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潜

在

す

る

型

取

り

―
―
更
級
日
記
の
世
界
形
成
、
物
語
よ
り
宗
教
へ
の
転
換
期
に
お
け
る
―
―

深

①
　
長
久
元
年

（
一
〇
四
〇
）
３３
歳
春
―
―
か
う

（宮
仕
え
に
）
立
ち
出
で

ぬ
と
な
ら
ば
、
さ
て
も
宮
仕
へ
の
方
に
も
た
ち
馴
れ
、
世
に
ま
ざ
れ
た
る

も
、
ね
ぢ
け
が
ま
し
き
お
ぼ
え
も
な
き
ほ
ど
は
、
お
の
づ
か
ら
人
の
や
う

に
も
お
ぼ
し
も
て
な
さ
せ
給
ふ
や
う
も
あ
ら
ま
し
。
親
た
ち
も
い
と
心
得

ず
、
ほ
ど
も
な
く
籠
め
据
ゑ
つ
。

ゆ
跡
燃
鵡
マ
鵡
請
い
鏑

（
仕

一 ぇ
ぃ
ぉ
罐
「
〔
脚
〓
嘲
暉
マ

夫 っ
鹸
ど
は
議
誦
撫
繰
餃

の
旅
立
ち
に
伴
な
っ
た
長
男
仲
俊
の
姿
か
ら
見
て
、
仲
俊
の
出
生
を
大
が
下
野

よ
り
帰
京

〈寛
徳
二
年
＝

一
０
四
五
）
後
と
す
る
と
、
十
二
歳
以
下
に
な
っ
て

不
適
当
だ
か
ら
、
夫
の
下
野
赴
任
時
期
と
の
か
ら
み
で
長
久
二
年
秋
ま
で
に
は

出
生
ず
み
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
時
期
に
は
著
者
は
結
婚
済
み
だ
っ
た

と
考
え
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

②
　
そ
の
後
著
者
の
物
語
熱
も
醒
め
て
行
き
、
こ
れ
ま
で
信
心
の
わ
ざ
に
も

努
め
ず
に
、
う
か
う
か
と
多
く
の
年
月
を
空
費
し
て
来
た
事
を
後
悔
し
、

―
―
こ
の
あ
ら
ま
し
ご
と
と
て
も
、
思
ひ
し
こ
と
ど
も
は
、
こ
の
世
に
あ

ん
ぺ
か
り
け
る
こ
と
ど
も
な
り
や
。
光
る
源
氏
ば
か
り
の
人
は
こ
の
世
に

お
は
し
け
り
や
は
。
薫
大
将
の
宇
治
に
隠
し
据
ゑ
給
ふ
べ
き
も
な
き
世
な

沢

三

千

男

り
。
あ
な
物
狂
ほ
し
。
い
か
に
よ
し
な
か
り
け
る
心
な
り
と
思
ひ
し
み
は

て
て
、
…
…

と
あ
る
よ
う
に
結
婚
を
転
機
と
し
て
心
境
の
変
化
を
来
た
し
、
現
実
に
目
醒
め

始
め
る
の
だ
が
、
き
り
と
て
家
庭
婦
人
に
徹
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
め
い
の
出

仕
に
も
ひ
か
さ
れ
て
ず
る
ず
る
と
中
途
半
端
な
富
仕
え
を
続
け
る
う
ち
、
…
…

③
　
長
久
三
年

（
一
〇
四
二
）
３５
歳
初
冬
、
祐
子
内
親
王
の
御
前
に
宿
直
中

朋
輩
を
横
に
、
紫
式
部
日
記
の
や
は
り
御
前
の
宿
直
仲
間
大
納
言
の
君
の

け
は
い
を
恋
し
く
思

っ
た
、

「
う
き
寝
せ
し
水
の
上
の
み
恋
し
く
て
鳴
の

上
毛
に
冴
え
ぞ
劣
ら
ぬ
」
の
歌
に
似
た
、

「
わ
が
こ
と
ぞ
水
の
う
き
寝
に

明
か
し
つ
つ
上
毛
の
霜
を
払
ひ
わ
ぷ
な
る
」
の
歌
を
詠
む
。

る
」
¨
鯨

指 ‐こ
摘 っ
ぃ
敗
［

あ
（

、
観
「
部
日
記
の
こ
つ
段
に
情
趣
の
似
通
う
も
の
が
あ

０
　
同
じ
時

（記
事
順
と
し
て
は
少
少
さ
か
の
ぼ
る
か
？
）

「
十
月
つ
い
た

ち
ご
ろ
」
の
不
断
経
の
夜
、
―
―
そ
な
た
近
き
戸
口
に
対
潤
引
ば
か
り
立

ち
出
で
て
聞
き
つ
つ
、
物
語
し
て
寄
り
臥
し
て
あ
る
に
、
ま
ゐ
り
た
る
人

（源
資
通
）
の
あ
る
を
、

「
逃
げ
入
り
て
局
な
る
人
々
呼
び
上
げ
な
ど
せ

む
も
見
苦
し
。

さ
は
れ
。　
た
だ
折
か
ら
こ
そ
、　
か
く
て
た
だ
」

と
言
ふ



い
ま
ひ
と
り
の
あ
れ
ば
、
傍
ら
に
て
聞
き
ゐ
だ
る
に
、
減
ｄ
な
引
０
議
や

か
な
る
け
は
ひ
に
て
物
な
ど
言
ふ
、
口
惜
し
か
ら
ざ
な
り
。

（著
者
の
存

在
に
気
づ
い
て
）

「
い
ま
ひ
と
り
は
」
な
ど
問
ひ
て
、
世
の
常
の
う
ち
つ

け
の
け
さ
ら
び
て
な
ど
も
言
ひ
な
さ
ず
。
世
の
中
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど

橿
潤
メ
潟
副
慰
緻
掛
当
副
蠍
Щ
Ｏ
で
、
さ
す
が
に
厳
し
う
引
き
入
り
難
い
節

々
あ
り
て
、
我
も
人
も
答
へ
な
ど
す
る
を
、

０
　
「秋
の
末
つ
方
」
八
宮
が
四
季
念
仏
で
寺
籠
り
不
在
中
の
夜
来
訪
し
た

薫
の
応
対
に
、
場
慣
れ
し
た

「奥
深
き
」
女
房
を
、

「
久
し
く
」
か
け
て

起
こ
し
て
出
て
も
ら
う
の
も
わ
ざ
と
ら
し
い
の
で
、
止
む
得
ず
大
君
自
ら

応
対
す
る

【橋
姫
】
。

０
　

（薫
は
）
そ
の
頃
十
四
五
ば
か

，
に
て
、
い
と
き
び
は
に
幼
か
る
べ
き

ほ
ど
よ
り
は
、
心
お
き
て
最
ゴ
な
憑
郵
漱
「
『
ｑ
、
め
や
す
く
、
■
…

【竹

河
】

０
　
（薫
は
）
世
の
常
の
す
ぎ
ず
き
し
さ
も
見
え
ず
、
い
と
い
た

，
し
づ
ま

男
た
る
を
ぞ
、
こ
こ
か
し
こ
０
若
き
人

（女
房
）
ど
も
、
日
惜
し
う
ざ
う

ざ
う
し
き
こ
と
に
思
ひ
て
、
言
ひ
な
や
ま
し
け
る
。

【竹
河
】

０
　
八
宮
の
死
後
薫
か
ら
強
く
迫
ら
れ
た
大
君
は
、
薫
に
悪
い
感
じ
は
持
っ

て
い
な
い
が
、
自
分
は
独
身
を
通
し
、
若
い
盛
り
の
中
君
の
方
を
縁
づ
か

せ
よ
う
と
決
心
す
る

【総
角
】
。

０
　
右
の
前
段
階
、
薫
は
大
君
と
深
い
語
ら
い
を
す
る
―
―
お
ほ
か
た
の
世

ｇ

跛

割

創

「

な

卵

可

以

風

い

覇

科

蛍

讃

譜

剛

司

繁

夢

一■
司
電
螢
鳳
烈
縦
輝
ｏ
…
１
挙
句
大
君
は
遮
蔽
具
を
押
し
の
け
て
入
り
込

ん
で
来
た
薫
に
捉
え
ら
れ
、
添
い
寝
心
れ
た
状
態
で
ひ
ど
く
辛
が
り
は
す

る
も
の
の
、
薫
０
強
い
自
制

，
あ
り
、
「常
な
き
世
の
御
物
語
に
、
時
々

さ
し
い
ら
へ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
い
と
見
所
多
く
め
や
す
し
」
と
い
う
状
態

で
夜
を
明
か
し
て
し
ま
い
、
別
れ
に
際
し
て
薫
は
１
１

「何
と
は
な
く
て
、

た
だ
か
や
う
に
月
を
も
花
を
も
、
同
じ
心
に
も
て
遊
び
、
は
か
な
き
世
の

あ
り
さ
ま
を
聞
こ
え
あ
は
せ
て
な
む
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
き
」
と
、
い
と
な
つ

か
し
き
さ
ま
し
て
語
ら
ひ
聞
え
給
へ
ば
、

（大
君
も
）
や
う
や
う
恐
ろ
し

さ
も
慰
み
て
、
…
…
物
隔
て
で
こ
そ
隔
意
の
な
い
旨
を
答
え
る

【
総
角
】
。

源
資
通
と
の
初
接
触
を
語
る
０
の

「
十
月
…
…
」
は
、
０
の
大
君
と
の
初
接

触
に
季
節
的
に

一
致
し
、

「
ふ
た
り
」
ペ
ア
に
な
る
点
に
ふ
大
君

。
中
君
の
ペ

ア
に
通
う
も
の
が
あ
る
。
応
対
係
の
女
房
を
呼
び
上
げ
る
の
が
わ
ず
ら
わ
し
い

か
ら
と
い
う
、
状
況
的

一
致
の
点
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
に
資
通
の
目
立
た
ぬ

も
う

一
人
を
仲
間
外
れ
に
す
ま
い
と
い
う
八
方
美
人
的
配
慮
も
薫
的
で
あ
ろ
う
。

「
お
ど
な
し
く
静
や
か
」

「
世
の
常
な
ら
ず
」

「
世
の
中
の
あ
は
れ
な
る
こ
と

ど
も
…
…
」
な
ど
０
０
０
の
該
当
箇
所
と
照
合
す
る
と
、
色
め
か
し
か
ら
ぬ
点

源
氏
や
匂
宮
と
は
全
く
異
質
的
で
、
源
氏
な
ど
よ
り
む
し
ろ
薫
の
雰
囲
気
に
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
い
ま
ひ
と
り
」
を
表
に
立
て
て
、

自
分
の
方
は
極
力
後
ず
さ

，
し
て
い
る
意
識
は
０
に
示
し
た
大
君
に
似
通
い
、

後
出
⑫
に
見
ら
れ
る

「
も
ろ
と
も
な
り
し
人
」
の
よ
う
に
、
著
者
自
身
も
富
中

に
留
ま
れ
ば
、
資
通
と
の
接
触
を
維
持
で
き
な
く
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

△

⑩
　
（資
通
は
）
春
秋
の
事

（△

「争
」
ノ
誤
写
説
モ
ア
リ
）
な
ど
い
ひ
て
、

…
…
春
霞
、
春
の
朧
月
、
琵
琶
の
興
、
秋
の
明
月
、
霧
、
そ
の
他
に
等
、

横
笛
の
興
、
冬
の
冴
え
た
空
、
雪
、
事
業
の
興

（全
て
音
楽
に
か
か
わ
る

の
は
、
音
楽
Ｑ
各
手
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
が
）
を
語
っ
て
、

「
い
づ
れ

（の
季
節
）
に
か
御
心
留
ま
る
」
と
問
わ
れ
、
先
に
秋
の
夜
と
答
え
て
し

ま
っ
た
朋
輩
に
賛
成
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
話
は
活
性
化
し
な
い
の
で
、

著
者
は
春
の
月
景
の
す
ば
ら
し
さ
を
讃
え
る
歌
を
詠
む
と
、
資
通
は
す
っ



か
り
感
動
し
、
命
の
あ
ら
ん
限
り
春
の
夜
を
思
い
出
の
よ
す
が
に
し
よ
う

と
の
対
詠
で
、
秋
に
心
寄
せ
の
朋
輩
の
す
ね
た
対
詠
を
呼
び
起
こ
す
。
資

通
は
女
房
二
人
の
対
立
に
わ
ざ
と
困
っ
た
ふ
り
を
し
て
、
話
題
を
冬
に
転

じ
、
伊
勢
の
斎
宮
御
所
に
使
い
し
て
、
感
銘
深
い
音
語
り
を
す
る
老
女
房

に
接
し
て
の
冬
の
夜
の
、
琵
琶
の
演
奏
に
も
関
連
し
て
、
終
生
忘
れ
ら
れ

な
い
思
い
出
を
語
り
、
そ
れ
に
比
せ
ら
れ
る
べ
き
、
今
宵
の
よ
う
な
冬
の

時
雨
降
る
闇
夜
の
事
も
、
終
生
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
に
な
る
だ
ろ
う
な

，ど
言

っ
て
別
れ
た
後
、

「誰
と
知
ら
れ
じ
」
と
思

っ
た
の
は
、
こ
の
夜
の

事
に
つ
い
て
、
互
い
の
き
れ
い
な
よ
き
思
い
出
だ
け
大
切
に
し
て
、
い
や

雌鰤購け鶴濃勘‐こ合詢【”は「】嚇籠猪弓漱メ勲卸燎̈
朝いな（っ秋

て
し
ま
う
。

ω

．
薄
雲
巻
で
源
氏
の
梅
壺
女
御
に
対
す
る
春
秋
比
較
論
の
中
で
発
想
さ
れ
、

少
女
巻
で
四
方
四
季
の
殿
六
条
院
が
実
現
を
見
る
。

⑩
で
延
延
と
展
開
さ
れ
る
春
秋
比
較
論
は
、
源
氏
物
語
の
０
を
響
か
せ
、
う

け
つ
ぐ
の
み
な
ら
ず
、
０
の

「月
を
も
花
を
も
」
を
も
響
か
せ
合
う
事
で
、
実

は
薫
対
大
君
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

⑫
　
長
久
四
年

（
一
〇
四
三
）
３６
歳
ト
ト
又
の
年
の
八
月
（正
シ
ク
ハ
七
月
）

に
、
内
へ
入
ら
せ
給
ふ
に
、
夜
も
す
が
ら
殿
上
に
て
御
遊
び
あ
り
け
る
に
、

こ
の
人
の
侍
ひ
け
る
も
知
ら
ず
、
そ
の
夜
は
下
に
明
か
し
て
、
細
殿
の
遣

戸
を
押
し
明
け
て
見
出
だ
し
た
れ
ば
、
暁
方
の
月
の
あ
る
か
な
き
か
に
を

か
し
き
を
見
る
に
、
履
の
声
聞
こ
え
て
、
読
経
な
ど
す
る
人
も
あ
り
。
読

経
の
人
は
こ
の
遣
戸
口
に
立
ち
留
り
て
、
物
な
ど
言
ふ
に
答
へ
た
れ
ば
、

ふ
と
思
ひ
出
で
て
、

「
時
雨
の
夜
こ
そ
片
時
忘
れ
ず
恋
ひ
し
く
侍
れ
」
と

言
ム
に
、
こ
と
長
う
答
ふ
べ
き
ほ
ど
な
ら
ね
ば
、
　
　
何
さ
ま
で
思
ひ
出

で
け
む
な
ほ
ざ
り
の
木
の
葉
に
か
け
し
時
雨
ば
か
り
を
　
　
と
も
言
ひ
や

ら
ぬ
を
、
人
々
又
来
合

へ
ば
、
や
が
て
滑
り
入
り
て
、
そ
の
夜
さ
り
ま
か

で
に
し
か
ば
、
も
ろ
と
も
な
り
し
人
た
づ
ね
て
、
返
し
し
た
り
し
な
ど
も

後
に
ぞ
聞
く
。
「
あ
り
し
時
雨
の
や
う
な
ら
む
に
、
い
か
で
琵
琶
の
音
の

お
ぼ
ゆ
る
限
り
弾
き
て
聞
か
せ
む
」
と
な
む
あ
る
」
と
聞
く
に
ゆ
か
し
く

て
、
我
き
さ
る
べ
き
折
り
を
待
つ
に
、
更
に
な
し
。

「
読
経
の
人
」
た
る
点
を
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
資
通
に
は
、
若
く
し
て
宗

教
に
強
く
傾
斜
し
た
薫
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
起
こ
さ
せ
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
場

合
著
者
は
前
に
も
触
れ
た
が
、
多
少
の
無
理
を
冒
せ
ば
、

「
も
ろ
と
も
な
り
し

人
」
の
よ
う
に
、
資
通
と
再
会
す
る
可
能
性
を
維
持
す
べ
く
、
宮
中
に
留
ま
れ

な
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
資
通
も
著
者
を
深
追
い
し

な
い
し
、
孝
標
女
の
方
も
ね
ば
ら
な
い
。
多
少
な
り
と
も
積
極
的
に
求
め
れ
ば

得
ら
れ
な
く
も
な
か
っ
た
機
会
を
、
消
極
的
に
成
行
き
ま
か
せ
に
す
る
事
で
、

自
ら
故
意
に
そ
の
可
能
性
を
つ
ぶ
し
て
し
ま

っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
こ
う
し
た

疎】̈
ぃ指（て麟「摯闘期嘲蜘漱け』用一な【雌紳̈
獄議論いヽ
数れ』

制敵麒罐費わ「ゲれか』織無い硼晴】称】榊薦るっけ鴫ゅ嘲漱薇̈
『。

紫上』嗜鰤最約腋瑯̈
わ口ぐ一瞑神鴇硼朔ははＦ鞠繭料̈
〓懇鵬“絢

を
目
ざ
す
音
楽
ブ
ー
ム
の
最
中
の
、
源
氏
の
雪
月
の
景
に
接
し
て
の
冬
の
美
の

評
価
、
な
か
ん
ず
く
後
者
で
の
音
楽
と
の
深
い
関
連
を
も
と
に
、
春
秋
優
劣
論

いつら“いわ輛獅御へ帥鵬―こ展一罐硼醐「い耀け野っぃだ蜘ぃい様嗣な請制

さ
れ
つ
つ
も
、
ひ
そ
か
に
自
ら
を
源
氏
に
擬
し
て
、
冬
の
す
ば
ら
し
い
経
験
を



語

っ
た
資
通
の
折
角
の
趣
向
が
、
孝
標
女
に
は

一
向
に
通
じ
て
い
な
く
て
、
資

通
を
幻
滅
さ
せ
た
と
見
ら
れ
、
孝
標
女
の
源
氏
物
語
理
解
は
決
し
て
深
い
も
の

で
は
な
く
、
影
響
も
表
面
的
な
浅
い
レ
ベ
ル
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
見
ら

れ
（“

。
前
出
⑩
で
資
通
が
ひ
そ
か
に
自
ら
を
源
氏
に
な
ぞ
ら
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、

野
口
氏
の
御
見
解
の
通
り
孝
標
女
に
は
確
か
に

一
向
に
通
じ
て
は
い
な
か
っ
た

事
に
な
る
。
だ
が
孝
標
女
の
意
識

（な
い
し
無
意
識
）
は
前
出

０
２

０

に
も

と
ず
い
て
考
究
し
た
通
り
、
ど
う
や
ら
資
通
に
薫
を
重
ね
合
せ
て
い
た
よ
う
だ

か
ら
、

⑬
　
宇
治
大
君
は
匂
宮
が
中
君
と
結
ば
れ
て
後
の
、
止
む
を
得
な
い
通
い
の

中
絶
え
の
時
に
も
、
死
の
床
に
臥
し
て
薫
の
看
護
を
受
け
つ
つ
も
死
を
願

い
、
死
に
切
れ
ぬ
場
合
に
備
え
て
の
受
戒
を
拒
ま
れ
る
所
で
も
、
男
女
の

深
い
仲
に
な
っ
た
後
互
い
に

「
見
劣
り
」
し
て
の
、
愛
の
風
化
を
恐
れ
る

気
持
を
反
郷
し
、
そ
し
て
彼
女
は
冬
の
吹
雪
の
激
し
い
夜
薫
に
看
ら
れ
つ

つ
死
に
、
忌
み
籠
り
中
の
薫
は
、
冬
の
月
夜
の
雪
景
色
に
鐘
の
音
を
聞
い

て
、
大
君
を
失

っ
た
断
腸
の
思
い
を
噛
み
し
め
つ
つ
、

歌
を
詠
む

【
橋

姫
】
。

の
展
開
部
分
と
照
合
さ
せ
る
時
、
恐
ら
く
資
通
が
熱
烈
に
か
き
立
て
て
く
れ
た

冬
へ
の
思
い
は
、
孝
標
女
の
心
に
ま
す
ま
す
薫
に
看
ら
れ
つ
つ
、
し
か
し
結
ば

れ
な
い
侭
逝

っ
た
、
か
の
大
君
へ
の
思
い
を
か
き
立
て
る
よ
う
作
用
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
相
手
に
な
み
な
み
な
ら
ぬ
好
意
は
保
ち
な
が
ら
も
、
互
い
に

見
劣
り
す
る
後
腐
れ
の
生
ず
る
よ
う
な
縁
は
結
び
た
く
な
い
、
引
込
み
衝
動
に

も
や
は
り
通
い
合
う
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
著
者
に
は
自
分
自
身
を
大

君
的
に
形
成
す
る
作
用
が
働
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

０
　
長
久
五
年

（
一
〇
四
四
）
３７
歳
―
―
春
頃
、
の
ど
や
か
な
る
夕
つ
方
、

（資
通
が
）
ま
ゐ
り
た
な
り
と
聞
き
て
、
そ
の
夜
も
ろ
と
も
な
り
し
人
と

ゐ
ざ
り
出
づ
る
に
、
外
に
人
々
ま
ゐ
り
、
内
に
も
例
の

（公
卿

・
殿
上
人

の
応
対
係
の
）
人
々
あ
れ
ば
、
出
で
き
い
て
入
り
ぬ
。
あ
の
人

（資
通
）

も
さ
や
思
ひ
け
む
。
し
め
や
か
な
る
夕
暮
を
推
し
測
り
て
ま
ゐ
り
た
り
け

る
に
、
騒
が
し
か
り
け
れ
ば
、
ま
か
づ
め
り
。
　
　
か
し
ま
み
て
鳴
戸
の

浦
に
こ
が
れ
出
づ
る
心
は
得
き
や
磯
の
あ
ま
人
　
　
と
ば
か
り
に
て
止
み

に
け
り
。
あ
の
人
柄
も
耐
ど
蜃
ａ
＝
剥
堺
ヽ
息
螢
盟
日
句
魂
減
人
に
て
、
そ

の
人
は
か
の
人
は
な
ど
も
た
づ
ね
間
は
で
過
ぎ
ぬ
。

の
所
で
は
、　
一
見
見
込
み
違
い
の

（そ
し
て
実
は
予
定
通
り
の
？
）
す
れ
違
い

が
展
開
す
る
。

「
い
と
す
く
よ
か
に
、
世
の
常
な
ら
ぬ
」
と
あ
る
所
あ
た
り
、

⑮
　
Ｏ
の
事
の
後
薫
は
帰
京
後
、
弁
の
君
を
介
し
て
渡
す
よ
う
に
と
の
事
で
、

八
宮
家
の
姫
君
宛
に
―
―
御
文
奉
り
給
ふ
。
懸
想
立
ち
て
も
あ
ら
ず
、
自

き
色
紙
の
厚
肥
え
た
る
に
、
…
…

「
う
ち
つ
け
な
る
さ
ま
に
や
、
と
あ
い

な
く
止
め
侍
り
て
、
残
り
多
か
る
も
苦
し
き
わ
ざ
に
な
む
。
か
た
は
し
聞

え
置
き
つ
る
や
う
に
、
今
よ
り
は
御
簾
の
前
も
心
や
す
く
思
し
許
す
べ
く

な
む
。

（父
八
宮
の
）
御
山
籠
り
果
て
侍
ら
む
日
数
も
承
り
お
き
て
、
い

ぶ
せ
か
り
し
霧
の
迷
ひ
も
晴
る
け
侍
ら
む
」
な
ど
ぞ
、
い
と
す
く
よ
か
に

書
き
給
へ
る
。

【
橋
姫
】

ｍ
　
好
色
の
老
女
官
源
典
侍
を
め
ぐ
る
総
当
て
の
直
後
の
事
―
―
公
事
多
く

奏
し
下
す
日
に
て
、

（源
氏
も
頭
中
将
も
執
務
中
）
い
と
う
る
は
し
く
す

く
よ
か
な
る
を
見
る
も
、
か
た
み
に
は
ほ
笑
ま
る
。

【
紅
葉
賀
】

な
ど
の
例
と
照
合
す
る
時
、
生
真
面
目
、
謹
直
、
飽
く
ま
で
も
あ
ら
ま
ほ
し
さ

を
維
持
し
て
、
決
し
て
逸
脱
せ
ぬ
、
で
き
過
ぎ
た
完
全
紳
士
、
必
死
に
孝
標
女

の
事
を
捜
し
て
は
く
れ
な
い
歯
が
ゆ
さ
が
、
女
に
と
っ
て
は
薫
に
対
す
る
歯
が

ゆ
さ
と
同
じ
物
足
り
な
さ
で
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逆



算
し
て
、

「
か
し
ま
み
て
…
…
」
の
歌
で
、

「
磯
の
あ
ま
人
」
と
あ
る
よ
う
な

傍
観
者
に
見
立
て
ら
れ
た
の
は
資
通
と
考
え
る
他
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
場
合
相
手
に
届
け
ら
れ
ず
、
心
に
浮
ん
だ
だ
け
の
歌
だ
か
ら
、
孝
標
女
に

ふ
さ
わ
し
か
ら
ず
？
大
胆
な
の
か
、
な
い
し
は
相
手
に
届
け
ら
れ
た
に
せ
よ
、

す
れ
違
い
確
定
で
憚
り
な
く
お
の
が
真
情
を
さ
ら
け
出
し
た
も
の
か
と
も
考
え

ら
れ
、
ま
た

一
方
で
は
人
妻
な
れ
ば
こ
そ
の
大
胆
さ
＝
危
険
な
情
念
も
、
控
え

目
さ
と
ア
ン
グ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
に
働
い
た
も
の
と
も
、
観
察
さ
れ
よ
う
。

⑩
０
０
と

一
貫
し
て
見
る
時
目
立
つ
双
方
の
消
極
性
は
、
人
妻
故
の
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
を
恐
れ
た
か
ら
だ
と
か
、
資
通
に
と
っ
て
孝
標
女
が
大
し
て
関
心
を
引

く
に
足
る
女
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
か
、
あ
る
程
度
は
言
え
て
も
、
必
ず
し

も
そ
れ
ら
で
は
完
全
に
は
割
切
れ
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
あ
た
か
も
孝
標

女
は
資
通
と
す
れ
違
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
意
識
的
に
か
無
意

識
的
に
か
実
ら
ぎ
る
恋
の
回
路
＝
潜
在
文
脈
に
は
ま
り
込
ん
だ
孝
標
女
像
が
感

じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
自
分
を
宇
治
大
君
に
見
立
て
、
意
識
な
い
し
無
意
識
の

呼
び
求
め
て
止
ま
な
い
悲
恋
の
香
に
浸
る
絶
好
の
機
会
、
な
い
し
は
悲
恋
を
味

わ
う

〈
好
餌
〉
と
し
て
、
薫
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
せ
た
資
通
と
の
出
会
い
と
、

悲
痛
な
す
れ
違
い
ド
ラ
マ
の
潜
在
す
る
深
層
の
回
路
に
は
ま
り
込
む
、
無
意
識

的
引
用
に
よ
る
す
れ
違
い
と
別
離
へ
の
熱
中
で
あ
り
、
言
わ
ば
無
意
識
的
自
己

劇
化
の
独
り
芝
居
へ
の
の
め
り
込
み
と
見
ら
れ
、
表
現
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
な

い
深
い
引
用
と
考
え
ら
れ
、
引
用

（と
い
う
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
）
に
吸
い
寄
せ
ら

れ
、
つ
か
ま
っ
た
の
は
表
現
以
前
の
著
者
自
身
の
方
だ
っ
た
と
観
察
さ
れ
よ
う
。

ｍ
　
寛
徳
二
年

（
一
〇
四
五
）
３８
歳
―
―
今
は
昔
の
よ
し
な
し
心
も
く
や
し

か
り
け
り
と
の
み
思
ひ
知
り
果
て
、
親
の
も
の
へ
ゐ
て
ま
ゐ
り
な
ど
せ
で

止
み
に
し
も
、
も
ど
か
し
く
思
ひ
出
で
ら
る
れ
ば
、
今
は
ひ
と
へ
に
豊
か

な
る
勢
に
な
り
て
、
二
葉
の
人
を
も
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
生
ほ
し
立
て
、

我
身
も
み
く
ら
の
山
に
積
み
余
る
ば
か
り
に
て
、
後
の
世
ま
で
の
事
を
も

思
は
む
と
思
ひ
励
み
て
、
憲
照
研
＝
余
郡
石
山
に
参
る
。

か
く
し
て
資
通
を
薫
に
重
ね
合
せ
て
理
想
化
す
る
、
究
極
の
意
識
的
な
い
し

無
意
識
的
演
技
＝
行
動
＝
作
品
、
表
現
の
論
理
で
、
深
層
に
達
す
る
深
さ
で
文

学
の
毒
の
十
分
な
毒
抜
き
を
な
し
得
た
か
ら
こ
そ
心
機

一
転
、
宗
教
に
頼
り
切

る
世
俗
的
現
実
的
利
益
、
蓄
財
の
願
い
へ
と
見
事
に
切
換
え
ら
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
石
山
詣
で
に
わ
ざ
と
の
よ
う
に
酷
寒
の
霜
月
が
選
ば
れ

た
点
に
も
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
　
永
承
元
年

（
一
〇
四
六
）
３９
歳
―
―
そ

の
返

る
年
の
十
月
廿
五
日
、

（後
冷
泉
帝
の
）
大
嘗
会
の
御
楔
と
の
の
し
る
に
、
初
瀬
の
精
進
始
め
て
、

そ
の
日
京
を
出
づ
る
に
、
き
る
べ
き
人
々

「
一
代
に
一
度
の
見
物
に
て
、

日
舎
世
界
の
人
だ
に
見
る
物
を
、
月
日
多
か
り
。
そ
の
日
し
も
京
を
ふ
り

出
で
て
行
か
む
も
い
と
物
狂
ほ
し
く
、
流
れ
て
の
物
語
と
も
な
り
ぬ
べ
き

事
な
り
」
な
ど
、
は
ら
か
ら
な
る
人

（定
義
？
）
は
言
ひ
、
腹
立
て
ど
、

ち
ご
ど
も
の
親
な
る
人

（夫
俊
通
）
は

「
い
か
に
も
／
ヽ
心
に
こ
そ
あ
ら

め
」
と
て
、
言
ふ
に
従
ひ
て
出
だ
し
立
つ
る
心
ば
へ
も
あ
は
れ
な
り
。
共

に
ゆ
く
人
々
も
、
い
と
い
み
じ
く
物
ゆ
か
し
げ
な
る
は
い
と
ほ
し
け
れ
ど
、

「物
見
て
何
に
か
は
せ
む
。
か
か
る
折
に
詣
で
む
志
を
、

（観
音
も
）
さ

り
と
も
思
し
な
む
。
必
テ
ム
ゐ
繭
路
Ｆ
ｙ
箪
暴
む
」
と
思
ひ
立
ち
て
、
そ
の

暁
に
京
を
出
づ
る
に
、
二
条
の
大
路
を
し
も
渡
り
て
い
く
に
、
さ
き
に
み

あ
か
し
持
た
せ
、
供
の
人
々
浄
衣
姿
な
る
を
、
そ
こ
ら
桟
敷
ど
も
に
移
る

と
て
、
い
き
違
ふ
馬
も
車
も
行
歩
人
も
、
「あ
れ
は
な
ぞ
ノ
ヽ
」
と
安
か

ら
ず
言
ひ
、
驚
き
、
あ
さ
み
笑
ひ
、
嘲
る
者
ど
も
も
あ
り
。

こ
こ
大
嘗
会
御
楔
日
の
長
谷
詣
で
旅
立
ち
強
行
の
場
面
で
は
、
自
虐
的
で
あ

て
つ
け
が
ま
し
く
、
わ
ざ
と
依
情
地
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
異
常
な
ひ
た
む
き



さ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
は
ら
か
ら
の
末
代
ま
で
の
家
門
の
恥
を
残
す
歴
史
的
愚

行
、
気
狂
い
沙
汰
だ
と
の
怒
り
を
、
妻
の
制
御
し
難
さ
に
は
匙
を
投
げ
て
い
る

感
の
あ
る
夫
の
優
し
さ

（本
質
的
に
は
冷
た
い
の
だ
ろ
う
が
）
を
楯
に
は
ね
返

し
て
、
故
意
に
他
に
月
日
も
多
い
の
に
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
御
楔
当
日
を
長
谷

詣
で
の
出
発
日
に
し
た
の
２
同
様
に
、
他
に
コ
ー
ス
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の

に
、
御
楔
の
行
幸
パ
レ
ー
ド
の
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
て
、
雑
踏
す
る

「
二
条
の

大
路
を
し
も
」
旅
立
ち
の
コ
ー
ス
に
し
、
ま
る
で
自
ら
を
さ
ら
し
も
の
、
見
世

物
化
す
る
か
の
よ
う
に
、
わ
ざ
と
人
目
に
つ
き
、
人
人
の
嘲
り
を
よ
り

一
層
甚

し
く
し
、
自
ら
を
鞭
打
つ
か
の
よ
う
に
、
自
ら
進
ん
で
恥
ず
か
し
め
を
受
け
る

事
で
、
言
わ
ば
神
と
な
る
た
め
の
受
難
を
型
取
る
事
で
、
自
身
を
浄
化

・
聖
化

し
て
、
仏
に
近
づ
き
た
い

（距
離
的
に
の
み
で
な
く
）
意
識
な
い
し
無
意
識
が

強
く
作
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
単
な
る
自
己
顕
示
欲
か
ら
で
な
く
、
や
は

り
強
烈
な
宗
教
的
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
の
頭
著
な
現
出
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
人
が
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
興
奮
に
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
が
高
ま

っ
た
挙
句
、

異
常
な
意
気
込
み
を
持

っ
て
行
動
し
始
め
た
時
、
何
か
に
取
り
憑
か
れ
た
よ
う

に
な
っ
た
途
端
顔
を
出
す
の
が
、
神
化

上
ホ
教
化
の
普
遍
的

〈
テ
キ
ス
ト
〉
な

の
で
あ
る
。
勿
論
著
者
の
場
合
の
れ
ん
に
腕
押
し
の
よ
う
な
、
甚
だ
物
足
り
な

い
夫
か
ら
、
何
ち
か
の
強
烈
な
手
ご
た
え
を
引
出
そ
う
と
い
う
甘
え
の
底
流
は

あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
局
面
で
忽
ち
浮
上
す
る
深
層
の
世
界
の
一
端
が
覗

け
て
い
る
よ
う
だ
。

「必
ず
仏
の
御
験
し
を
見
む
」
の

「
む
」
は
推
量
と
取
る

よ
り
意
志
と
取
る
方
が
、
こ
こ
の
文
脈
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う

と
す
る
と
こ
こ
に
は
強
い
意
気
込
み
、
意
欲
が
現
れ
て
い
る
事
に
な
ろ
う
。
か

つ
王
権
最
高
の
儀
礼
大
嘗
会
を
あ
え
て
蹴
る
事
は
、
彼
女
の
深
層
で
は
源
氏
物

語
的
世
界
へ
の
決
然
た
る
訣
別
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
富
廷
的

な
恋
遊
び
の
世
界
に
、
決
然
と
背
を
向
け
て
、
ひ
た
す
ら
宗
教
の
道
に
自
閉
せ

ん
と
す
る
浮
舟
と
響
き
合
う
か
た
く
な
さ
で
も
あ
り
、
著
者
に
と
っ
て
源
氏
物

語
の
完
結
に
も
重
ね
合
わ
さ
れ
る
、　
一
つ
の
終
り
を
示
す
わ
ざ
で
も
あ
り
、
そ

こ
に
無
意
識
層
の
深
み
に
達
す
る
形
で
、　
一
貫
し
て
流
れ
る
深
層
の
テ
キ
ス
ト

の
作
用
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑩
　
立
遅
れ
た
る
人
人
も
待
ち
、
い
と
恐
し
う
深
き
霧
を
も
少
し
晴
け
む
と

て
、
法
性
寺
の
大
門
に
立
留
り
た
る
に
、
田
舎
よ
り
物
見
に
上
る
者
ど
も

水
の
流
る
る
や
う
に
ぞ
見
ゆ
る
や
。
全
て
道
も
避
り
あ
へ
ず
、
物
の
心
知

り
げ
も
な
き
怪
し
の
童
べ
ま
で
、
引
避
き
て
ゆ
き
過
ぐ
る
を
、
車
を
驚
き
、

あ
さ
み
た
る
事
限
り
な
し
。
こ
れ
ら
を
見
る
に
、
げ
に
い
か
に
出
で
立
ち

し
道
な
り
と
も
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
ひ
た
ぶ
る
に
仏
を
念
じ
奉
り
て
、
宇
治
の

渡
り
に
い
き
着
き
ぬ
。
そ
こ
に
も
猶
し
も
こ
な
た
ざ
ま
に
渡
り
す
る
者
ど

も
立
混
み
た
れ
ば
ヽ
舟
の
糧
取
り
た
る
を
の
こ
ど
も
、
船
を
待
つ
人
の
数

も
知
ら
ぬ
に
心
奢
り
し
た
る
け
し
き
に
て
、
袖
を
か
い
ま
く
り
て
顔
に
当

て
て
、
悼
に
押
し
か
か
り
て
頓
に
舟
も
寄
せ
ず
、
う
そ
ぶ
い
て
見
回
し
、

い
と
い
た
う
澄
み
た
る
様
な
り
。
無
期
に
え
渡
ら
で
、
つ
く
づ
く
と
見
る

に
、
む
ら
さ
き
の
物
語
に
宇
治
の
宮
の
む
す
め
ど
も
の
事
あ
る
を
、
い
か

な
る
所
な
れ
ば
、
そ
こ
に
し
も
住
ま
せ
た
る
な
ら
む
と
ゆ
か
し
く
思
ひ
し

所
ぞ
か
し
。
げ
に
を
か
し
き
所
か
な
と
思
ひ
つ
ゝ
、
か
ら
う
じ
て
渡
り
て
、

殿
の
御
領
所
の
宇
治
殿
を
入
り
て
見
る
に
も
、
浮
舟
の
女
君
の
か
ゝ
る
所

に
や
あ
り
け
む
な
ど
、
ま
づ
思
ひ
出
で
ら
る
。
…
…
長
谷
寺
参
詣
記
ヘ

こ
こ
で
も
祭
儀
見
物
に
上
京
す
る
大
群
衆
の
流
れ
に
さ
か
ら
っ
て
、
日
舎
に

向
か
う
孝
標
女

一
行
の
非
常
識
で
突
飛
な
ふ
る
ま
い
は
ひ
た
す
ら
嘲
笑
の
的
に

な
っ
て
い
て
、
さ
す
が
の
著
者
も

一
寸
弱
気
に
な
り
、
気
が
挫
け
そ
う
に
な
っ

て
た
じ
ろ
ぐ
が
、
仏
に
す
が
る
気
持
で
頑
張
る
。
渡
し
場
で
反
対
方
向
は
が
ら

す
き
の
は
ず
だ
の
に
、

「無
期
に
え
渡
ら
で
」
と
あ
る
の
は

（著
者

一
行
だ
け



を
対
象
と
し
た
き
の
で
は
な
い
と
は
い
え
）
、　
一
種
の
い
じ
め
、
い
や
が
ら
せ

で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
途
上
相
重
な
る
危
難
へ
の
脅
え
と
共
に
、
受
難
の
文
脈
で

捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
所
に
事
象
の
方
か
ら

〈論
理
〉

の
方
へ
す
り
寄

っ
て
来
て
、
意
味
性
を
帯
び
出
す
不
思
議
さ
が
あ
る
の
だ
が
、

こ
う
し
た
現
象
に
は
既
に
先
離
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
叔
母
道
綱
母
の
靖
蛉
日
記
、

天
禄
元
年

（九
七
〇
）
叔
母
の
推
定
年
齢
二
十
五
歳
七
月
の
事
、
と
み
に
冷
た

さ
を
加
え
る
夫
婦
仲
に
堪
え
か
ね
た
叔
母
が
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
は
予
定

し
た
も
の
の
、
実
行
段
階
で
は
あ
た
か
も
出
奔
で
あ
る
か
の
如
き
行
動
方
式
で
、

覇い紳つ切たっ鮭議琉農澱」け悧れは』榊琳叙卿‐こ道耀障に綜「動輪岬凛

面
に
も
孝
標
女
を
制
す
る
崎
蛉
日
記
の

〈影
〉
の
一
つ
が
、
顕
現
し
て
い
た
と

見
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。
な
お
著
者
が
こ
こ
で
舟
の
構
取
り
等
の
意
地
悪
で

い一］̈一̈一［蒔『ぼ［‐こき変一けけ資‐こ治̈一̈］一̈壽一岬̈い価̈

ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
著
者
の
源
氏
物
語
熱
中
時
は
、
我
身
を
源
氏
物
語
の

世
界
に
ま
る
こ
と
ど
っ
ぷ
り
つ
け
込
ん
で
、
心
の
思
い
も
身
の
行
為
も
共
に
そ

の
も
の
が
、
源
氏
物
語
の
引
用
そ
の
も
の
と
化
し
て
い
た
感
が
あ
り
、
い
く
ら

「
ゆ
か
し
く
思
ひ
し
所
」
だ
の

「
げ
に
を
か
し
き
所
か
な
」
だ
の

「
ま
づ
思
い

出
で
ら
る
」
だ
の
言

っ
て
も
、
も
は
や
こ
の
く
だ
り
で
は
宇
治
女
君
達
の
世
界

は
、
飽
く
ま
で
も
著
者
の
外
側
に
眺
め
ら
れ
た

〈
風
景
〉
で
し
か
な
く
な
っ
て

い
る
よ
う̈
に
思
わ
れ
る
。

∽
　
二
三
年
四
五
年
隔
て
た
る
事
を
、
次
第
も
な
く
書
き
続
く
れ
ば
、
や
が

て
続
き
立
ち
た
る
修
行
者
め
き
た
れ
ど
、
さ
に
は
あ
ら
ず
、
年
月
隔
た
れ

る
事
な
り
。
…
…
以
下
年
次
不
詳
で
、
春
の
鞍
馬
参
籠
、
そ
の
二
年
後
の

（卜
言
ッ
テ
モ
石
山
寺
参
詣
ノ
間
隔
デ
言
ウ
カ
？
）
石
山
参
籠
、
再
度
の

初
瀬
参
詣
と
、
物
詣
で
記
事
集
中
。

こ
の
記
事
で
は
物
詣
で
の
連
続
と
い
う

〈虚
構
〉
へ
の
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を

か
け
た
も
の
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
本
来
虚
構
と
は
必
ず
し
も
話
を
よ
り
面
白
く

す
る
た
め
と
い
っ
た
よ
う
な
、
対
読
者
サ
ー
ビ
ス
意
識
が
か
ら
む
だ
け
で
な
く
、

作
者
自
身
の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
衝
動
＝
論‥
理
的
必
然
で
も
み
る
の
だ
が
、
そ
レ

て
そ
れ
は
資
通
関
係
記
事
の
始
ま
り
に
時
間
的
さ
か
の
は
り
が
見
ら
れ
る
ゆ
え

ん
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
実
録
の
た
て
ま
え
上
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
物
で

き
え
あ
り
得
な
く
も
な
い
、
表
現
の
論
理
な
い
し
行
動
に
あ
る
べ
き
論
理
と
、

事
実
と
の
割
れ
目
へ
の
釈
明
を
追
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
更
級
日
記
へ
の

一
視
点
と
で
ま
い
テ
ベ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

日
記
文
学
の
表
現
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
行
動
の
脈
絡
＝
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

ス
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
更
級
日
記

（靖
蛉
日
記
が
既
に
そ
う
な
の
だ
が
）

の
こ
の
場
合
、
行
動
の
前
提
に

（ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
）
筋
書
〓
が
あ

り
、
筋
書
き
が
現
象
を
生
み
、
現
象
の
方
が
筋
書
き
に
倣
う
か
の
よ
う
で
、
実

は
行
動
そ
の
も
の
が
既
に
何
ら
か
の
引
用
で
あ
る
か
の
よ
う
で
、
表
現
以
前
の

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
潜
在
先
行
し
、
予
め
伏
在
す
る
筋
書
き
と
し
て
、
行
動
の
方

を
制
御
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
日
記
す
る
事
の
前
提
ｔ
し
て
の
身
体
表
現
が
あ
り
、
す
な
わ
ち
顕
在

化
テ
キ
ス
ト
以
前
に
行
動
＝
身
体
表
現
が
あ
り
、
そ
の
ま
た
以
前
に
行
動
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
の
潜
在
テ
キ
ス
ト
が
既
在
し
、
顕
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
前
提

と
し
て
の
隠
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
事
で
、
テ
キ
ス
ト
は
著
者
自
身
の
身
体
表

現
を
介
し
て
言
わ
ば
二
重
構
造
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
深
層
の
筋
を

埋
め
込
み
、
深
層
の
型
＝
回
路
に
捉
え
ら
れ
、
深
層
の
世
界
に
引
き
ず
ら
れ
て

い
な
い
と
、
深
い
文
学
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
級
日
記
は
見



事
に
こ
の
条
件
を
充
た
し
て
お
り
、
表
現
以
前
の
行
動
が
既
に
意
味
性
を
帯
び

る
事
で
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
イ
に
も
堪
え
得
る

〈文
学
〉
を
言
い
得
よ
う
。
特
に
長

谷
詣
で
の
所
、
高
ま
り
行
く
お
の
が
情
念
の
世
界
に
の
め
り
込
み
出
す
や
、
著

者
の
進
路
は
忽
ち
記
号
性
の
吹
き
溜
ま
り
と
化
し
、
著
者
の
行
動
は
文
化
的
シ

ン
ボ
ル
行
為
の
型
態
学
に
も
堪
え
得
る
深
い
意
味
性
を
帯
び
て
し
ま
い
、
行
為

や
事
象
の
方
が
シ
ン
ボ
ル
を
追
い
か
け
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
追
い
越
す
ド
ラ
マ

性
が
発
揮
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
予
め
埋
め
込
ま
れ
た
、

人
為
的
テ
キ
ス
ト
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
深
い
意
味
性
を
帯
び
た
、
潜
在
す
る
天

与
既
在
の
深
層
テ
キ
ス
ト
を
、
著
者
の
行
動
と
、
そ
れ
を
核
と
し
て
そ
の
ま
わ

り
に
凝
集
す
る
現
象
群
が
フ
ォ
ロ
ー
し
て
行
く
か
の
よ
う
な
神
秘
性
さ
え
感
じ

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
現
象
結
合
は
あ
る
い
は
偶
然
的
結
合
で
な
く
、
必
然
的
結

合
な
の
で
あ
り
、
ュ
ン
グ
流
に
言
う
神
秘
的
な
シ
ン
ク
ロ
ニ
テ
ィ
ー

（共
時
性
）

の
発
生
が
も
た
ら
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

結
局
本
日
記
の
場
合
、
先
＝
潜
在
す
る
深
層
の
回
路
に
身
体
こ
と
は
ま
り
込

み
、
意
識
と
無
意
識
が
身
体
を
介
し
て
結
合
す
る
事
に
よ
っ
て
、
初
め
て
深
い

文
学
に
達
し
得
た
感
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
無
意
識
層
を
も
取
込
み
な
が
ら
、

自
分
自
身
を
演
出
し
て
行

っ
た
よ
う
で
、
あ
る
べ
き
テ
キ
ス
ト
を

（無
意
識
的

な
深
層
に
ま
で
達
す
る
深
さ
で
）
よ
み
、
フ
ォ
ロ
ー
し
て
行
く
の
は
、
ま
ず
著

者
自
身
だ
っ
た
事
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
定
石
的
な
見
方

で
は
、
日
記
文
学
の
文
学
性
の
本
質
の
あ
る
貴
重
な

一
面
を
、
究
明
し
得
な
か

っ
た
事
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
我
に
は
更
級
日
記
の
隠
れ
た
論
理
性

・
記
号
性
を
探
り
出
す
試
み
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
文
学
ら
し
い
文
学
が
有
意
識

の
世
界
だ
け
で

（作
者
に
と
っ
て
も
読
者
に
と
っ
て
も
）
、
全
て
辻
棲
が
合
う

と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
は
加
担
で
き
な
い
。

更
級
日
記
に
顕
い
て
来
た
旧
来
の
読
み
で
は
、
そ
の
文
学
的
な
深
さ
に
は
達

し
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
著
者
自
身
の
総
晦
の

意
図
か
ら
、
浅
い
文
学
、
凡
作
と
決
め
つ
け
ら
れ
る
事
自
体
、
著
者
に
と
っ
て

漏暉［』鉢「輸』働一前́、な融』は理嘲“綺れ』併っ」詢か〔［「隷い詢

の
事
象
に
は
は
っ
き
り
し
た
意
味
性
と
、
事
象
間
に
お
け
る
意
味
性
の
脈
絡
が

探
り
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
点
で
本
日
記
に
は
よ
く
言
わ
れ
て
来
た
よ

う
に
単
な
る
実
録
性
を
超
え
た
深
い
私
小
説
性
が
備
わ

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

付
記
―
―
こ
の
小
論
は
昭
和
六
十
二
年
五
月
の
中
古
文
学
会
春
季
大
会
に
お
け
る
発
表

に
も
と
ず
い
た
も
の
で
あ
る
。

∧
注
∨

（
１
）

犬
養
廉
氏

「孝
標
女
に
関
す
る
試
論
―
―
主
と
し
て
そ
の
中
年
期
を
め
ぐ
っ

て
―
―
」
「国
語
と
国
文
学
』
昭
３０
。
１
月
な
ど
。

（
２
）

玉
井
幸
助
氏

『更
級
日
記
評
解
』
昭
２７
・
・０
月
。

（
３
）

『新
潮
日
本
音
典
集
成
』
注
昭
５５
。
７
月
。

（
４
）

犬
養
廉
氏

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
注
昭
４６
・
６
月
。

（
５
）

関
根
慶
子
氏

『講
談
社
学
術
文
庫
』
下
注
昭
５２
・
９
月
。

（
６
）

「春
秋
優
劣
論
と
冬
の
月
」
『東
京
成
徳
短
大
紀
要
』
第
十
七
号
昭
５９
。
３
月
。

（
７
）

「更
級
日
記
と
源
氏
物
語
―
―
菅
原
孝
標
女
の
作
家
的
資
質
―
―
」
『上
智
大
国

文
学
科
紀
要
』
第
二
号
昭
６０
．
１
月
。

（
８
）

別
稿

「蜻
蛉
日
記
の
謎
も
し
く
は
創
造
の
神
秘
」
『論
集
日
記
文
学
』
（仮
称
）

笠
間
書
院
校
了
近
刊
予
定
。

（
９
）

付
記
学
会
発
表
時
の
大
養
廉
氏
の
御
質
問
・
御
批
判
に
よ
る
。

（
１０
）

拙
稿

「更
衣
日
記
の
源
氏
物
語
受
容
の
一
面
―
―
東
山
滞
在
記
後

に
お
け
る

『春
ま
で
の
命
あ
ら
ば
』
の
位
置
づ
け
を
中
心
に
、
潜
流
す
る
文
脈
―
―
」
里
撃
と

第
四
八
輯
昭
６２
・
２
月

（付
記
）
更
級
日
記
の
本
文
は
藤
原
定
家
筆
御
物
本
影
印
に
よ
り
、
若
子
の
校
訂
本
文

と
照
合
し
つ
つ
、
源
氏
物
語
の
本
文
は
青
表
紙
系
明
融
本
な
ら
び
に
大
島
本
校
訂
本

文
の
若
千
を
見
比
べ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
引
用
し
た
。

―
―
神
戸
商
科
大
学
教
授
―
―


