
研
究
論
集
拙
稿
参
照
）
、
こ
う
し
た
様
式
に
も
雅
望
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
か
し
ら
が
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
み

　
　標
註
を
も
く
は
へ
て
ん
や
な
ど
、
い
ひ
そ
ゴ
の
か
せ
し
人
あ
り
し
か
ど
、
い
と
ふ
る
き
世
の
書
に
も
あ
ら
ず
、
ま
の
あ
た
り
師
の

　
　
ふ

でず
さ
び
な
る
も
の
を
、
い
と
こ
と
く
し
げ
に
、
標
註
ま
で
や
は
と
て
や
み
ぬ
。

右
は
雅
望
の
著
作
に
附
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
小
山
田
与
清
の
記
す
『
竺
志
船
物
語
芳
註
』
凡
例
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
「
い
ひ
そ
ゴ
の
　
　
　
一

か
せし
人
」
と
は
清
水
浜
臣
の
こ
と
。
本
書
の
刊
行
を
巡
っ
て
、
与
清
と
浜
臣
の
間
に
齪
鱈
す
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
こ
と
は
夙
に
有
名
で
　
　
4
0

あ
る
。
今
注
目
し
た
い
の
は
、
「
い
と
ふ
る
き
世
の
書
」
で
も
な
い
か
ら
、
「
標
註
」
を
掲
げ
る
の
を
止
め
た
、
と
い
う
一
点
に
あ
る
。
　
　
　
　
一

　
『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
を
例
と
し
て
示
す
な
ら
ば
、
「
頭
注
」
は
、
「
中
世
ま
で
の
写
本
中
心
の
時
代
か
ら
版
本
中
心
の
時
代
に

な
り
、
広
く
町
人
階
級
に
ま
で
古
典
が
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
従
来
は
師
の
講
釈
に
よ
っ
て
古
典
を
読
解
し
て
い
た
の
が
、
一
冊
の

版本
の
頭
注
に
よ
っ
て
古
典
を
読
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
画
期
的
な
註
釈
形
式
」
で
あ
り
、
「
寛
文
・
延
宝
（
一
六
六
一
～
八
一
）
の
頃

か
ら
特
に
流
行
し
は
じ
め
た
」
と
言
う
。
つ
ま
り
「
頭
注
」
は
近
世
以
降
に
流
行
し
た
一
様
式
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
い
と
ふ
る
き

世
の
書
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ

の点
、
「
傍
注
」
は
も
う
少
し
時
代
を
遡
る
。
「
す
で
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
藤
原
清
輔
筆
本
や
藤
原
定
家
筆
本
な
ど
に
、
自
筆
の
注

が

行間
を
主
と
し
た
本
文
の
空
白
部
に
見
ら
れ
、
室
町
時
代
の
『
伊
勢
物
語
』
の
写
本
に
は
、
講
釈
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
秘
注
の
類

が朱
筆
や
墨
筆
で
行
間
に
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
」
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
点
、
少
し
補
足
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
中
世
以
前
の
写
本



中
心
の
時
代
に
お
け
る
「
傍
注
」
は
、
言
わ
ば
「
書
き
入
れ
」
で
あ
り
、
は
じ
め
か
ら
本
文
に
傍
書
さ
れ
た
形
式
の
版
本
と
は
異
な
ろ

う
。
『
梅
か
え
物
語
』
で
も
平
仮
名
で
書
か
れ
た
本
文
に
傍
記
と
し
て
漢
字
を
宛
て
て
い
る
。
は
じ
め
か
ら
漢
字
表
記
の
本
文
に
ル
ビ
を

付し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
、
に
も
関
ら
ず
で
あ
る
。
頭
注
と
併
用
し
て
傍
注
が
意
識
的
に
加
え
ら
れ
て
い
る
書
物
に
、
『
首
書
源
氏
物

語
』
や
『
湖
月
抄
』
な
ど
の
古
典
註
釈
書
の
版
本
が
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
良
い
。

　
加
え

て

『梅
か
え
物
語
」
は
一
丁
表
裏
に
相
応
し
て
挿
絵
二
面
が
存
在
す
る
。
版
本
と
な
っ
た
物
語
に
挿
絵
が
つ
い
た
の
は
、
江
戸
時

代
に入
っ
て
、
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
』
あ
た
り
を
始
め
と
す
る
。
そ
し
て
、
通
俗
向
け
の
出
版
物
が
盛
行
す
る
に
従
い
飛
躍
的
に
増
加
し

て
い
っ

た
こ
と
も
、
周
知
の
文
学
史
的
事
項
に
属
す
る
だ
ろ
う
。

　
雅
望
の

『
梅
か
え物
語
』
は
、
そ
の
ま
ま
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
古
典
注
釈
書
の
版
本
の
一
典
型
の
様
式
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
先

に
引
用
し
た
与
清
の
発
言
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
様
式
こ
そ
が
、
「
ふ
る
き
世
の
書
」
と
見
な
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
　
　
　
一

であ
る
。
今
日
の
研
究
成
果
か
ら
眺
め
み
る
と
き
、
江
戸
初
期
の
版
本
注
釈
書
の
類
に
み
る
様
式
は
、
決
し
て
古
写
本
に
見
い
だ
せ
る
も
　
　
4
1

の

で
は
な
い
。
挿
絵
が
存
在
す
る
こ
と
、
冊
子
本
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
無
い
に
等
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
　
　
一

少な
く
と
も
、
決
し
て
そ
れ
が
中
古
の
時
代
様
式
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
つま
り
、
雅
望
は
、
そ
の
生
き
た
時
代
に
お
い
て
「
い
と
ふ
る
き
世
の
書
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
体
裁
で
、
「
造
り
語
一
つ
も
交
へ
」

ず
、
出
拠
を
も
っ
た
「
大
か
た
雅
言
の
あ
か
し
」
と
す
べ
き
言
葉
に
よ
っ
て
、
『
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
』
の
一
章
段
か
ら
「
雅
言
」
に
よ
る

「物
語
ぶ
み
」
を
創
り
あ
げ
て
い
っ
た
。
し
か
し
結
果
的
に
は
、
雅
望
は
中
古
の
様
式
を
全
面
に
模
し
な
が
ら
、
実
は
、
近
世
の
（
雅
望

の時
代
の
）
様
式
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
皮
肉
な
事
態
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お

わり
に

雅
望
が目
指
し
た
も
の
は
、
俗
の
世
界
を
雅
の
詞
で
え
が
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
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『
都
の
手
ぶ
り
』
は
、
た
ゴ
今
眼
の
ま
へ
に
あ
る
所
の
、
ひ
た
ぶ
る
の
鄙
僅
狼
雑
な
る
事
の
み
に
て
、
雅
文
に
は
い
と
か
き
と
り
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
グ
　
レ

　
　た
き
こ
と
な
る
を
、
か
く
ま
で
自
在
に
訳
さ
れ
た
る
こ
と
、
此
翁
に
あ
ら
ざ
れ
ば
あ
た
は
ざ
る
所
に
し
て
、
其
倭
文
章
に
卓
絶
給
へ

　
　る
こ
と
、
た
ゴ
此
一
書
を
見
て
も
し
ら
る
、
を
や
。

前
掲
『
難
後
言
』
に
あ
る
雅
望
評
で
あ
る
。
須
く
出
自
を
も
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
雅
び
の
世
界
へ
と
訳
す
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
読
者

も
、
そ
の
描
く
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
る
な
か
で
は
、
如
何
な
る
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
に
興
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
身
近
な
読
者
の
、
つ
ま
り
俗
の
俗
た
る
人
々
が
そ
う
し
た
知
的
作
業
を
解
読
す
る
こ
と
に
興
味
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
と
し
た

ら
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
れ
は
、
学
者
の
街
学
的
趣
味
に
陥
い
る
危
険
性
す
ら
孕
ん
で
し
ま
う
。
様
々
な
文
体
模
索
は
、
か
え
っ
て
読
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ン

限
定
し
た
も
の
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
『
難
後
言
』
は
「
こ
れ
を
雅
文
に
訳
さ
ん
こ
と
は
誠
に
か
た
し
と
も
か
た
き
わ
ざ
に
て
、
当
時

国
学
先
生
と
よ
ば
る
s
人
た
ち
の
筆
に
も
さ
ら
に
及
べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ず
な
む
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
作
品
自
体
の
価
値
　
　
　
一

と
は
裏
腹
で
あ
ろ
う
。
『
梅
か
え
物
語
』
は
、
単
独
で
読
み
う
る
工
夫
を
こ
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
読
む
読
者
は
何
を
求
め
て
読
む
の
　
　
4
2

か
、
ま
た
そ
の
描
か
れ
た
文
章
・
体
裁
を
ど
う
理
解
し
た
の
か
。
微
妙
な
「
危
う
さ
」
の
中
に
成
立
し
た
知
的
営
為
の
産
物
な
の
で
あ
っ
　
　
一

た
。


