
「
出
世
景
清
」

ゲ
」

〃

春
け

る
遊
女

の
発

見

鈴
　
　
木

夫

　
周
知
の
ご
と
く
『
出
世
景
清
』
は
そ
の
大
筋
を
舞
曲
、
古
浄
瑠
璃
に
よ
っ
て

い
る
。
落
人
景
清
が
、
平
家
減
亡
後
鎌
倉
政
権
に
帰
服
せ
ず
、
頼
朝
襲
撃
を
試

み
る
が
、
訴
人
、
身
替
り
、
牢
破
り
、
観
音
霊
験
と
い
っ
た
展
開
を
経
て
、

結
局
は
頼
朝
に
本
領
安
堵
さ
れ
る
と
い
う
落
人
課
と
い
う
意
味
で
は
、
近
松
の

『
出
世
景
清
』
も
、
舞
曲
、
古
浄
瑠
璃
と
基
本
的
に
か
わ
っ
て
い
な
い
。

　
劇
は
く
武
士
Ｖ
と
い
う
公
的
な
理
念
を
行
動
原
理
と
し
て
、
平
家
の
武
将
と

し
て
の
立
場
を
貫
き
、
ま
た
大
宮
司
ら
へ
の
恩
に
報
い
る
こ
と
を
第
一
義
と
考

え
る
景
清
の
思
考
と
行
動
が
枠
組
と
な
っ
て
い
る
。
景
清
は
「
君
父
の
恨
み
を

散
」
ぜ
ん
と
頼
朝
を
狙
う
が
、
妻
小
野
姫
と
そ
の
父
然
田
大
宮
司
を
救
う
た
め

に
降
人
と
な
る
。
劇
は
こ
の
景
清
の
行
動
を
、
　
「
勇
有
義
有
誠
有
、
前
代
未
聞

の
お
の
こ
也
」
と
称
讃
す
る
。
そ
の
景
清
の
所
領
安
堵
は
、
そ
れ
が
武
士
と
し

て
の
変
節
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
五
段
目
の
展
開
に
ょ
っ
て
周
到
に
く
武
士
Ｖ

理
念
の
貫
徹
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
近
松
は
目
挟
り
を
公
的
な
枠

　
　
　
　
　
『
出
世
景
清
』
に
お
け
る
遊
女
の
発
見

組
の
結
末
と
し
て
少
な
く
と
も
奇
数
段
を
貫
く
落
人
景
清
の
劇
に
、
　
「
武
士
の

手
本
」
と
い
う
理
想
化
し
た
次
元
で
裡
言
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
五
段
三
場
の
景
清
と
頼
朝
の
対
面
は
、
も
は
や
降
人
の
接
見
で
は
な
い
。
夫

婦
揃
っ
て
、
帯
刀
し
て
の
堂
々
た
る
対
面
で
あ
る
。
こ
の
設
定
も
近
松
に
よ
る

改
変
の
重
要
な
点
と
い
え
る
。
劇
は
す
で
に
祝
言
の
方
向
へ
動
き
出
し
て
い
る
。

コ
涙
」
を
流
し
て
頼
朝
の
恩
情
を
喜
び
、
そ
の
「
な
ぐ
さ
み
」
の
た
め
に
鍛
引

き
を
語
る
景
清
は
一
見
変
節
し
た
か
の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
だ
が
こ
の
謡
曲

の
詞
章
の
引
用
は
、
加
賀
橡
の
『
盛
久
』
の
謡
曲
引
用
と
は
劇
的
機
能
を
異
に
－

す
る
。
景
清
は
、
い
き
た
り
抜
刀
し
て
背
後
か
ら
頼
朝
に
斬
り
掛
か
る
。
だ
が

自
ら
思
い
と
ど
ま
っ
て
そ
の
刀
で
両
眼
を
く
り
ぬ
く
。
こ
の
行
為
は
頼
朝
の
評

言
に
よ
っ
て
、
劇
の
結
末
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
る
。

　
　
前
代
未
聞
の
さ
ふ
ら
ひ
か
な
。
平
家
の
恩
を
わ
す
れ
ぬ
こ
と
く
、
又
頼
朝

　
　
が
恩
を
も
わ
す
れ
ず
、
末
世
に
忠
を
つ
く
す
べ
き
仁
義
の
勇
士
、
武
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
『
出
世
景
清
』
に
お
げ
る
遊
女
の
発
見

　
　
手
本
は
景
清
。

源
氏
と
平
家
と
い
う
対
立
は
、
こ
こ
で
劇
と
し
て
止
揚
さ
れ
る
。
景
清
の
「
大

義
」
は
「
武
士
の
手
本
」
と
い
う
移
に
昇
華
し
て
定
着
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
近
松
は
『
出
世
景
清
』
を
、
〈
武
士
Ｖ
と
い
う
公
的
理
念
を
枠

組
と
す
る
劇
と
し
て
整
備
し
た
。
大
筋
は
舞
曲
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
整
理

展
開
し
て
結
構
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
近
松
の
舞
曲
摂
取
は
、
舞
曲
自
体
の
構
造
と
関
係
し
て
、
偶
数
段
に
登

場
す
る
阿
古
屋
と
い
う
人
物
を
、
単
な
る
悪
女
以
上
の
存
在
と
し
て
描
出
す
る

点
に
さ
ら
に
■
特
徴
点
な
彩
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
舞
曲
は
、
い
わ
ゆ
る
下
巻
が
、
上
巻
に
対
し
て
い
わ
ぱ
続
篇
の
よ
う
に
構
想

さ
れ
て
い
る
。
成
立
の
事
情
は
と
も
か
く
、
少
た
く
と
も
近
松
に
と
っ
て
は
、

訴
人
あ
こ
わ
う
に
対
す
る
義
人
大
宮
司
の
対
比
が
鮮
や
か
な
彬
で
意
識
さ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

　
舞
曲
の
次
の
よ
う
た
二
人
の
翻
心
の
詞
章
は
上
下
巻
の
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な

構
造
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
あ
こ
お
ふ
余
り
の
悲
し
さ
に
。
此
札
を
ぬ
す
み
取
、
鴨
川
か
っ
ら
川
へ

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
も
流
さ
ぱ
や
と
は
思
ひ
し
か
共
、
中
に
て
心
を
引
返
し
、
ま
て
し
ぱ
し
我

　
　
、

　
　
心
そ
れ
目
本
六
十
六
ケ
国
に
平
家
の
知
行
と
て
国
の
一
ケ
国
も
た
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
イ

　
　
（
中
略
）
景
清
を
討
と
ら
げ
。
二
人
の
若
を
世
に
立
て
。
跡
の
栄
花
に
ほ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
こ
ら
ん
と
思
ひ
す
ま
し
た
あ
こ
お
ふ
が
心
の
内
こ
そ
お
そ
ろ
し
き
。

二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
さ
ら
ぱ
景
清
を
よ
び
登
せ
。
敵
の
手
に
渡
さ
ぱ
や
と
思
わ
れ
し
が
ま
て

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
し
ぱ
し
我
心
、
大
宮
司
も
心
替
り
を
し
、
景
清
を
敵
の
手
に
渡
し
た
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
ん
ど
二
い
わ
れ
ぬ
も
恥
か
し
や
、
　
（
中
略
）
案
し
済
し
て
を
は
し
ま
す
彼

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
＠

　
　
大
宮
司
の
、
心
の
内
た
と
へ
ん
方
も
ま
し
ま
さ
ず
。

慣
用
句
「
ま
て
し
ば
し
我
が
心
」
を
中
心
に
、
傍
点
部
は
構
文
上
極
め
て
類
似

し
、
褒
財
二
様
の
評
語
に
至
る
の
も
同
じ
移
式
で
あ
る
。

　
『
出
世
景
清
』
の
二
人
の
女
性
は
、
阿
古
屋
と
小
野
姫
が
、
こ
の
舞
曲
の
構

造
に
基
い
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
た
い
が
、
こ
の
舞
曲
の
善
悪
の

二
項
対
立
が
、
近
松
に
お
い
て
は
、
い
わ
ぱ
公
私
の
二
項
対
立
へ
と
置
換
さ
れ

た
こ
と
の
意
義
は
充
分
に
考
察
さ
れ
ね
ぱ
た
ら
た
い
。

　
舞
曲
は
祝
言
芸
能
と
し
て
、
当
然
た
が
ら
公
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
て
、
私

的
な
存
在
と
し
て
の
女
性
の
彩
象
に
は
あ
ま
り
意
を
用
い
た
い
。
近
松
は
そ
う

し
た
舞
曲
に
素
材
を
と
り
、
そ
の
枠
組
を
仰
ぎ
、
公
的
な
方
向
で
更
に
そ
れ
を

整
傭
し
て
結
構
を
築
い
た
が
、
同
時
に
、
、
そ
の
公
的
理
念
に
対
立
す
る
私
的
存

在
と
し
て
の
女
性
彩
象
に
も
意
を
用
い
て
、
偶
数
段
を
「
大
義
」
を
解
し
得
ぬ

女
の
劇
と
し
て
構
想
し
た
。

　
つ
ま
り
舞
曲
を
基
本
的
な
着
想
の
源
と
し
て
構
造
を
利
用
し
な
が
ら
成
立
し

た
近
世
演
劇
と
し
て
こ
の
劇
の
表
現
を
考
え
て
行
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
舞
曲
の
あ
こ
わ
う
と
大
官
司
は
、
『
出
世
景
清
』
で
は
呵
古
屋
と
小
野
姫
と



し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
近
松
は
大
宮
司
を
そ
の
娘
小
野
姫
と
し
て
彬
象
し
直
し
た
。

舞
曲
で
は
景
清
の
妻
は
大
宮
司
三
の
姫
と
だ
げ
あ
っ
て
名
前
が
な
い
ぱ
か
り
か
、

語
ら
れ
る
だ
け
で
実
際
に
は
登
場
し
な
い
人
物
で
あ
る
。
近
松
は
そ
れ
に
小
野

姫
と
い
う
名
を
与
え
、
大
官
司
の
役
割
を
割
り
振
っ
て
三
段
目
の
中
心
人
物
と

し
た
。

　
三
段
目
は
拷
問
の
場
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
『
牛
若
千
人
斬
』
に
拠
っ
た

　
　
　
　
＠

も
の
で
あ
る
。
牛
若
を
守
る
た
め
拷
間
に
あ
う
牛
王
と
、
景
清
を
助
げ
る
た
め

拷
間
を
う
げ
る
小
野
姫
と
は
、
設
定
と
い
い
場
面
の
状
況
と
い
い
実
に
似
通
っ

て
い
る
。
し
か
し
『
牛
若
千
人
斬
』
と
の
関
係
は
こ
れ
だ
げ
で
は
な
い
。

　
『
牛
若
千
人
斬
』
は
訴
人
劇
へ
系
譜
の
中
に
位
置
づ
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
直
接
の
先
行
作
は
古
浄
瑠
璃
『
ご
わ
う
の
姫
』
と
考
え
ら
れ
る
が
、
高

札
に
よ
る
訴
人
の
決
意
や
、
訴
人
し
た
も
の
が
処
刑
さ
れ
る
際
の
詞
章
は
、
舞

曲
「
景
清
」
の
あ
こ
わ
う
に
極
め
て
類
似
す
る
も
の
が
あ
り
、
訴
人
劇
と
い
う

点
で
も
景
渚
と
深
い
関
り
が
あ
る
。
訴
人
を
扱
っ
た
も
の
は
、
舞
曲
で
も
他
に

「
し
つ
か
」
の
あ
こ
や
が
あ
こ
わ
う
と
極
め
て
近
い
移
で
出
て
く
る
他
、
『
義
経

記
』
や
謡
曲
の
忠
信
が
訴
人
さ
れ
る
件
を
素
材
と
し
た
古
浄
瑠
璃
『
碁
盤
忠

信
』
が
、
や
は
り
処
刑
の
詞
章
な
ど
か
ら
同
じ
系
譜
の
中
に
把
え
ら
れ
る
。

『
出
世
景
清
』
を
書
く
近
松
に
与
え
ら
れ
た
舞
曲
「
景
清
」
が
、
訴
人
劇
と
し

て
こ
れ
だ
け
の
展
開
を
浄
瑠
璃
の
中
で
経
て
来
た
こ
と
が
ど
の
程
度
迄
見
通
し

の
き
く
範
囲
に
あ
っ
た
か
は
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
近
松
が
牛
王
の
拷
問

　
　
　
　
　
『
出
世
景
清
』
に
お
げ
る
遊
女
の
発
見

場
を
『
出
世
景
清
』
に
取
り
こ
も
う
と
し
た
の
は
単
な
る
偶
然
と
い
っ
て
済
ま

せ
ら
れ
ぬ
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
『
碁
盤
忠
信
』
の
愛
寿
力
寿
の
二
人
が
、

訴
人
と
貞
女
と
に
描
き
分
げ
ら
れ
、
忠
信
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
懐
さ
れ
る

の
は
、
『
出
世
景
清
』
で
景
清
が
阿
古
屋
と
小
野
姫
を
比
較
す
る
に
似
て
い
る
。

　
　
　
り
き
じ
ゆ
と
申
せ
し
に
よ
ぱ
う
は
、
す
ね
ん
ち
ぎ
り
を
こ
め
け
れ
ど
も
、

　
　
か
た
き
の
か
た
へ
そ
せ
う
し
か
や
う
に
な
る
こ
そ
く
ち
を
し
け
れ
。
ま
た

　
　
お
な
じ
女
と
い
ひ
た
か
ら
、
あ
ん
じ
ゆ
の
ひ
め
と
申
は
そ
も
こ
の
ほ
と
の

　
　
う
す
き
ち
ぎ
り
に
て
候
へ
ど
も
、
わ
れ
が
ゆ
く
へ
を
か
な
し
み
て
じ
が
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
を
す
る
こ
そ
あ
は
れ
た
れ
。

　
だ
が
『
出
世
景
清
』
は
こ
こ
で
い
う
訴
人
劇
の
系
譜
に
は
入
ら
な
い
。
呵
古

屋
と
小
野
姫
は
悪
女
と
貞
女
と
い
う
風
に
は
位
置
づ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
力
寿

と
愛
寿
は
、
例
え
ば
逆
に
愛
寿
が
訴
人
し
て
力
寿
が
殉
死
し
て
も
不
思
議
の
な

い
よ
う
な
、
似
た
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
た
。
阿
古
屋
と
小
野
姫
は
そ
う
で
は
な

い
。
二
人
の
立
場
は
決
定
的
に
ち
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
が
こ
の
作
品
の
最
も
重

要
な
点
で
あ
る
。
近
松
は
悪
女
と
貞
女
と
い
う
よ
う
に
は
二
人
を
描
き
分
け
な

か
っ
た
。
よ
り
正
し
く
い
う
な
ら
、
少
た
く
と
も
阿
古
屋
を
悪
女
と
は
し
な
か

っ
た
。

　
舞
曲
の
シ
ソ
メ
ト
リ
カ
ル
な
構
造
を
、
近
松
は
小
野
姫
と
呵
古
屋
と
い
う
二

人
の
人
物
に
よ
っ
て
展
開
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
舞
曲
の
対
立
を
そ
の
ま
ま
拡

大
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
悪
女
か
貞
女
か
と
い
う
単
純
な
次
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
『
出
世
景
清
』
に
お
げ
る
遊
女
の
発
見

で
の
対
立
が
、
舞
曲
か
ら
は
す
ぐ
に
導
か
れ
よ
う
が
、
近
松
は
そ
う
し
た
『
碁

盤
忠
信
』
の
よ
う
な
方
法
を
と
ら
た
か
っ
た
。
貞
享
期
の
劇
と
し
て
、
表
毘
は

さ
ら
に
深
ま
り
を
見
せ
た
く
て
は
な
ら
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
出
世
景
清
』
の
阿
古
屋
は
、
訴
人
劇
の
女
達
の
よ
う
に
処
刑
さ
れ
る
こ
と

は
た
い
。
彼
女
は
子
を
殺
し
て
自
ら
死
ん
で
行
く
。
舞
曲
の
子
殺
し
は
上
巻
で

景
清
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
舞
曲
の
筋
の
流
れ
を
変
更
し
た
の
は
、
こ
の
上

巻
の
終
わ
り
の
愁
歎
を
、
二
段
目
と
四
段
目
の
二
つ
に
引
き
裂
い
た
こ
と
以
外

に
は
次
い
。
近
松
は
こ
こ
で
阿
古
屋
と
い
う
生
身
の
女
に
存
分
に
語
ら
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
阿
古
屋
は
自
ら
の
遊
女
と
し
て
の
立
場
を
苦
し
ま
ね
ぱ
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
劇
の
核
心
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
る
。

　
呵
古
屋
に
対
立
す
る
の
は
、
舞
曲
や
訴
人
劇
の
系
譜
か
ら
い
え
ぱ
当
然
小
野

姫
で
あ
る
が
、
小
野
姫
も
、
阿
古
屋
と
の
対
立
が
単
に
悪
女
か
貞
女
か
と
い
う

こ
と
で
な
く
た
れ
ぱ
、
当
然
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
象
を
与
え
ら
れ
な
く
て
は

た
ら
匁
い
。
し
か
し
、
小
野
姫
の
彩
象
は
、
牛
王
の
姫
と
比
べ
て
そ
う
大
き
く

は
変
化
し
て
い
な
い
。

　
『
牛
若
千
人
斬
』
は
、
『
碁
盤
忠
信
』
や
『
ご
わ
う
の
姫
』
な
ど
と
ち
が
っ
て
、

延
宝
九
年
と
い
う
、
浄
瑠
璃
が
角
太
夫
や
加
賀
橡
に
よ
っ
て
新
し
い
展
開
を
始

め
て
か
た
り
経
っ
た
頃
の
作
品
で
あ
り
、
『
出
世
景
清
』
と
の
隔
り
は
わ
づ
か

四
年
し
か
な
い
。
そ
れ
だ
げ
に
対
話
や
台
詞
も
多
く
、
例
え
ぱ
訴
人
す
る
伯
母

尼
公
が
牛
王
に
訴
人
を
勧
め
る
と
い
っ
た
『
出
世
景
清
』
の
十
蔵
を
思
わ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

条
り
が
あ
る
た
ど
、
一
っ
の
場
面
に
対
す
る
意
識
は
随
分
進
歩
し
て
い
る
。
伯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

母
尼
公
が
恩
賞
よ
り
ま
ず
保
身
を
考
え
て
訴
人
を
決
意
す
る
弱
い
人
問
と
し
て

描
か
れ
出
し
て
来
て
い
る
点
に
も
そ
れ
は
窺
え
る
。
だ
が
、
牛
王
に
っ
い
て
見

れ
ぱ
、
『
ご
わ
う
の
姫
』
が
来
世
を
間
題
に
す
る
詞
章
が
多
い
の
と
比
べ
て
、

清
盛
と
の
や
り
と
り
が
充
実
し
て
来
た
分
だ
げ
、
忠
義
、
忠
節
と
い
っ
た
美
徳

を
強
調
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
鎌
田
の
妹
と
い
う
設
定
が
よ
り
活
か
さ
れ
る

と
い
う
よ
う
に
、
愛
す
る
者
を
助
げ
る
た
め
の
行
動
が
、
劇
の
論
理
と
し
て
と

も
す
れ
ぽ
主
君
を
す
く
う
た
め
と
い
う
秒
に
、
い
わ
ぱ
私
的
動
機
か
ら
公
的
動

機
へ
と
す
り
か
え
ら
れ
か
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
『
出
世
景
清
』
の
小
野
姫
は
、
こ
う
し
た
牛
王
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
牛
王
の
忠
義
は
不
忠
と
み
な
さ
れ
る
伯
母
尼
公
の
行
動
と
対
照
さ
れ
る
。

小
野
姫
の
貞
節
は
、
『
牛
若
千
人
斬
』
の
尼
公
の
不
忠
が
人
問
の
弱
さ
に
基
く

も
の
で
あ
っ
た
の
と
対
応
し
て
、
や
は
り
弱
さ
　
　
女
の
立
場
を
体
現
す
る
阿

古
屋
の
嫉
妬
と
対
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
不
忠
に
認
め
ら
れ
る
悪
は
十
蔵
に

形
象
さ
れ
、
呵
古
屋
は
悪
女
に
は
成
ら
な
い
。
従
っ
て
小
野
姫
の
形
象
は
伯
母

尼
公
に
対
す
る
牛
王
の
様
に
、
悪
に
対
す
る
善
と
い
う
彬
で
把
え
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
阿
古
屋
に
対
す
る
小
野
姫
は
、
い
わ
ぱ
私
に
対
す
る
公
と
し
て
把
え

る
必
要
が
あ
る
。

　
小
野
姫
は
景
清
の
正
妻
で
あ
る
。
彼
女
は
正
妻
と
し
て
景
清
の
「
大
義
」
の

理
解
者
で
あ
り
協
力
者
で
あ
る
。
初
段
、
舞
台
に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
も
夫



と
の
別
れ
を
哀
し
む
こ
と
も
な
く
「
大
義
」
の
た
め
に
上
洛
す
る
景
清
を
送
り

出
し
た
彼
女
は
、
す
で
に
こ
こ
で
「
大
義
」
と
い
う
公
的
次
元
で
の
大
筋
に
と

り
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
夫
に
。
呵
古
屋
の
こ
と
で
手
紙
を
書
き
は
す
る
が
、

そ
れ
と
て
世
話
場
の
中
で
語
ら
れ
る
だ
け
で
、
小
野
姫
の
景
清
に
対
す
る
情
愛

と
い
う
も
の
は
積
極
的
に
舞
台
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
武
士
、
も
し
く
は
武

士
的
に
形
象
さ
れ
る
父
大
宮
司
と
い
っ
た
公
的
な
次
元
に
彼
女
は
属
し
て
い
る
。

五
段
目
で
は
武
士
の
妻
と
し
て
景
清
に
従
っ
て
頼
朝
と
対
面
ま
で
す
る
。
小
野

姫
は
、
こ
の
よ
う
に
武
士
の
論
理
に
よ
っ
て
展
開
す
る
こ
の
作
品
の
公
的
な
枠

組
の
中
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
父
の
命
に
か
わ
ろ
う
と
し
、

夫
の
「
大
義
」
の
た
め
に
死
を
い
と
わ
ぬ
ぱ
か
り
か
、
自
首
し
た
景
清
に
ー
、
ど

う
し
て
「
な
が
ら
へ
」
て
「
本
望
を
と
げ
」
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
と

「
あ
さ
ま
し
」
き
「
所
存
」
を
恨
み
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
小
野
姫
は
夫
の
「
本

望
」
を
共
有
出
来
る
武
士
の
妻
で
あ
っ
た
。

　
一
方
呵
古
屋
は
遊
女
で
あ
る
。
三
段
切
の
景
清
は
小
野
姫
の
貞
女
ぶ
り
を
讃

え
て
「
た
の
も
し
」
と
い
っ
た
す
ぐ
あ
と
で
、
呵
古
屋
の
訴
人
を
な
じ
っ
て

「
人
は
す
じ
や
う
が
は
づ
か
し
し
」
と
言
う
。
阿
古
屋
は
妻
で
は
な
く
、
素
性

卑
し
き
遊
女
に
す
ぎ
た
い
の
で
あ
る
。
訴
人
し
た
と
思
い
込
ん
だ
か
ら
で
は
な

い
。
景
清
は
始
め
か
ら
阿
古
屋
を
遊
女
と
し
て
し
か
扱
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
劇
は
そ
の
登
場
か
ら
阿
古
屋
を
小
野
姫
と
同
じ
次
元
で
語
ろ
う
と
は
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
『
出
世
景
清
』
に
お
げ
る
遊
女
の
発
見

　
二
段
目
冒
頭
、
呵
古
屋
が
紹
介
さ
れ
る
詞
章
は
、
「
ま
こ
と
に
た
げ
き
も
の

二
ふ
も
恋
に
や
っ
る
二
な
ら
ひ
有
」
で
開
始
さ
れ
る
。
「
猛
き
武
士
」
景
清
は
、

「
恋
に
や
つ
」
れ
て
阿
古
屋
と
会
う
の
で
あ
る
。
襲
撃
に
失
敗
し
た
景
清
は
、

重
忠
と
さ
し
ち
が
え
よ
う
と
思
っ
た
が
、
「
思
へ
ぱ
御
身
が
な
っ
か
し
く
、
子

共
が
か
ほ
を
も
見
ま
ほ
し
く
む
ね
ん
な
が
ら
も
な
が
ら
へ
て
扱
只
今
の
し
あ
は

せ
」
に
成
っ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ぱ
く
武
士
Ｖ
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
初
段
の
襲

撃
が
、
公
的
な
行
動
原
理
に
基
く
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
景
清
は
、
一
時
的
に

「
大
義
」
を
閑
却
し
て
「
恋
」
の
世
界
に
身
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
。
奇
数
段

の
公
的
空
間
で
は
た
く
、
遊
女
阿
古
屋
が
支
配
す
る
私
的
た
空
問
に
訪
れ
る
景

清
は
、
い
う
な
れ
ぱ
休
目
を
過
ご
そ
う
と
し
て
い
る
。
舞
曲
が
、
阿
古
屋
の
庵

で
機
を
窺
っ
た
と
す
る
の
に
比
べ
て
、
こ
の
阿
古
屋
の
庵
の
意
味
は
景
清
に
と

っ
て
遥
か
に
軽
い
。
少
な
く
と
も
彼
の
「
大
義
」
と
は
全
く
無
縁
の
空
問
で
し

か
な
い
。

　
だ
が
「
思
へ
ぱ
御
身
が
な
つ
か
し
く
、
子
共
が
か
ほ
を
も
見
ま
ほ
し
く
」
と

い
う
述
懐
を
、
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
〈
武
士
Ｖ
を
逸
脱
し
た
こ
の
段
で
も
、
景
清
は
心
か
ら
恋
に
陥
っ
た
存
在
と

し
て
登
場
す
る
わ
げ
で
は
な
い
。
彼
は
遊
女
と
一
時
を
過
ご
そ
う
と
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
景
清
に
ー
と
っ
て
呵
古
屋
は
、
深
い
伸
で
子
ま
で
あ
る
に
し
て
も
、

あ
く
ま
で
も
遊
女
で
あ
り
決
し
て
そ
れ
以
上
の
存
在
で
は
た
か
っ
た
。

　
こ
の
場
を
廓
場
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
、
単
に
作
品
が
鎌
倉
武
士
政
権
の
成
立
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
『
出
世
景
清
』
に
お
げ
る
遊
女
の
発
見

を
舞
台
に
し
て
い
る
と
い
っ
た
表
層
的
な
理
由
か
ら
の
み
で
た
く
、
些
か
間
題

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
当
世
的
な
人
物
と
し

て
登
場
す
る
阿
古
屋
は
、
常
に
遊
女
と
い
う
杜
会
的
に
疎
外
さ
れ
た
存
在
と
し

て
、
そ
の
遊
女
た
る
身
分
を
超
え
た
幻
想
を
い
だ
い
て
遊
客
た
る
景
清
と
対
時

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
場
に
廓
の
論
理
が
介
在
し
て
い
る
こ

と
は
疑
い
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
信
多
純
一
氏
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
、
こ
れ
ら
当
世
的
な
人
物
像
の
創
出
に
は
、

延
宝
期
の
浄
瑠
璃
に
お
げ
る
表
玩
の
進
歩
が
背
景
と
し
て
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
近
松
が
そ
の
上
に
付
加
し
た
も
の
は
、
そ
う
し
た
廓
場
描
写
の
、
興
味

本
位
と
ま
で
行
か
ぬ
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
遊
客
側
か
ら
の
視
点
を
中
心
に

す
る
描
出
を
排
し
て
、
遊
女
を
一
人
の
女
と
し
て
、
杜
会
的
疎
外
者
と
し
て
把

え
直
し
て
、
単
に
遊
廓
を
描
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
超
え
た
普
遍
性
を

劇
に
定
着
さ
せ
、
近
世
期
の
劇
と
し
て
新
し
い
到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
よ
く

言
わ
れ
る
近
松
が
弱
者
に
目
を
向
け
た
と
い
う
特
徴
は
、
『
出
世
景
清
』
に
お

い
て
、
遊
女
へ
の
着
目
と
い
う
形
で
、
既
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
近
松
は
こ
の
作
品
よ
り
以
前
に
『
世
継
曽
我
』
で
遊
女
を
当
世
風
の
女
と
し

て
描
き
、
こ
の
両
作
を
経
て
『
三
世
相
』
で
は
、
遊
女
の
立
場
性
を
周
到
に
展

開
し
て
そ
の
疎
外
者
と
し
て
の
面
を
、
劇
の
内
部
に
活
用
し
よ
う
と
努
め
て
い

る
。
こ
の
こ
ろ
近
松
は
、
弱
者
、
即
ち
公
的
論
理
に
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
る
人
間
存

在
に
移
を
与
え
る
の
に
「
遊
女
」
と
い
う
彫
式
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
阿
古
屋
の
立
場
に
つ
い
て
売
木
繁
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

　
　
　
阿
古
屋
に
１
と
っ
て
は
、
景
清
の
頼
朝
復
讐
の
大
望
は
無
縁
の
世
界
で
あ

　
　
る
。
阿
古
屋
は
個
人
的
愛
の
世
界
に
生
き
、
そ
れ
を
悲
劇
的
に
主
張
す
る
。

　
　
景
清
の
ゆ
る
し
の
中
に
己
れ
へ
の
愛
の
あ
か
し
を
見
よ
う
と
し
て
そ
の
要

　
　
求
を
破
局
ま
で
追
究
す
る
。

こ
れ
に
遊
女
と
い
う
視
点
を
加
え
て
、
二
段
目
の
提
示
詞
章
か
ら
検
討
し
て
ゆ

き
た
い
。

　
　
　
あ
こ
や
は
も
と
よ
り
遊
女
な
れ
ど
も
、
い
も
せ
の
な
さ
げ
こ
ま
や
か
に

　
　
よ
に
た
き
か
げ
き
よ
を
い
と
を
し
み
二
人
の
子
供
を
や
う
い
く
し
、
あ
に

　
　
に
は
ゆ
み
小
だ
ち
を
も
た
せ
ち
上
が
か
げ
を
つ
が
せ
ん
と
、
な
ら
は
ぬ
女

　
　
の
身
な
が
ら
も
ひ
や
う
ほ
う
の
う
ち
だ
ち
し
ぶ
だ
う
を
を
し
ゆ
る
心
ざ
し

　
　
た
ぐ
ひ
ま
れ
に
ぞ
聞
へ
げ
る
。

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
「
遊
女
な
れ
ど
も
」
と
あ
る
。
阿
古
屋
は
遊
女
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に

「
妹
背
の
情
こ
ま
や
か
」
だ
と
岩
れ
る
。
遊
女
た
ら
ぱ
ど
う
で
あ
る
の
が
普
通

た
の
か
。
　
「
情
こ
ま
や
か
」
は
客
に
対
す
る
み
せ
か
げ
と
し
て
の
み
求
め
め
ら

れ
る
も
の
で
、
決
し
て
本
心
で
あ
っ
て
は
成
ら
ず
、
ま
し
て
や
そ
の
子
を
武
士

の
子
と
し
て
「
家
業
を
つ
が
せ
」
よ
う
な
ど
と
い
う
希
望
を
抱
く
な
ど
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
呵
古
屋
は
た
だ
の
遊
女
で
は
た
い
。
「
た
ぐ
ひ
ま
れ
」

な
遊
女
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
一
般
的
通
念
か
ら
外
れ
た
く
遊
女
Ｖ
で
あ
る
阿
古
屋
は
、
〈
武
士
Ｖ
景
清
の



妻
た
る
こ
と
を
望
む
。
我
が
子
を
嫡
子
と
し
、
景
清
と
一
対
一
の
関
係
を
成
就

し
よ
う
と
願
う
。
固
定
し
た
、
恒
久
的
な
「
愛
の
世
界
」
を
求
め
る
。

　
久
し
ぶ
り
に
。
や
っ
て
来
た
「
夫
」
景
清
に
。
彼
女
は
「
妻
」
と
し
て
恨
み
事
を

言
う
。

　
　
　
此
ご
ろ
き
げ
ぱ
大
ぐ
し
の
む
す
め
を
の
二
姫
と
や
ら
ん
に
ふ
か
い
こ
と

　
　
上
承
る
。
も
つ
と
も
か
な
み
づ
か
ら
は
子
も
ち
む
し
ろ
の
う
ら
ふ
れ
て
、

　
　
見
る
め
に
い
や
と
お
ぼ
す
れ
ど
も
子
に
ほ
だ
さ
れ
て
の
御
出
か
、
り
ん
き

　
　
す
る
で
は
た
げ
れ
ど
も
う
き
よ
ぐ
る
ひ
も
と
し
に
よ
る
、
し
や
ほ
ん
に
お

　
　
か
し
い
ま
で
よ
い
き
げ
ん
じ
や
の
。

お
よ
そ
遊
女
が
客
に
対
し
て
言
う
言
葉
で
は
な
い
。
い
や
、
遊
女
が
本
心
で
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
遊
び
の
世
界
の
論
理
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
言
葉
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
世
界
の
中
で
な
ら
、
阿
古
屋
は
景
清
の
妻
で
あ
り
、
小
野

姫
は
「
浮
世
狂
ひ
」
の
相
手
で
あ
る
。
景
清
も
遊
客
と
し
て
そ
の
論
理
に
従
っ

て
、
小
野
姫
と
の
関
係
を
否
定
し
て
「
八
ま
ん
く
さ
う
し
た
こ
と
で
さ
ら
に

な
し
」
と
誓
っ
て
み
せ
る
。
　
「
そ
ち
な
ら
で
世
の
中
に
い
と
し
い
も
の
が
有
べ

き
か
」
と
優
し
い
瞳
も
つ
い
て
み
せ
る
。
全
て
は
遊
び
の
世
界
の
絵
空
事
の
つ

も
り
で
あ
る
。

　
だ
が
阿
古
屋
は
本
心
か
ら
恨
み
言
を
述
べ
、
景
清
の
誓
言
を
本
心
で
う
げ
と

め
て
「
夫
」
を
許
す
。
提
示
詞
章
が
、
こ
れ
が
単
な
る
遊
女
と
客
と
の
や
り
と

り
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
の
景
清
は
全
く
遊
客
と
し
て
登

　
　
　
　
　
『
出
世
景
清
』
に
お
け
る
遊
女
の
発
見

場
す
る
。
「
恋
に
や
っ
」
れ
て
遊
び
の
世
界
に
立
ち
寄
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
「
八

幡
」
の
名
号
な
ど
軽
々
し
く
武
士
の
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
遊
び
の
場
で
あ

る
か
ら
一
」
そ
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
景
渚
は
遊
び
の
世
界
の
論
理
に
従
っ
て
愛

を
語
る
。
ま
さ
か
相
手
の
阿
古
屋
が
本
心
か
ら
の
関
係
を
望
ん
で
い
よ
う
と
は

思
っ
て
い
な
い
。
こ
の
食
い
違
い
が
二
段
目
の
状
況
設
定
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。

　
阿
古
屋
の
兄
、
伊
庭
十
蔵
広
近
が
登
場
し
て
劇
は
動
き
始
め
る
。
十
蔵
は
妹

に
景
清
の
訴
人
を
勧
め
る
。
十
蔵
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
妹
と
景
清
の
関
係

を
遊
女
と
し
て
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
。
子
供
ま
で
あ
る
か
ら
並
大
低
で
は

な
い
と
は
思
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
か
、
景
清
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
「
た

ぐ
ひ
ま
れ
」
た
遊
女
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
阿
古
屋
に
拒
否
さ
れ
て
彼
は
妹
に

そ
の
立
場
を
訓
え
る
。
大
宮
司
の
娘
の
夫
で
あ
る
景
清
は
、
呵
古
屋
を
「
当
座

の
花
」
と
し
て
し
か
思
っ
て
は
い
ま
い
と
。
阿
古
屋
は
そ
れ
に
対
し
て
、
先
程

の
景
清
と
の
会
話
を
本
心
で
う
げ
と
め
て
い
る
の
で
、
い
や
自
分
こ
そ
が
「
二

世
の
妻
」
な
の
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
十
蔵
と
の
対
話
で
阿
古
屋
の
「
た
ぐ
ひ

ま
れ
」
な
遊
女
と
し
て
の
姿
が
舞
台
化
さ
れ
、
劇
は
そ
う
し
た
阿
古
屋
を
描
く

こ
と
を
こ
の
段
の
方
法
と
し
て
進
め
ら
れ
て
行
く
。

　
小
野
姫
か
ら
の
手
紙
が
そ
の
転
回
点
と
た
る
。

　
　
　
か
り
そ
め
に
御
の
ぽ
り
ま
し
く
て
い
笠
の
た
よ
呈
し
給
は
ぬ
は
、

　
　
か
ね
く
聞
し
あ
こ
や
と
い
へ
る
ゆ
う
女
に
御
し
た
し
み
侯
か
、
み
ら
い

　
　
を
か
げ
し
我
ち
ぎ
り
い
か
父
わ
す
れ
給
ふ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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『
出
世
景
清
』
に
お
げ
る
遊
女
の
発
見

阿
古
屋
が
遊
女
で
あ
っ
て
妻
で
な
い
こ
と
を
反
論
の
出
来
な
い
形
で
示
す
の
が

こ
の
手
紙
で
あ
る
。
景
清
の
誓
言
が
嘘
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ
て
は
っ

き
り
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
景
清
は
小
野
姫
と
未
来
を
誓
っ
て
お
り
、
小

野
姫
は
阿
古
屋
を
「
遊
女
」
と
揚
定
す
る
。
呵
古
屋
は
小
野
姫
と
対
等
以
上
の

存
在
と
し
て
自
分
を
位
置
づ
げ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
小
野
姫
か
ら
見
下
さ
れ
て

完
全
に
逆
上
す
る
。

　
　
　
う
ら
め
し
や
は
ら
立
や
口
を
し
や
ね
た
ま
し
や
恋
に
へ
だ
て
は
な
き
も

　
　
の
を
ゆ
う
女
と
は
何
事
ぞ
子
の
有
中
こ
そ
ま
こ
と
の
つ
ま
よ
か
く
と
は
し

　
　
ら
で
は
か
な
く
も
た
い
せ
つ
が
り
い
と
し
が
り
心
を
つ
く
せ
し
く
や
し
さ

　
　
は
、
人
に
う
ら
み
は
な
き
も
の
を
、
お
と
こ
ぢ
く
し
や
う
い
た
づ
ら
も
の

　
　
を
ア
・
う
ら
め
し
や
む
ね
ん
や
と
ふ
み
ず
ん
く
に
引
さ
き
て
か
こ
ち
う

　
　
ら
み
て
な
き
給
ふ
、
こ
と
は
り
と
こ
そ
、
聞
え
げ
れ
、

こ
の
ク
ド
キ
が
こ
の
場
の
極
点
を
形
成
し
て
い
る
。
〈
遊
女
Ｖ
と
て
恋
す
る
者

だ
と
い
う
、
「
た
ぐ
ひ
ま
れ
た
遊
女
」
阿
古
屋
の
、
自
分
は
た
だ
の
遊
女
と
し

て
し
か
扱
わ
れ
て
い
た
か
っ
た
と
思
い
知
ら
さ
れ
て
の
逆
上
の
有
様
が
、
劇
の

一
つ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
作
者
は
そ
れ
を
「
こ
と
は
り
」
と

把
え
る
視
点
で
描
出
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
劇
は
こ
の
「
た
ぐ
ひ
ま
れ
な
る
遊

女
」
‘
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
近
松
が
公
的
た
論
理
に
対
す
る
個
人
的
な
世
界
を
、
杜
会
的
弱
老
で
あ
る
女

性
に
託
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
時
、
そ
の
意
味
の
女
と
し
て
極
限
的
な
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

と
し
て
捕
捉
さ
れ
た
の
が
遊
女
で
あ
っ
た
。
公
的
た
存
在
に
対
す
る
ア
ソ
チ
・

テ
ー
ゼ
と
し
て
徹
底
し
て
形
象
す
る
た
め
に
は
、
当
時
、
杜
会
的
に
疎
外
さ
れ

た
存
在
で
あ
っ
た
遊
女
は
恰
好
の
素
材
と
た
る
。
公
的
た
男
に
対
す
る
女
は
、

中
世
以
来
語
り
物
の
中
で
描
き
続
げ
ら
れ
て
来
た
が
、
そ
れ
を
更
に
推
し
進
め

た
時
、
遊
女
が
劇
の
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
。
廓
場
や
、
華
麗
な
遊
女
を
興
味

本
位
に
趣
向
と
し
て
描
く
の
で
は
た
く
、
ま
た
傾
城
買
と
い
う
、
「
買
う
」
立

場
に
視
点
を
お
い
た
表
現
で
も
な
く
、
遊
女
そ
の
も
の
が
一
人
の
女
と
し
て
、

ど
こ
ま
で
も
恋
を
貫
こ
う
と
す
る
生
身
の
女
と
し
て
語
る
劇
が
成
立
し
て
、
劇

は
新
し
い
女
性
表
現
を
手
に
入
れ
る
。

　
近
松
は
遊
女
を
女
と
し
て
劇
に
登
場
さ
せ
た
。
積
極
的
に
遊
女
の
「
恋
」
を

認
め
た
。
そ
の
遊
女
は
、
い
わ
ば
近
松
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
劇
的
た
く
遊

女
Ｖ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
で
は
そ
の
く
遊
女
Ｖ
を
劇
全
体
の
主
題
と

し
て
扱
う
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
阿
古
屋
は
公
的
た
ド
ラ
マ
か
ら
突
出
し
た
部

分
を
に
次
う
だ
げ
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
が
如
実
に
示
さ
れ
る
の
が
四
段
目
で
あ
る
。
こ
の
段
は
全
体
か
ら

ら
極
め
て
遊
離
し
た
段
で
あ
り
、
そ
の
中
で
阿
古
屋
の
子
殺
し
が
描
か
れ
る
。

　
三
段
目
で
景
清
は
小
野
姫
や
大
宮
司
を
助
げ
る
た
め
に
自
ら
掩
わ
れ
る
。
そ

の
行
為
は
小
野
姫
の
武
士
の
妻
と
し
て
の
健
気
さ
と
共
に
、
「
勇
あ
り
、
義
あ

り
、
誠
あ
り
」
と
評
さ
れ
て
く
武
士
Ｖ
と
し
て
の
美
徳
を
称
讃
さ
れ
る
。
し
か

し
四
段
目
の
牢
舎
の
中
の
景
清
に
は
全
く
そ
の
面
影
が
た
い
。
冒
頭
牢
獄
の
描



写
が
語
ら
れ
る
う
ち
に
、
景
清
は
哀
れ
た
囚
人
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
。
そ

も
そ
も
起
句
か
ら
し
て
「
げ
に
や
猛
将
勇
士
も
運
尽
き
ぬ
れ
ぱ
力
な
し
」
で
あ

る
。
彼
は
武
士
と
し
て
の
意
気
か
ら
自
か
ら
捕
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
運
尽

き
」
て
捕
わ
れ
て
い
る
。

　
小
野
姫
が
貞
女
ら
し
く
酒
果
を
持
っ
て
や
っ
て
来
る
。
景
清
は
小
野
姫
を
賞

め
帰
国
を
勧
あ
た
あ
と
妻
と
比
べ
て
阿
古
屋
を
呪
う
。

　
　
　
是
に
付
て
も
あ
こ
や
が
し
ん
て
い
の
う
ら
め
し
さ
よ
二
人
の
子
共
も
今

　
　
は
は
や
こ
ろ
し
て
や
す
て
っ
ら
ん
思
へ
ぱ
く
か
げ
き
ょ
が
う
ん
の
っ
き

　
　
こ
そ
口
お
し
げ
れ
。

ま
る
で
阿
古
屋
の
訴
人
の
た
め
に
捕
え
ら
れ
た
と
い
わ
ん
ぱ
か
り
の
台
詞
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
後
の
二
人
の
子
に
対
す
る
台
詞
に
も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
や
れ
子
共
よ
父
が
か
や
う
に
成
た
る
は
な
皆
あ
の
は
上
め
が
あ
く
し
ん

　
　
に
て
な
は
を
も
は
二
が
か
げ
さ
せ
ろ
う
に
も
は
上
め
が
入
げ
る
ぞ
。

ど
う
し
て
こ
う
い
う
事
に
な
っ
た
の
か
。
子
殺
し
の
場
面
が
成
立
す
る
た
め
に

は
、
ど
う
で
も
阿
古
屋
が
景
清
を
窮
地
に
追
い
や
っ
た
と
い
う
前
提
が
必
要
だ

っ
た
か
ら
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
。
舞
曲
の
訴
人
か
ら
連
続
す
る
子
殺
し
を
、

二
段
と
四
段
に
分
げ
た
の
は
、
遊
女
呵
古
屋
を
劇
の
前
面
に
押
し
出
そ
う
と
し

た
た
め
で
あ
る
が
、
劇
全
体
は
、
あ
く
ま
で
公
的
論
理
の
次
元
で
動
い
て
行
く
。

阿
古
屋
の
悲
劇
な
ど
入
り
込
む
余
地
が
た
い
。
そ
れ
を
描
こ
う
と
す
れ
ぱ
阿
古

屋
に
劇
を
動
か
す
力
を
与
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
こ
の
時
期
で
は
ま
だ
そ
う
し

　
　
　
　
　
『
出
世
景
清
』
に
お
げ
る
遊
女
の
発
見

た
作
劇
法
を
見
出
し
得
て
い
な
い
。
そ
こ
で
作
者
は
無
理
に
も
阿
古
屋
が
劇
を

動
か
し
た
か
の
よ
う
た
設
定
を
作
っ
た
。
結
果
四
段
目
は
突
出
し
た
段
と
し
て

全
体
か
ら
遊
離
し
た
。
阿
古
屋
の
子
殺
し
は
三
段
目
と
も
五
段
目
と
も
何
の
連

関
も
な
く
、
た
だ
そ
れ
自
体
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
そ
こ
に
だ
げ

通
用
す
る
論
理
が
設
定
さ
れ
、
そ
こ
で
阿
古
屋
が
そ
の
隈
定
さ
れ
た
局
面
で
劇

を
動
か
し
た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
。
敢
え
て
そ
う
ま
で
し
て
作
者
は
く
遊

女
Ｖ
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
設
定
に
従
っ
て
四
段
目
の
呵
古
屋
を
見
れ
ぱ
、
こ
れ
は
、
男
と
の
関
係

の
み
に
。
存
在
基
盤
を
も
つ
女
が
、
嫉
妬
故
に
男
を
お
と
し
い
れ
て
そ
の
命
を
奪

う
こ
と
に
な
り
、
妻
と
し
て
共
に
死
に
た
い
と
い
う
許
し
を
求
め
て
も
入
れ
ら

れ
ず
絶
望
し
て
子
供
を
道
づ
れ
に
自
害
す
る
と
い
っ
た
、
公
的
な
論
理
水
準
を

共
有
出
来
な
い
女
の
悲
劇
的
な
状
況
を
、
極
限
的
な
彩
で
示
し
た
も
の
と
把
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
呵
古
屋
は
嫉
妬
は
い
と
し
い
故
と
陳
弁
し
、
「
今
一
度
こ
と
ぽ
を
か
げ
て
」

く
れ
れ
ぱ
「
そ
れ
を
力
に
自
害
」
し
て
詑
び
よ
う
と
景
清
に
許
し
を
乞
う
。
許

し
は
絶
望
の
一
歩
手
前
の
所
で
辛
う
じ
て
成
立
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
も

は
や
二
段
目
め
上
昇
指
向
は
思
い
も
寄
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
子
供
が
登
場
し
て

愁
歎
を
盛
り
あ
げ
る
。
子
供
す
ら
も
否
定
す
る
景
清
の
頑
な
は
く
武
士
Ｖ
と
し

て
訴
人
を
許
さ
な
い
公
的
な
立
場
と
、
そ
れ
を
理
解
し
え
な
い
く
遊
女
Ｖ
へ
の

憎
悪
に
基
い
て
い
る
。
彼
は
子
供
を
も
、
阿
古
屋
が
産
ん
だ
子
だ
か
ら
と
敵
と
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『
出
世
景
清
』
に
お
げ
る
遊
女
の
発
見

呼
ん
で
、
そ
の
関
係
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
。
子
供
が
父
を
帰
せ
と
す
が
り
つ

い
て
く
遊
女
Ｖ
の
悲
し
み
は
頂
点
に
達
し
、
劇
は
こ
の
現
実
的
な
論
理
と
は
共

存
出
来
な
い
く
遊
女
Ｖ
の
論
理
の
悲
劇
性
を
、
子
殺
し
と
い
う
凄
惨
な
場
面
に

仕
組
ん
で
行
く
。
阿
古
屋
は
せ
め
て
「
恋
」
の
幻
想
の
う
ち
に
死
の
う
と
願
っ

た
が
、
景
清
は
公
的
論
理
か
ら
そ
の
幻
想
を
さ
え
拒
絶
す
る
。
今
や
彼
女
に
は

絶
望
し
か
許
さ
れ
て
い
た
い
。

　
作
者
は
公
的
な
論
理
を
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
讃
美
す
る
。
〈
武

士
Ｖ
を
貫
く
景
清
は
常
に
賞
讃
の
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
論
理
に
切
り

捨
て
ら
れ
る
人
問
性
、
〈
遊
女
Ｖ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
私
的
な
論
理
を
、
決

し
て
「
正
義
」
に
対
す
る
「
悪
」
と
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
嫉
妬
と
い
う
人

問
の
弱
さ
さ
え
肯
定
す
る
。
　
「
勇
あ
り
義
あ
り
誠
あ
り
」
の
く
武
士
Ｖ
を
称
揚

す
る
と
同
時
に
、
阿
古
屋
の
切
実
な
歎
願
を
も
肯
定
す
る
。
こ
の
矛
盾
は
劇
の

内
部
で
も
解
決
さ
れ
な
い
。
阿
古
屋
の
死
は
「
扱
も
是
非
な
き
ふ
ぜ
い
た
り
」

と
把
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
悲
劇
的
な
結
末
に
対
し
て
近
松
は
、
肯
定
も
し
た
げ
れ
ぱ
否
定
も

　
　
し
な
い
。
そ
れ
は
既
に
宿
命
的
た
と
い
亘
言
葉
を
使
い
た
く
な
る
程
、
是

　
　
非
の
判
断
を
超
え
た
世
界
に
入
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
割
り
切
れ
て

　
　
は
た
ら
な
い
世
界
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
現
実
の
人
生
の
な
か
で
は
、
相

　
　
対
的
な
次
元
の
な
か
に
切
り
か
え
解
決
し
て
ゆ
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
し
て

　
　
も
、
「
悲
劇
」
の
世
界
の
な
か
で
は
割
り
き
れ
る
必
要
は
た
か
っ
た
。
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ゆ

広
末
保
氏
は
「
近
世
悲
劇
へ
の
道
」
で
こ
の
よ
う
に
阿
古
屋
の
死
を
把
え
ら
れ

た
。
人
間
は
「
宿
命
的
」
に
公
と
私
の
二
元
論
を
生
き
て
い
る
。
人
生
の
様
々

な
場
面
で
そ
れ
は
相
対
化
さ
れ
る
。
劇
は
矛
盾
を
抽
象
化
し
て
「
悲
劇
」
と
し

て
提
示
す
る
。
そ
の
た
め
に
抽
出
さ
れ
た
の
が
阿
古
屋
と
い
う
く
遊
女
Ｖ
で
あ

っ
た
。
阿
古
屋
は
、
先
行
作
の
枠
組
の
中
で
公
的
な
次
元
の
劇
と
し
て
構
成
さ

れ
た
『
出
世
景
清
』
の
大
筋
か
ら
逸
脱
し
た
場
面
を
担
っ
て
、
つ
ま
り
景
清
が
、

「
恋
に
や
っ
れ
」
た
り
「
運
尽
き
」
た
り
す
る
次
元
に
の
み
存
在
を
許
さ
れ
て
、

公
的
な
立
場
に
対
す
る
、
女
と
し
て
、
遊
女
と
し
て
の
私
的
な
立
場
を
表
出
し

て
「
悲
劇
」
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
後
の
世
話
物
や
、
時
代
物
の

「
三
段
目
悲
劇
」
た
ど
の
繭
芽
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
初
期
近
松
に
お
げ
る
公
と
私
の
二
元
論
の
一
方
の
極
に
遊
女
が
置
か
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
後
の
世
話
物
が
ま
ず
遊
女
の
劇
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
考
え

て
も
単
た
る
偶
然
と
い
う
訳
に
は
行
く
ま
い
。
遊
女
の
発
見
は
近
松
劇
の
一
段

階
と
し
て
不
可
欠
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
（
作
品
の
引
用
は
主
と
し
て
『
正
本
近
松
全
集
』
所
収
の
八
行
本
に
基

　
　
き
、
十
行
本
を
参
考
に
し
つ
つ
私
に
表
記
句
読
を
改
め
た
。
）

◎
　
舞
曲
の
引
用
は
主
と
し
て
大
江
本
に
基
き
、
他
本
を
参
照
し
つ
つ
、
私
に
句
続
、

表
記
を
改
め
た
。

　
な
お
舞
曲
に
関
し
て
は
『
目
本
庶
民
文
化
資
料
集
成
』
『
幸
若
舞
曲
研
究
』
な
ど

　
を
参
考
と
し
た
。



　＠　◎◎

藤
井
紫
影
『
近
松
全
集
』
第
二
巻
解
題

『
新
群
書
類
聚
』
第
九
巻
に
よ
る
。

信
多
純
一
「
出
世
景
清
の
成
立
」
（
『
国
語
・
国
文
』
昭
和
三
十
四
年
六
月
）

荒
木
繁
「
近
松
の
作
品
研
究
『
出
世
景
清
』
」
（
『
文
学
』
昭
和
二
十
七
年
十
目
）

広
末
保
『
近
松
序
説
』
所
収
。
増
補
版
単
行
本
に
よ
っ
て
引
用
し
た
。

『
出
世
景
清
』
に
お
け
る
遊
女
の
発
見

三
五
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