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夫
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弱
法
師

よ

ろ

ぼ

し

近
代
能
楽
集
ノ
内
﹂
は
︑
昭
和
三
十
五
年
七
月

﹁
声
﹂
に
発
表
さ
れ
た
︒
初
収
は
三
十
七
年
三
月
二
十
日
発
行
﹃
三
島
由
紀
夫

戯
曲
全
集
﹄︵
新
潮
社
︶︑
四
十
年
五
月
十
九
日
か
ら
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
新
宿
文

化
で
︑
劇
団
Ｎ
Ｌ
Ｔ
が
初
め
て
上
演
し
て
い
る
︒

｢弱
法
師
﹂
は
︑
午
後
か
ら
日
没
に
至
る
晩
夏
の
家
庭
裁
判
所
の
一
室
を
舞

台
と
し
て
い
る
︒
盲
目
の
俊と
し

徳の
り

を
巡
っ
て
︑
実
親
の
高
安
夫
妻
と
︑
終
戦
直
後

か
ら
十
五
年
間
育
て
て
き
た
養
親
の
川
島
夫
妻
が
対
立
︒
調
停
委
員
を
務
め
る

の
は
︑
桜
さ
く
ら

間ま

級し
な

子こ

で
あ
る
︒
川
島
に
よ
る
と
︑
俊
徳
は
﹁
一
種
の
狂
人
﹂
で
︑

そ
の
狂
気
に
﹁
堪
へ
に
堪
へ
﹂
る
こ
と
で
︑
今
で
は
﹁
お
そ
ろ
し
﹂
い
﹁
絆
﹂

を
持
つ
に
至
っ
た
と
い
う
︒
高
安
夫
人
は
初
め
川
島
の
﹁
虐
待
﹂
を
疑
い
︑
批

判
す
る
が
︑
次
第
に
俊
徳
か
ら
母
と
呼
ば
れ
な
い
こ
と
に
﹁
辛
抱
で
き
﹂
な
く

な
る
︒
夫
に
﹁
呼
び
戻
し
た
か
つ
た
ら
︑
虫
け
ら
に
な
る
他
は
な
い
﹂
と
俊
徳

が
言
う
こ
と
を
全
て
肯
定
す
る
よ
う
諭
さ
れ
︑
川
島
夫
妻
と
と
も
に
﹁
私
た
ち

は
み
ん
な
莫
迦
で
間
抜
け
で
す
﹂
と
俊
徳
に
同
意
し
た
瞬
間
︑﹁
正
面
の
大
窓

徐
々
に
夕
日
に
染
ま
﹂
る
︒
級
子
は
︑
二
組
の
両
親
に
退
出
を
促
し
て
俊
徳
と

二
人
き
り
に
な
る
と
﹁
す
ご
い
夕
焼
！
﹂
と
感
嘆
の
声
を
上
げ
︑
俊
徳
は
自
ら

が
失
明
す
る
前
に
見
た
﹁
こ
の
世
の
を
は
り
の
景
色
﹂
に
つ
い
て
語
り
出
す
︒

﹁
火
が
！

僕
の
目
の
中
へ
飛
び
込
ん
だ
﹂
と
倒
れ
た
俊
徳
を
﹁
扶
け
起
﹂
し

た
級
子
に
︑
俊
徳
は
﹁
こ
の
世
の
を
は
り
を
見
た
ね
︒
ね
︑
見
た
だ
ら
う
﹂
と

問
い
か
け
る
︒
級
子
は
﹁
見
な
い
わ
﹂
と
断
言
︒
俊
徳
は
︑
そ
ん
な
級
子
を
一

時
は
烈
し
く
拒
み
な
が
ら
も
次
第
に
受
け
入
れ
︑﹁
僕
つ
て
ね
︑
⁝
⁝
ど
う
し

て
だ
か
︑
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
ん
だ
よ
﹂
と
話
し
か
け
る
と
こ
ろ
で
幕
と
な
る
︒

先
行
研
究
で
は
︑
村
松
剛
氏
が
﹃
近
代
能
楽
集
﹄
の
他
作
品
と
は
﹁
き
わ
だ

っ
て
ち
が
っ
て
﹂
お
り
︑
主
役
が
﹁
終
末
観
そ
の
も
の
﹂
で
あ
る
こ
と
を①
指
摘
︒
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堂
本
正
樹
氏
は
︑
俊
徳
の
見
た
﹁
こ
の
世
の
を
は
り
﹂
を
級
子
が
完
全
に
否
定

す
る
こ
と
は
﹃
豊
饒
の
海
﹄
に
﹁
凄
じ
い
静
謐
︑
轟
然
た
る
寂
寞
と
し
て
描
か

れ
る②
﹂
と
し
︑
さ
ら
に
﹁
三
島
が
能
か
ら
学
び
︑
意
識
的
に
推
進
し
た
﹃
独
白

の
行
動
性
﹄
に
於
い
て
︑
特
に
顕
著
﹂
な
﹁
も
っ
と
︑
注
目
さ
れ
て
良
い
作③
﹂

と
高
く
評
価
す
る
︒
先
田
進
氏
も
﹁
作
者
自
身
の
内
的
要
請
と
し
て
の
自
己
批

評
的
モ
チ
ー
フ
か
ら
制
作
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
︑
集
中
の
最
高
傑
作④
﹂

と
す
る
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
発
表
当
時
の
昭
和
三
十
五
年
か
ら
照
射
し
た
論
考

は
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
︒

本
稿
で
は
︑﹁
弱
法
師
﹂
が
︑︿
上
野
の
戦
災
孤
児
﹀
だ
っ
た
俊
徳
と
実
親
の

十
五
年
ぶ
り
の
再
会
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
作
品
の
舞
台
が
﹁
家
庭
裁
判
所
の
一

室
﹂
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
︑
発
表
当
時
の
社
会
状
況
を
ふ
ま
え
て
三
島
の
執

筆
動
機
を
考
察
す
る
︒
そ
の
う
え
で
三
島
が
創
出
し
た
桜
間
級
子
と
い
う
登
場

人
物
が
︑
俊
徳
に
与
え
た
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

第
一
章

︿
上
野
の
子
﹀
の
成
長
と
再
会

｢弱
法
師
﹂
は
︑
そ
の
題
が
示
す
よ
う
に
︑
元
雅
作
の
謡
曲
﹁
弱
法
師
﹂
に

材
を
得
て
い
る
︒
讒
言
を
信
じ
︑
息
子
・
俊
徳
丸
を
追
い
出
し
た
こ
と
を
後
悔

す
る
高
安
通
俊
は
︑
功
徳
の
た
め
に
天
王
寺
で
七
日
間
の
施
行
を
し
た
︒
彼
岸

の
中
日
︑﹁
弱
法
師
﹂
と
呼
ば
れ
る
盲
目
の
﹁
乞
食
﹂
が
来
て
︑
天
王
寺
の
縁

起
を
説
き
な
が
ら
舞
う
︒
日
没
を
迎
え
る
と
︑
弱
法
師
は
日
想
観
を
も
と
に
西

方
の
極
楽
浄
土
を
拝
み
︑
美
し
い
光
景
を
心
眼
で
見
る
が
︑
現
実
は
﹁
弱
法

師
﹂
と
呼
ば
れ
る
が
ま
ま
︑
足
元
も
お
ぼ
つ
か
ず
人
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
︒

そ
れ
を
嘆
き
︑
狂
お
し
い
様
を
見
せ
る
﹁
弱
法
師
﹂
こ
そ
息
子
・
俊
徳
丸
だ
と

気
づ
い
た
通
俊
は
︑
人
が
少
な
く
な
る
の
を
見
計
ら
っ
て
か
ら
父
と
名
乗
り
︑

家
へ
連
れ
帰
る
︒

三
島
作
﹁
弱
法
師
﹂
の
俊
徳
は
︑﹁
上
野
の
地
下
道
﹂
で
物
乞
い
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
を
川
島
夫
妻
に
引
き
取
ら
れ
て
十
五
年
︒
二
十
歳
に
な
る
今
年
︑
実

親
の
高
安
夫
妻
が
現
れ
︑
家
庭
裁
判
所
で
の
調
停
と
な
る
︒
三
島
は
︑
原
作
の

舞
台
︿
四
天
王
寺
﹀
を
︑︿
上
野
﹀
と
︿
家
庭
裁
判
所
﹀
に
書
き
換
え
た
の
だ
︒

上
野
駅
周
辺
は
︑
戦
争
末
期
の
強
制
疎
開
で
空
き
地
に
な
っ
て
い
た
︒
上
野

駅
か
ら
御
徒
町
駅
の
間
は
大
き
く
カ
ー
ブ
す
る
死
角
だ
っ
た
た
め
︑
終
戦
後
︑

巨
大
な
闇
市
が
開
か
れ
る
︒
上
野
駅
を
起
点
と
す
る
東
北
︑
高
崎
︑
常
磐
各
線
︑

ま
た
上
越
︑
信
越
︑
総
武
︑
成
田
線
を
利
用
す
る
乗
降
客
が
集
ま
っ
て
闇
市
は

発
展
︒
戦
災
孤
児
も
︑
乗
降
客
相
手
に
禁
制
品
な
ど
を
売
る
闇
屋
の
親
方
を
手

伝
う
こ
と
な
ど
︑
生
活
手
段
を
求
め
て
上
野
に
集
ま
る
よ
う
に
な
る
︒
初
め
は

単
独
で
︿
貰
い
﹀
や
モ
ク
拾
い
︑
靴
磨
き
︑
新
聞
売
り
な
ど
を
し
て
い
た
が
︑

次
第
に
そ
れ
ら
は
︿
親
方
﹀
や
︿
兄
貴
﹀
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
て
い
く⑤
︒
文

学
に
も
登
場
し
︑
江
戸
川
乱
歩
﹃
少
年
探
偵
団
﹄
シ
リ
ー
ズ
で
活
躍
し
た
﹁
チ

ン
ピ
ラ
別
働
隊
﹂
も
︑﹁
モ
ク
拾
い
﹂
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
小
林
少
年
に
ス

カ
ウ
ト
さ
れ
た
︑
上
野
の
戦
災
孤
児
か
ら
な
る
十
六
名
の
集
団
だ
っ
た
︒
そ
の
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隊
名
や
︑
良
家
の
子
女
が
構
成
す
る
少
年
探
偵
団
に
は
で
き
な
い
仕
事
を
請
け

負
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
は
︑︿
上
野
の
孤
児
﹀
へ
の
世
間
か
ら
の
評
価
を
端
的

に
表
し
て
い
る
と
言
え
る⑥
︒

そ
の
﹁
チ
ン
ピ
ラ
別
働
隊
﹂
も
徐
々
に
隊
員
が
減
り
︑
昭
和
三
十
二
年
の

﹁
妖
人
ゴ
ン
グ
﹂︵﹁
少
年
﹂
昭
32
・
�
～
12
︶
で
は
五
人
と
な
っ
た
︒
同
じ
年
︑

﹁
文
字
通
り
“
上
野
の
児マ
マ

”
だ
っ
た
﹂
若
者
が
︑
留
学
試
験
に
合
格
し
渡
米
す

る
こ
と
を
報
告
し
よ
う
と
︑
か
つ
て
の
仲
間
四
名
で
児
童
施
設
の
恩
師
を
訪
問

し
た
記
事
が
﹁
朝
日
新
聞
﹂
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒﹁
上
野
の
子

こ
ん
な
に

立
派
に

い
ま
は
学
徒
と
工
場
責
任
者⑦
﹂
と
い
う
見
出
し
に
は
︑
戦
後
十
年
を

経
て
も
︿
上
野
の
子
﹀
が
︑︿
戦
災
孤
児
﹀
や
︿
浮
浪
児
﹀
を
意
味
す
る
語
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒
翌
年
も
︑﹁
戦
災
者
︑
浮
浪
者
の
“
ハ

キ
ダ
メ
”
だ
っ
た
﹂
上
野
の
地
下
道
に
暮
ら
し
︑﹁
刈
り
込
み
で
収
容
所
脱
走
﹂

な
ど
﹁
当
時
の
浮
浪
児
お
き
ま
り
の
コ
ー
ス
﹂
を
歩
み
な
が
ら
も
︑
早
稲
田
大

学
に
進
学
し
︑﹃
不
屈
の
青
春
﹄
と
い
う
書
籍
を
出
版
し
た
青
年
に
つ
い
て
報

じ
ら
れ
て
い
る⑧
︒

上
野
の
戦
災
孤
児
は
︑
同
情
や
憐
憫
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
差
別
的
な
ま

な
ざ
し
で
見
ら
れ
て
い
た
︒
終
戦
か
ら
十
年
を
経
た
日
本
で
︑︿
上
野
の
子
﹀

の
そ
の
後
が
注
目
さ
れ
た
の
は
︑
彼
ら
が
︿
戦
争
﹀
の
一
面
を
象
徴
す
る
存
在

だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑︿
上
野
の
子
﹀
が
︑
進
学
な
ど
の
目
標

を
達
成
し
た
こ
と
が
︑
社
会
を
明
る
く
す
る
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
︑
報
道
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
彼
ら
の
よ
う
な
元
︿
上
野
の
子
﹀
が
注
目
さ
れ
た
理
由
と
し
て
︑

昭
和
三
十
一
年
か
ら
︑
継
続
的
に
行
わ
れ
て
き
た
戦
災
孤
児
の
親
を
探
す
運
動

に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

同
年
二
月
二
十
二
日
︑
全
国
知
事
会
の
席
上
で
阪
本
勝
兵
庫
県
知
事
は
﹁
孤

児
の
た
め
の
全
国
的
な
親
探
し
運
動
を
は
じ
め
よ
う
﹂
と
呼
び
か
け
た⑨
︒︿
孤

児
﹀
は
﹁
戦
災
孤
児
︑
引
揚
孤
児
︑
置
去
ら
れ
た
捨
子
︑
は
ぐ
れ
た
迷
子
﹂
の

﹁
四
種
類⑩
﹂
で
︑﹁
朝
日
新
聞
﹂
は
︑﹁
こ
の
運
動
を
美
し
く
実
ら
せ
る
た
め
︑

全
国
の
各
保
護
施
設
な
ど
を
め
ぐ
り
﹂﹁
少
し
ず
つ
ま
と
め
て
紹
介
す
る
﹂
と
︑

都
道
府
県
や
施
設
ご
と
に
︑
孤
児
の
情
報
を
掲
載
し
て
い
る⑪
︒
こ
の
運
動
は

﹁
新
聞
協
会
賞
﹂
を
受
賞⑫
︑
参
議
院
で
も
感
謝
決
議
が
な
さ
れ
る⑬
な
ど
︑
大
き

な
反
響
を
呼
ん
だ
︒﹁
四
千
七
百
八
人
を
紹
介

肉
親
と
対
面
・
三
百
四
十
八

人
﹂
で
︑﹁
目
的
一
応
果
た
し
﹂
て
終
了
し
た
の
は
︑﹁
弱
法
師
﹂
の
発
表
か
ら

二
年
後
の
三
十
七
年
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た⑭
︒

具
体
的
に
最
初
の
紹
介
記
事
で
は
︑
東
京
都
の
二
十
三
施
設
か
ら
百
三
十
四

人
の
写
真
と
情
報
を
掲
載
︒
そ
の
中
に
﹁
戦
災
孤
児
﹂
は
十
五
名
︒
さ
ら
に

﹁
空
襲
﹂
や
﹁
戦
災
﹂
で
家
族
と
﹁
生
き
別
れ
た
﹂
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る

の
は
六
名
で
あ
る
︒
ま
た
九
名
が
﹁
旧
名
不
詳
﹂︑
年
齢
に
い
た
っ
て
は
十
三

名
が
﹁
推
定
﹂
で
あ
っ
た⑮
︒
別
の
回
に
は
聴
覚
や
手
足
が
不
自
由
な
孤
児
も
掲

載
さ
れ
て
い
る⑯
︒
東
京
大
空
襲
で
家
族
と
生
き
別
れ
︑
今
は
北
海
道
に
住
ん
で
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い
る
人
物
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
兄
弟
が
判
明
し
た
こ
と
が
大
き
く
報
道
さ
れ
た
︒

彼
は
逃
げ
る
途
中
で
家
族
と
は
ぐ
れ
︑
終
戦
後
︑
東
京
の
施
設
に
入
所
︒
ニ
シ

ン
漁
の
網
元
の
家
に
引
き
取
ら
れ
︑
後
に
養
子
と
な
っ
た⑰
︒
彼
の
情
報
が
世
に

出
た
の
は
︑
養
家
に
引
き
取
ら
れ
る
ま
で
い
た
施
設
が
申
し
出
で
た
か
ら
で
あ

る
︒｢親

探
し
運
動
﹂
で
紹
介
さ
れ
た
中
に
︑
俊
徳
と
同
じ
経
験
を
し
て
い
る
孤

児
は
︑
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
︒
川
島
夫
人
は
︑
俊
徳
を
養
子
と
し
た
理
由
を

﹁
一
等
不
幸
の
ど
ん
底
に
ゐ
る
子
供
を
︑
私
ど
も
の
手
で
救
ひ
上
げ
て
︑
こ
の

地
上
の
た
の
し
み
の
一
切
を
そ
の
子
の
も
の
に
し
て
や
ら
う
﹂
と
し
た
︑
と
す

る
︒
情
報
が
公
開
さ
れ
た
孤
児
と
比
し
て
も
︑﹁
こ
の
世
の
を
は
り
﹂
の
光
景

を
凝
視
し
︑
目
を
灼
か
れ
た
俊
徳
は
﹁
一
等
不
幸
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
不

幸
﹂
な
孤
児
は
数
限
り
な
く
い
た
︒
戦
後
十
年
経
っ
て
も
︑
親
を
探
す
孤
児
が

い
る
こ
と
は
﹁
一
般
人
は
無
論
知
ら
な
か
っ
た⑱
﹂
が
︑
親
探
し
運
動
に
よ
っ
て

広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
俊
徳
は
自
分
の
名
前
を
覚
え
て
い
た
も
の

の
︑
川
島
夫
妻
が
直
接
﹁
親
方
に
相
応
の
金
を
払
﹂
っ
て
引
き
取
っ
た
た
め
︑

そ
の
情
報
が
公
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
高
安
夫
妻
が
言
う
よ
う
に
︑

十
五
年
か
か
っ
て
も
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
い
わ
ば
当
然
な
の
で
あ
る
︒

空
襲
で
家
族
と
生
き
別
れ
︑
障
が
い
を
負
い
︑
上
野
で
浮
浪
児
と
な
り
︑
養

子
と
し
て
引
き
取
ら
れ
た
が
︑
実
の
親
か
ら
も
彼
を
捜
さ
れ
て
い
た
と
い
う
俊

徳
は
︑
当
時
の
読
者
が
日
々
新
聞
で
目
に
す
る
よ
う
な
︿
上
野
の
子
﹀
ら
し
い

人
生
を
送
っ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
俊
徳
が
語
る
﹁
こ
の
世
の
を
は
り
﹂︑
つ
ま

り
空
襲
の
光
景
を
知
る
読
者
も
︑
日
本
中
に
い
た
は
ず
だ
︒

謡
曲
﹁
弱
法
師
﹂
が
描
い
た
親
子
の
生
き
別
れ
を
︑
昭
和
三
十
五
年
を
舞
台

に
︿
現
実
感
あ
る
も
の
﹀
と
し
て
描
い
た
の
が
︑﹁
弱
法
師
﹂
の
俊
徳
の
人
生

な
の
で
あ
る
︒

第
二
章

︿
未
成
年
者
﹀
た
る
家
庭
裁
判
所
で
の
俊
徳

謡
曲
﹁
弱
法
師
﹂
の
舞
台
︑
四
天
王
寺
に
は
﹁
病
者
・
癩
者
を
救
済
す
る
施

設
が
設
け
ら
れ
﹂﹁
施
行
が
引
か
れ
た
石
の
鳥
居
の
あ
る
西
門
付
近
﹂
に
は

﹁
念
仏
道
場
が
あ
っ
て
︑
下
層
民
に
と
っ
て
の
宗
教
的
メ
ッ
カ⑲
﹂
で
あ
っ
た
︒

つ
ま
り
︑
四
天
王
寺
は
︿
救
済
﹀
を
得
ら
れ
る
場
だ
か
ら
こ
そ
︑
病
や
障
が
い

の
あ
る
人
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
三
島
は
後
に
︑﹁
日
本
で
は
あ
ん
な
魂
に

ふ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
な
い
﹂︵
三
島
由
紀
夫
︑
武
田
泰
淳
対
談
﹁
文
学
は

空
虚
か
﹂
40
巻
689
～
690
頁
︶
と
ま
で
言
っ
た
ベ
ナ
レ
ス
に
﹁
弱
法
師
﹂
の
四
天

王
寺
を
重
ね
て
い
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
ベ
ナ
レ
ス
が
救
済
を
与
え
る
場
と
し
て

﹁
現
在
只
今
活
き
て
い
る
﹂︵﹁
同
﹂︶
か
ら
だ
︒
当
然
な
が
ら
救
済
の
場
た
る

︿
四
天
王
寺
﹀
は
︑
俊
徳
が
拾
わ
れ
た
︿
上
野
﹀
で
は
な
い
︒
三
島
が
選
ん
だ
︑

も
う
一
つ
の
﹁
弱
法
師
﹂
の
舞
台
が
家
庭
裁
判
所
で
あ
っ
た
︒

少
年
保
護
制
度
が
全
国
に
施
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
七
年
元
日
︒
終
戦
後
の

犯
罪
少
年
の
急
激
な
増
加
に
対
応
す
る
た
め
︑
少
年
審
判
所
は
二
十
一
年
八
月
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に
十
八
庁
と
な
っ
た
︒
一
方
︑
家
事
審
判
法
は
二
十
三
年
元
日
か
ら
全
国
に
施

行
さ
れ
︑
地
方
裁
判
所
の
支
部
と
し
て
全
国
で
二
百
七
十
五
庁
の
家
事
審
判
所

が
誕
生
す
る
︒
同
年
は
︑
少
年
審
判
所
が
五
万
一
千
件
の
少
年
事
件
を
︑
家
事

審
判
所
が
約
十
七
万
一
千
件
の
審
判
事
件
︑
お
よ
び
約
三
万
三
千
件
の
調
停
事

件
を
処
理
︒
こ
の
四
倍
近
い
少
年
審
判
所
の
負
担
を
問
題
視
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
公
安

課
行
刑
係
長
ル
イ
ス
博
士
の
強
い
提
案
で
︑
法
務
省
少
年
矯
正
局
立
法
部
は
︑

二
十
四
年
一
月
に
少
年
裁
判
所
と
家
事
審
判
所
と
併
せ
た
︿
家
庭
裁
判
所
﹀
を

発
足
さ
せ
る⑳
︒︿
家
庭
裁
判
所
﹀
は
﹁
新
憲
法
施
行
に
伴
う
﹂﹁
司
法
制
度
改
革

の
中
で
も
︑
最
も
画
期
的
な
制
度
と
し
て
︑
当
時
国
民
の
寄
せ
る
期
待
と
関
心

も
大
き㉑
﹂
か
っ
た
た
め
︑﹁
構
成
や
機
能
を
﹂﹁
社
会
全
体
に
知
ら
せ
る㉒
﹂
必
要

が
あ
っ
た
︒
同
年
︑
母
親
役
の
水
谷
八
重
子
と
息
子
役
の
男
の
子
が
︑
一
緒
に

﹁
家
庭
裁
判
所
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
う
れ
し
気
に
見
入
っ
て
い
る
﹂
構
図
の
ポ

ス
タ
ー
を
作
成
︒﹁
ま
ア
︑
こ
れ
で
安
心
！
﹂
と
の
コ
ピ
ー
は
﹁
家
庭
特
に
夫

婦
の
問
題
と
少
年
の
問
題
に
つ
い
て
頼
り
に
な
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

表
現
し
﹂
た
か
ら
だ㉓
と
い
う
︒

村
松
剛
氏
は
︑
調
停
委
員
を
し
て
い
た
母
親
か
ら
︑﹁
昭
和
三
十
二
年
頃
﹂︑

三
島
が
﹁
参
考
人
と
し
て
﹂
家
庭
裁
判
所
に
﹁
姿
を
見
せ
た
﹂
こ
と
を
聞
き
︑

﹁
弱
法
師
﹂
が
こ
の
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る㉔
︒
し
か
し

三
島
は
︑
二
十
六
年
一
月
に
︑
狂
言
﹁
右お

近こ

左さ

近こ

﹂
の
﹁
現
代
化
﹂︵﹁
お
く
が

き
﹂﹃
詩
を
書
く
少
年
﹄
昭
31
・
�
︑
角
川
小
説
新
書
︑
29
巻
222
頁
︶
と
す
る

作
品
を
﹁
家
庭
裁
判
﹂︵﹁
文
藝
春
秋
﹂︶
の
題
名
で
発
表
し
て
い
る
︒
法
学
部

出
身
で
刑
事
訴
訟
法
に
﹁
魅
惑
﹂︵﹁
法
律
と
文
学
﹂﹁
東
大
緑
会
大
会
プ
ロ
グ

ラ
ム
﹂
昭
36
・
12
︑
31
巻
684
頁
︶
さ
れ
て
い
た
三
島
が
︑
戦
後
の
司
法
制
度
改

革
の
︿
象
徴
﹀
と
も
い
え
る
家
庭
裁
判
所
に
︑
早
く
か
ら
注
目
し
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

｢弱
法
師
﹂
の
調
停
委
員
・
桜
間
級
子
は
︑
家
庭
裁
判
所
を
﹁
ど
ん
な
争
ひ

も
程
の
い
い
微
笑
に
変
る
場
所
﹂︑
自
分
の
役
割
を
︑﹁
双
方
へ
等
分
に
︑
相
応

の
満
足
と
︑
そ
れ
か
ら
相
応
の
不
本
意
を
さ
し
あ
げ
る
﹂
と
定
義
し
て
い
る
︒

本
来
︑
家
事
調
停
と
は
︑
調
停
官
︵
裁
判
官
︶
と
調
停
委
員
︵
民
間
人
︶
二
名

が
︑﹁
調
停
委
員
会
と
し
て
当
事
者
に
応
接
し
﹂
話
し
合
い
で
紛
争
を
解
決
で

き
る
よ
う
に
助
言
や
斡
旋
を
す
る
手
続
き
を
い
う
︒
し
か
し
︑﹁
裁
判
官
数
の

絶
対
的
不
足
か
ら
﹂﹁
裁
判
官
不
在
の
調
停
﹂
が
ほ
と
ん
ど
で
︑﹁
欠
席
す
る
調

停
委
員
も
結
構
あ
﹂
っ
た
た
め
︑﹁
出
て
こ
ら
れ
た
一
人
の
調
停
委
員
だ
け
が

当
事
者
と
相
対
す
る
﹂︑
つ
ま
り
﹁
弱
法
師
﹂
の
よ
う
に
調
停
委
員
が
一
人
だ

け
と
い
う
例
も
少
な
く
な
か
っ
た㉕
︒

ま
た
本
作
が
調
停
を
描
い
て
い
る
以
上
︑
そ
の
申
立
の
内
容
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
︒
高
安
夫
妻
の
﹁
川
島
家
に
お
世
話
に
な
つ
て
ゐ
る
﹂﹁
厄
介

払
ひ
し
た
い
お
気
持
ち
な
ん
で
せ
う
﹂
と
の
発
言
か
ら
︑
俊
徳
に
川
島
家
を
出

さ
せ
て
引
き
取
り
た
い
と
い
う
意
志
が
分
か
る
︒︿
養
子
縁
組
の
取
消
ま
た
は

無
効
確
認
調
停
﹀︑︿
実
親
子
関
係
不
存
在
確
認
調
停
﹀
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
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が
︑
子
で
あ
る
俊
徳
の
引
き
渡
し
を
目
的
と
す
る
︿
親
権
者
変
更
調
停
﹀
を
申

し
立
て
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
︒

家
庭
裁
判
所
の
月
報
に
記
さ
れ
た
︿
幼
児
引
渡
請
求
事
件
﹀
や
︿
親
権
者
変

更
審
判
事
件
﹀
の
ほ
と
ん
ど
が
︑
離
婚
し
た
夫
婦
間
な
ど
︑
実
親
で
あ
る
父
親

と
母
親
間
で
の
調
停
や
審
判
で
あ
っ
た㉖
︒
そ
れ
ら
︿
引
渡
請
求
事
件
﹀
の
中
で
︑

世
論
を
動
か
す
ほ
ど
の
話
題
と
な
っ
た
の
が
︑﹁
マ
リ
ア
ン
ヌ
事
件
﹂
で
あ
る
︒

マ
リ
ア
ン
ヌ
は
︑
米
兵
を
父
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
を
母
と
し
て

生
ま
れ
た
が
︑
父
は
音
信
不
通
に
な
り
︑
母
も
ま
も
な
く
死
亡
す
る
︒
マ
リ
ア

ン
ヌ
の
祖
父
は
帰
国
に
際
し
︑
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
と
親
し
か
っ
た
日
本
人
女
性
・

山
口
ヒ
デ
に
孫
の
養
育
を
依
頼
︒
ヒ
デ
は
夫
と
の
子
を
も
う
け
ず
に
マ
リ
ア
ン

ヌ
の
養
育
に
専
念
し
た
︒
小
学
校
に
入
学
す
る
六
歳
に
な
っ
た
た
め
正
式
に
養

子
縁
組
の
手
続
き
を
し
よ
う
と
す
る
と
︑
国
籍
の
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
マ
リ

ア
ン
ヌ
を
帰
国
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
︑
と
の
回
答
を
同
国
公
使
か
ら
受
け
る
︒

ヒ
デ
が
肯
ん
じ
な
か
っ
た
た
め
︑
公
使
は
外
務
省
や
日
米
戦
災
孤
児
委
員
会
に

依
頼
し
た
が
決
着
は
つ
か
ず
︑
つ
い
に
マ
リ
ア
ン
ヌ
の
引
渡
を
請
求
す
る
訴
え

を
起
こ
す
︒
結
局
マ
リ
ア
ン
ヌ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
︿
帰
国
﹀
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
︑
日
本
語
だ
け
を
話
し
︑
日
本
食
で
育
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
︑
横
浜

の
味
噌
醸
造
会
社
が
﹁
マ
リ
ア
ン
ヌ
ち
ゃ
ん
︑
日
本
を
去
ら
な
い
で
く
だ
さ

い
﹂
の
コ
ピ
ー
と
と
も
に
︑
広
告
を
掲
載
す
る
な
ど
︑
約
二
年
間
大
き
く
報
道

さ
れ
て
い
た㉗
︒
こ
の
︿
国
際
問
題
﹀
に
ま
で
発
展
し
た
︿
引
渡
請
求
事
件
﹀
は
︑

﹁
弱
法
師
﹂
の
背
景
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
︒

｢弱
法
師
﹂
の
調
停
が
︑
親
権
者
変
更
を
め
ぐ
る
引
渡
請
求
で
あ
っ
た
場
合
︑

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
︑﹁
今
年
二
十
歳
に
お
な
り
で
い
ら
つ
し
や
﹂

る
と
い
う
俊
徳
の
年
齢
だ
ろ
う
︒
五
歳
の
時
に
別
れ
︑
そ
の
後
川
島
夫
妻
が
十

五
年
育
て
て
き
た
と
い
う
年
月
も
強
調
さ
れ
る
た
め
︑
俊
徳
を
︿
二
十
歳
﹀
と

考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
︒
さ
ら
に
俊
徳
は
喫
煙
を
習
慣
に
し
て
い
る
︒
し

か
し
法
律
的
に
︿
成
年
﹀
と
な
る
二
十
歳
で
あ
れ
ば
︑︿
親
権
者
変
更
﹀
の
調

停
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
俊
徳
の
実
際
の
年
齢
や
誕
生
日
は
︑

今
回
の
高
安
夫
妻
か
ら
の
申
立
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

本
作
が
﹁
晩
夏
﹂
を
舞
台
に
し
て
い
る
以
上
︑
俊
徳
が
二
十
歳
に
な
る
ま
で
に

残
さ
れ
た
時
間
は
最
長
で
約
四
ヶ
月
︒
誕
生
日
を
知
る
高
安
夫
妻
が
︑
俊
徳
が

未
成
年
の
間
に
︿
取
り
戻
そ
う
﹀
と
考
え
た
こ
と
が
︑
緊
迫
し
た
展
開
を
生
み

出
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
︒

俊
徳
は
︑
級
子
以
外
の
大
人
を
す
べ
て
意
の
ま
ま
に
動
か
し
て
き
た
︒
そ
れ

は
単
な
る
︿
子
ど
も
と
し
て
の
我
が
儘
﹀
な
の
か
︑
す
べ
て
を
計
算
し
︑
自
ら

の
世
界
を
構
築
し
た
う
え
で
の
意
図
的
な
も
の
な
の
か
︒
俊
徳
と
二
人
き
り
に

な
る
級
子
に
︑
川
島
夫
人
は
﹁
嫣
然
と
笑
﹂
い
な
が
ら
﹁
あ
の
子
は
危
険
で
す

よ
﹂
と
忠
告
し
た
︒
こ
れ
ま
で
俊
徳
に
つ
い
て
積
極
的
に
語
っ
て
き
た
の
は
川

島
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
毒
﹂
は
夫
人
の
語
る
初
め
て
の
︿
俊
徳
の
本
質
﹀
と
言
え
︑

彼
ら
が
男
女
の
関
係
に
あ
る
こ
と
さ
え
暗
示
す
る
︒
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繰
り
返
す
が
︑︿
戦
災
孤
児
﹀
の
殆
ど
の
旧
名
や
年
齢
が
不
詳
だ
っ
た
︒
俊

徳
は
終
戦
の
年
に
自
分
の
名
前
を
覚
え
て
い
な
が
ら
も
︿
親
権
を
取
り
合
わ
れ

る
﹀
未
成
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
は
︿
母
親
﹀
を
し
て
﹁
危
険
﹂
と

言
わ
し
め
る
男
性
と
し
て
の
魅
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
三
島
は
︑
そ
の
す

べ
て
を
持
つ
年
齢
と
し
て
︑︿
間
も
な
く
二
十
歳
に
な
る
十
九
歳
﹀
の
俊
徳
を

描
き
出
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

第
三
章

｢こ
の
世
の
を
は
り
﹂
の
否
定

成
年
と
未
成
年
の
間
に
あ
る
俊
徳
は
︑
そ
の
狂
気
︑﹁
色
白
の
気
高
い
顔
立

ち
﹂︑
盲
目
で
あ
る
こ
と
︑
さ
ら
に
は
﹁
な
か
な
か
気
の
き
い
た
こ
と
も
言
﹂

う
知
性
が
あ
い
ま
っ
た
不
思
議
な
魅
力
で
周
囲
を
翻
弄
す
る
︒﹁
天
王
寺
縁
起
︑

若
し
く
は
善
光
寺
縁
起
に
附
会
さ
れ
た
盲
目
の
寺
奴
の
芸
能
が
︑
田
楽
︵
略
︶︑

能
︑
五
説
経
の
一
つ
︑
お
と
ぎ
草
子
︑
古
浄
瑠
璃
︑
歌
舞
伎
な
ど
に
連
綿
と
伝

え
ら
れ
︑
受
け
つ
が
れ
た
︑
民
族
的
な
一
大
説
話㉘
﹂
で
あ
る
俊
徳
丸
の
物
語
で

は
︑
盲
目
の
原
因
に
実
父
や
継
母
が
関
わ
り
︑
家
を
出
さ
れ
る
な
ど
︿
愛
さ
れ

な
い
﹀
姿
が
描
か
れ
て
き
た
︒
二
組
の
親
に
奪
い
合
わ
れ
る
三
島
作
﹁
弱
法

師
﹂
は
︑
全
く
新
し
い
俊
徳
像
を
描
く
︒
川
島
に
よ
る
と
︑
俊
徳
は
﹁
実
の
御

両
親
が
現
は
れ
た
と
き
い
て
も
﹂﹁
ま
る
で
感
動
を
示
し
も
せ
ず
︑
こ
こ
へ
来

る
あ
ひ
だ
も
至
極
つ
ま
ら
な
さ
う
な
顔
を
し
て
﹂
い
た
︒
つ
ま
り
﹁
弱
法
師
﹂

に
は
︑
親
子
の
︿
再
会
﹀
の
物
語
に
あ
る
べ
き
︿
感
動
の
対
面
﹀
が
存
在
し
な

い
こ
と
︑
三
島
の
主
題
が
︿
再
会
﹀
に
よ
る
救
済
で
は
な
い
こ
と
が
︑
俊
徳
の

登
場
前
に
明
示
さ
れ
る
の
だ
︒

感
動
の
再
会
を
結
末
と
し
な
い
︿
奪
い
合
わ
れ
る
俊
徳
﹀
に
よ
っ
て
新
し
く

創
出
さ
れ
た
人
物
が
︑
調
停
委
員
・
桜
間
級
子
で
あ
る
︒
前
半
の
級
子
は
中
央

に
立
ち
﹁
見
え
な
い
秤
を
手
に
持
﹂
っ
て
︑
二
組
の
両
親
を
対
比
さ
せ
︑
ま
た

後
半
は
俊
徳
が
対
峙
し
︑
対
比
さ
れ
る
人
物
と
な
る
︒
級
子
は
調
停
委
員
で
あ

る
こ
と
と
︑﹁
四
十
歳
を
こ
え
た
美
貌
の
和
服
の
女
﹂
で
あ
る
こ
と
し
か
分
か

ら
な
い
︒
調
停
委
員
は
四
十
歳
以
上
と
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
三
島
が
設
定

し
た
の
は
﹁
美
貌
﹂
で
あ
り
﹁
和
服
﹂
を
着
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
﹁
女
﹂
で
あ

る
こ
と
の
み
だ㉙
︒

級
子
は
感
情
的
に
な
る
両
親
を
な
だ
め
︑
家
庭
裁
判
所
や
調
停
委
員
で
あ
る

自
分
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
た
後
︑
俊
徳
を
迎
え
に
行
き
︑
手
を
ひ
い
て
登
場

す
る
︒
駆
け
寄
っ
た
︿
実
母
﹀
高
安
夫
人
の
手
は
﹁
邪
慳
に
ふ
り
の
け
﹂
た
こ

と
か
ら
︑
俊
徳
に
と
っ
て
の
級
子
が
︿
手
を
と
ら
れ
て
も
い
い
﹀
存
在
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
︒

俊
徳
の
初
め
の
言
葉
は
﹁
僕
に
見
え
や
し
ま
せ
ん
﹂
と
︑
盲
目
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
︒﹁
ひ
ど
く
暑
い
﹂
俊
徳
は
︑﹁
僕
の
ま
は
り
に
火
が
燃
え

さ
か
﹂
り
︑﹁
輪
踊
り
を
し
て
ゐ
る
﹂
こ
と
に
級
子
の
同
意
を
求
め
る
が
︑
級

子
は
微
笑
し
て
﹁
い
い
え
︑
今
は
夏
だ
か
ら
﹂﹁
き
ち
ん
と
紳
士
ら
し
い
服
を

召
し
て
い
ら
つ
し
や
る
か
ら
﹂
と
即
座
に
否
定
す
る
︒
俊
徳
は
﹁
見
か
け
は
ど
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う
で
も
﹂
よ
く
︑﹁
僕
に
わ
か
る
の
は
﹂﹁
感
覚
﹂
で
し
か
な
い
こ
と
を
述
べ
た

う
え
で
自
ら
を
﹁
裸
か
の
囚
人
﹂
と
定
義
す
る
︒
一
番
に
同
意
し
た
川
島
夫
人

が
﹁
お
母
さ
ん
は
い
つ
も
わ
か
り
が
い
い
﹂
と
俊
徳
か
ら
褒
め
ら
れ
る
と
︑
高

安
夫
人
は
︑
俊
徳
が
自
分
を
母
と
呼
ば
な
い
こ
と
に
不
満
を
示
し
た
︒
俊
徳
は

﹁
母
親
と
呼
ば
れ
た
か
つ
た
ら
︑
僕
に
同
意
し
な
く
ち
や
い
け
ま
せ
ん
﹂
と
述

べ
る
︒
母
と
呼
ば
れ
た
い
両
夫
人
は
も
ち
ろ
ん
︑
父
と
呼
ば
れ
た
い
川
島
︑
高

安
の
二
人
も
︑
俊
徳
に
同
意
す
る
し
か
な
い
︒
し
か
し
級
子
は
︑
当
然
な
が
ら

﹁
母
﹂
に
な
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
た
め
︑
俊
徳
に
同
意
せ
ず
︑
否
定
す
る
こ

と
が
可
能
な
の
で
あ
る
︒

四
人
全
員
が
俊
徳
に
同
意
す
る
と
︑
俊
徳
は
﹁
涙
の
出
る
ほ
ど
笑
ひ
こ
ろ

げ
﹂
て
︑﹁
や
つ
と
二
組
の
両
親
が
揃
つ
た
﹂
と
言
う
︒﹁
異
様
な
る
沈
黙
﹂
を

経
て
︑
級
子
が
本
題
︑
つ
ま
り
川
島
夫
妻
が
有
す
る
俊
徳
の
親
権
を
高
安
夫
妻

に
移
行
す
る
か
︑
と
い
う
調
停
に
入
ろ
う
と
す
る
も
の
の
︑
俊
徳
は
︑
級
子
に

発
言
す
る
こ
と
さ
え
許
さ
な
い
︒
級
子
は
俊
徳
と
語
る
た
め
に
両
夫
妻
を
退
出

さ
せ
る
が
︑
一
旦
は
去
っ
た
川
島
夫
人
が
わ
ざ
わ
ざ
戻
っ
て
︑
級
子
に
俊
徳
の

﹁
毒
﹂
を
﹁
忠
告
﹂
し
た
︒
こ
の
発
言
に
伴
い
︑
俊
徳
を
包
む
級
子
の
感
情
が
︑

た
だ
の
︿
母
性
﹀
に
よ
る
愛
情
と
は
解
釈
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
︒

級
子
と
二
人
き
り
に
な
る
と
︑
俊
徳
は
両
親
が
い
る
と
き
の
よ
う
に
︑
級
子

を
だ
ま
ら
せ
よ
う
と
は
せ
ず
︑
呼
称
を
﹁
あ
な
た
﹂
に
改
め
る
︒
他
と
区
別
す

る
必
要
が
な
い
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
︑﹁
桜
間
さ
ん
﹂
と
﹁
俊
徳
さ
ん
﹂
か
ら
︑

﹁
あ
な
た
﹂
と
﹁
あ
な
た
﹂
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
二
人
の
関
係
性
に
お
い
て
重

要
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
俊
徳
は
﹁
川
島
の
母
は
︑
あ
な
た
が
き
れ
い
な
方
だ
つ

て
言
つ
て
ま
し
た
よ
﹂
と
述
べ
る
︒
調
停
委
員
は
︑
一
般
に
調
停
以
外
で
申
立

人
や
当
事
者
と
会
う
こ
と
は
な
い㉚
︒
今
回
︑
川
島
夫
妻
と
俊
徳
は
家
庭
裁
判
所

ま
で
一
緒
に
来
て
︑
俊
徳
は
調
停
が
始
ま
っ
た
時
か
ら
別
室
で
待
機
し
て
い
た
︒

級
子
の
美
し
さ
を
伝
え
る
時
間
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
か
ら
二

つ
の
可
能
性
が
示
さ
れ
る
︒
ま
ず
俊
徳
を
交
え
ず
一
回
目
の
調
停
が
行
わ
れ
て

い
た
か
︑
或
い
は
俊
徳
が
そ
の
持
つ
﹁
毒
﹂
を
級
子
に
発
揮
し
た
か
︑
で
あ
る
︒

さ
ら
に
俊
徳
は
﹁
私
は
も
う
お
ば
あ
さ
ん
﹂
と
い
う
級
子
の
発
言
を
︑﹁
ひ
ど

く
激
し
て
立
上
﹂
っ
て
否
定
︒﹁
明
い
て
ゐ
る
目
は
形
だ
け
し
か
見
な
い
﹂
と
︑

年
齢
と
は
意
味
を
持
た
な
い
も
の
で
︑
世
間
が
と
ら
わ
れ
る
﹁
形
﹂
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
価
値
観
を
示
す
︒
若
く
目
の
見
え
な
い
俊
徳
が
﹁
き
れ
い
﹂
と
言
っ

た
こ
と
︑﹁
年
齢
﹂
自
体
を
意
味
の
な
い
も
の
と
し
た
こ
と
は
︑
級
子
の
﹁
さ

う
言
つ
て
い
た
だ
く
と
勇
気
が
出
ま
す
﹂﹁
世
間
で
は
年
齢
で
し
か
人
を
見
な

い
ん
で
す
︑
殊
に
女
は
﹂
と
い
う
語
を
引
き
出
し
た
︒
こ
の
﹁
勇
気
﹂
は
︑

﹁
女
﹂
と
し
て
の
も
の
で
あ
り
︑
二
人
の
関
係
は
﹁
あ
な
た
﹂
と
﹁
あ
な
た
﹂

か
ら
︑﹁
女
﹂
と
何
者
か
に
ま
た
変
化
す
る
の
で
あ
る
︒

級
子
は
︑
俊
徳
に
﹁
夕
焼
﹂
を
告
げ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
日
想
観
の
時

を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
日
想
観
と
は
︑﹁
彼
岸
の
中
日
に
︑
四
天
王
寺
西

門
の
石
の
鳥
居
を
通
っ
て
明
石
海
峡
に
沈
ん
で
い
く
夕
日
を
拝
み
︑
日
が
沈
ん
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で
も
な
お
夕
日
の
形
状
を
あ
り
あ
り
と
心
眼
に
浮
か
べ
る
観
法
﹂
で
︑﹁
西
方

極
楽
浄
土
を
観
想
す
る
十
六
観
法
の
筆
頭
に
置
か
れ
て
い
る㉛
﹂︒

先
述
し
た
よ
う
に
︑
四
天
王
寺
の
西
の
鳥
居
は
︑
病
者
に
救
済
を
与
え
る
場

で
あ
っ
た
︒
謡
曲
の
俊
徳
丸
は
︑
父
に
入
り
日
の
時
を
告
げ
ら
れ
る
と
︑
そ
の

西
の
門
が
浄
土
の
東
の
門
で
あ
る
と
告
げ
︑
熱
心
に
日
想
観
を
行
う
︒
俊
徳
丸

は
実
際
よ
り
も
美
し
い
難
波
の
浦
や
淡
路
︑
紀
伊
に
広
が
る
よ
う
な
極
楽
浄
土

を
心
眼
で
見
︑
次
第
に
狂
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
く
︒
三
島
は
︑
謡
曲
﹁
弱
法

師
﹂
を
﹁
そ
こ
に
な
い
も
の
が
見
え
﹂
る
﹁
日
想
観
で
も
っ
て
﹂﹁
完
全
に
引

き
締
ま
っ
て
い
る
﹂
と
評
し
︑
家
庭
裁
判
所
の
西
の
門
を
﹁
地
獄
の
東
の
門
﹂

と
す
る
自
作
の
俊
徳
の
思
考
も
﹁
原
作
に
あ
る
﹂
も
の
と
す
る㉜
︒

俊
徳
の
目
に
映
る
﹁
こ
の
世
の
を
は
り
﹂
は
︑
彼
の
眼
を
灼
き
︑
彼
の
﹁
見

た
最
後
の
光
景
﹂
に
な
っ
た
︒
見
た
光
景
が
そ
の
ま
ま
盲
目
の
理
由
と
な
っ
た

点
で
は
俊
徳
丸
と
は
異
な
る
が
︑
俊
徳
丸
は
親
に
追
い
出
さ
れ
た
悲
し
み
で
盲

目
に
な
っ
て
い
る
た
め
︑︿
盲
目
﹀
は
両
者
が
背
負
う
運
命
の
象
徴
と
言
え
よ

う
︒
俊
徳
は
︑﹁
こ
の
世
の
を
は
り
﹂
を
見
た
︒
人
の
本
当
の
声
を
聞
き
︑
そ

の
姿
を
見
た
︒
そ
し
て
生
き
残
っ
た
後
は
見
る
こ
と
を
止
め
︑﹁
終
末
観
に
腰

を
す
え㉝
﹂
る
よ
う
に
な
る
︒
逆
の
い
い
方
を
す
れ
ば
︑﹁
こ
の
世
の
を
は
り
﹂

を
見
た
か
ら
こ
そ
︑
ま
た
そ
れ
を
最
後
に
失
明
し
た
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
世
が

﹁
地
獄
﹂
に
向
か
う
と
い
う
︑
俊
徳
に
と
っ
て
の
︿
現
実
﹀
に
目
覚
め
た
の
で

あ
る
︒

し
か
し
級
子
は
﹁
こ
の
世
の
を
は
り
を
見
た
ね
︒
ね
︑
見
た
だ
ら
う
﹂
と
い

う
俊
徳
に
対
し
︑﹁
躊
躇
の
の
ち
の
決
断
﹂
に
よ
り
︑﹁
い
い
え
︑
見
な
い
わ
﹂

と
答
え
る
︒
俊
徳
は
級
子
の
手
を
﹁
は
げ
し
く
﹂﹁
ふ
り
払
ひ
﹂﹁
あ
つ
ち
へ
行

け
﹂﹁
け
が
ら
は
し
い
﹂
と
叫
ぶ
が
︑
そ
れ
に
も
動
じ
ず
級
子
は
﹁
こ
こ
に
ゐ

ま
す
﹂﹁
⁝
⁝
あ
な
た
が
︑
少
し
︑
好
き
に
な
つ
た
﹂
と
告
げ
る
︒
俊
徳
は
級

子
を
﹁
君
﹂
と
呼
び
は
じ
め
︑﹁
い
や
な
女
﹂
と
す
る
が
︑﹁
ず
つ
と
あ
な
た
の

そ
ば
に
ゐ
た
い
﹂
と
言
わ
れ
る
と
︑
は
じ
め
て
自
ら
﹁
手
を
貸
し
て
﹂
と
他
者

の
手
を
と
る
︒
俊
徳
が
触
れ
た
手
は
﹁
た
だ
の
凸
凹
﹂
で
は
な
く
︑﹁
や
は
ら

か
﹂
く
﹁
苦
労
を
し
て
﹂
い
な
い
︑
級
子
の
人
生
を
表
し
て
い
た
︒
級
子
は

﹁
腹
が
空
い
ち
や
つ
た
﹂
と
い
う
俊
徳
の
手
を
と
っ
て
椅
子
に
座
ら
せ
︑
微
笑

み
を
残
し
て
去
る
︒
そ
ん
な
級
子
に
︑
俊
徳
は
﹁
僕
つ
て
ね
︑
⁝
⁝
ど
う
し
て

だ
か
︑
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
ん
だ
よ
﹂
と
声
を
か
け
る
も
の
の
︑﹁
明
る
い
部

屋
に
﹂﹁
一
人
ぽ
つ
ね
ん
と
残
つ
て
ゐ
る
﹂︒

︿
見
え
な
い
﹀
俊
徳
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
見
た
い
も
の
を
見
せ
る
存
在
で
あ
っ

た
︒
川
島
夫
人
は
俊
徳
が
﹁
一
等
不
幸
の
ど
ん
底
﹂
に
い
な
が
ら
も
﹁
光
が

漂
﹂
う
﹁
王
子
さ
ま
﹂
に
見
え
た
か
ら
こ
そ
彼
を
拾
っ
た
︒
川
島
は
︑
か
つ
て

は
﹁
固
い
殻
﹂
を
持
つ
﹁
理
解
で
き
な
い
﹂﹁
狂
人
﹂
を
︑
今
は
﹁
い
い
友
人
﹂

を
見
て
い
る
︒
高
安
夫
妻
は
﹁
ス
ポ
イ
ル
﹂
さ
れ
︑﹁
ひ
ね
く
れ
て
育
つ
て
し

ま
つ
た
﹂﹁
金
持
の
坊
ち
や
ん
﹂
を
見
た
︒
俊
徳
は
︑
自
ら
が
﹁
愛
さ
れ
る
﹂

こ
と
を
知
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
高
安
夫
妻
の
︿
理
想
の
親
子
﹀
た
ら
ん
と
し

三
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た
︿
愛
情
﹀
や
︑
川
島
夫
妻
が
﹁
そ
の
子
の
も
の
に
し
て
や
ら
う
﹂
と
し
た

﹁
こ
の
地
上
の
た
の
し
み
の
一
切
﹂
も
俊
徳
が
望
ん
だ
も
の
と
は
乖
離
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
︒
両
親
の
愛
は
︑
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
俊
徳
を
孤
独
に
す
る

エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
で
し
か
な
か
っ
た
︒
調
停
委
員
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
見
過
ぎ
て
い
た
級
子
は
︑
そ
の
﹁
愛
﹂
の
本
質
を
見
る
︒
級
子
が
見
た
俊

徳
は
観
客
に
示
さ
れ
る
俊
徳
と
同
じ
︑
電
光
と
い
う
︿
作
ら
れ
た
﹀
光
に
照
ら

さ
れ
﹁
一
人
ぽ
つ
ね
ん
と
残
﹂
る
青
年
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

俊
徳
を
︿
否
定
で
き
る
﹀
こ
と
が
示
さ
れ
て
き
た
級
子
は
︑
俊
徳
に
と
っ
て

﹁
そ
れ
が
な
く
て
は
僕
が
生
き
て
い
け
な
い
﹂
も
の
で
あ
っ
た
﹁
こ
の
世
の
を

は
り
の
景
色
﹂
を
﹁
奪
は
う
﹂
と
す
る
︒
言
い
か
え
れ
ば
級
子
は
︑﹃
金
閣
寺
﹄

︵﹁
新
潮
﹂
昭
31
・
�
～
10
︶
で
﹁
金
閣
﹂
を
奪
わ
れ
た
溝
口
が
﹁
生
き
よ
う

と
﹂
し
た
よ
う
に
︑﹁
こ
の
世
の
を
は
り
﹂
の
光
景
を
俊
徳
か
ら
奪
う
こ
と
が
︑

﹁
死
ん
で
ゐ
た
﹂
俊
徳
に
新
し
い
生
を
与
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

俊
徳
に
と
っ
て
︑
自
分
を
否
定
し
︑
生
き
て
き
た
︿
世
界
﹀
を
こ
わ
し
︑
そ
の

う
え
で
﹁
好
き
に
な
つ
た
﹂
と
告
げ
た
級
子
は
︑
は
じ
め
て
の
﹁
ど
う
に
も
な

ら
な
い㉞
﹂
大
人
だ
っ
た
︒﹁
こ
の
世
の
を
は
り
﹂
を
最
後
に
見
る
こ
と
を
止
め

て
い
た
俊
徳
が
︑
級
子
の
手
に
そ
の
人
生
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
両
親

の
そ
れ
と
は
違
う
こ
と
で
︑
二
人
の
﹁
愛
情
が
結
び
合㉟
﹂
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
終
末
観
﹂
に
基
づ
く
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
奪
わ
れ
た
俊
徳
は
︑
新
し
い
人
生

を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
俊
徳
の
残
さ
れ
る
の
が
﹁
裁
判
所
の

一
室
﹂
で
あ
る
の
は
︑
彼
の
人
生
が
今
な
お
解
決
が
先
送
り
に
さ
れ
た
︑
先
の

︿
見
え
な
い
﹀
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

﹃
金
閣
寺
﹄
に
は
︑
放
火
の
夜
︑
闇
夜
に
紛
れ
た
金
閣
が
以
下
の
よ
う
に
表

現
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ほ
ど
完
全
に
細
緻
な
姿
で
︑
金
閣
が
そ
の
隈
々
ま
で
き
ら
め
い
て
︑

私
の
眼
前
に
立
ち
現
は
れ
た
こ
と
は
な
い
︒
私
は
盲
人
の
視
力
を
わ
が
も

の
に
し
た
か
の
や
う
だ
︒︵
略
︶

金
閣
は
な
ほ
耀
い
て
ゐ
た
︒
あ
の
﹁
弱
法
師
﹂
の
俊
徳
丸
が
見
た
日
想

観
の
景
色
の
や
う
に
︒

俊
徳
丸
は
入
日
の
影
も
舞
ふ
難
波
の
海
を
︑
盲
目
の
闇
の
な
か
に
見
た

の
で
あ
つ
た
︒
曇
り
も
な
く
︑
淡
路
絵
島
︑
須
磨
明
石
︑
紀
の
海
ま
で
も
︑

夕
日
に
照
り
映
え
て
ゐ
る
の
を
見
た
︒
⁝
⁝

(�
巻
265
︑
269
頁
)

溝
口
が
﹁
盲
人
の
視
力
﹂
で
見
た
金
閣
は
︑﹁
美
と
考
へ
た
も
の
の
全
貌
﹂
を

有
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
つ
ま
り
俊
徳
の
言
う
よ
う
に
︑
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
見

え
る
も
の
が
あ
り
︑
見
た
い
も
の
が
見
え
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

｢弱
法
師
﹂
執
筆
時
の
三
島
は
︑︿
鉢
の
木
の
会
﹀
の
同
人
と
と
も
に
︑﹁
季

刊
雑
誌
﹃
声
﹄﹂︵﹁
に
は
か
編
集
者
の
文
学
熱
﹂﹁
毎
日
新
聞
﹂
昭
33
・
(
・
14
︑

30
巻
637
～
639
頁
︶
を
編
集
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
三
島
に
︑﹁
文
学
青
年
時
代
の

三
島
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紀
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﹁
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法
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﹂
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文
学
熱
が
よ
み
が
へ
つ
て
き
た
﹂︵﹁
同
﹂︶
と
い
う
喜
び
を
喚
起
さ
せ
︑﹁
ム
リ

ヤ
リ
書
か
れ
た
文
章
は
︑
一
つ
も
な
い
﹂
と
い
う
﹁
矜
り
﹂︵﹁
同
人
雑
記
﹂

﹁
声
﹂
昭
35
・
�
︑
30
巻
666
～
667
頁
︶
や
︑﹁
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
絶
対
に
で

き
な
い
仕
事
﹂︵﹁
侃
侃
諤
諤
を
駁
す
︱
交
友
断
片
﹂﹁
群
像
﹂
昭
35
・
�
︑
31

巻
307
～
308
頁
︶
を
し
て
い
る
と
い
う
自
負
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
も

そ
も
﹁
道
成
寺
﹂︵﹁
新
潮
﹂
昭
32
・
�
︶
の
後
︑
途
絶
え
て
い
た
﹃
近
代
能
楽

集
﹄
を
執
筆
し
た
の
も
︑﹁﹃
声
﹄
の
同
人
に
す
す
め
ら
れ
﹂︵﹁
ド
ナ
ル
ド
・
キ

ー
ン
宛
書
簡
﹂
昭
34
・
�
・
30
付
︑
38
巻
348
頁
︶
た
か
ら
で
あ
り
︑﹁
第
三
号

か
ら
︑
又
︑﹃
近
代
能
楽
集
﹄
の
連
載
を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
﹂

︵﹁
同
﹂︶
と
い
う
意
志
さ
え
持
っ
て
い
た
︒
実
際
に
は
︑﹁
熊
野
﹂︵﹁
声
﹂
昭

34
・
)
︶
と
﹁
弱
法
師
﹂
二
作
の
み
が
発
表
さ
れ
た
が
︑﹁
口
角
の
泡
﹃
近
代

能
楽
集
﹄
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
試
演
の
記
﹂
の
原
稿
を
送
付
し
た
際
も
︑﹁
今
度
は

気
分
を
楽
に
し
て
︑﹃
声
﹄
に
は
も
と
〳
〵
御
縁
の
あ
る
﹃
近
代
能
楽
集
﹄
の

試
演
の
も
や
う
を
︑
た
ゞ
の
報
告
と
し
て
︑
書
い
て
み
た
い
﹂︵﹁
中
村
光
夫
宛

書
簡
﹂
昭
35
・
11
・
18
付
︑
38
巻
731
～
732
頁
︶
と
す
る
ほ
ど
︑
三
島
に
と
っ
て

﹃
近
代
能
楽
集
﹄
と
﹁
声
﹂
は
密
接
に
つ
な
が
る
存
在
で
あ
っ
た
︒

三
島
は
謡
曲
﹁
弱
法
師
﹂
に
描
か
れ
た
日
想
観
に
か
ね
て
か
ら
興
味
を
持
っ

て
い
た
︒﹃
金
閣
寺
﹄
に
日
想
観
を
描
い
た
同
じ
頃
︑︿
上
野
の
子
﹀
で
あ
る
戦

災
孤
児
の
そ
の
後
や
︑
子
の
引
渡
請
求
の
国
際
審
判
が
話
題
と
な
る
︒
さ
ら
に

は
発
足
当
初
に
自
作
の
題
名
を
得
た
家
庭
裁
判
所
に
︑
参
考
人
と
し
て
出
向
い

た
こ
と
な
ど
も
重
な
っ
た
︒
思
い
の
ま
ま
の
作
品
を
発
表
で
き
る
﹁
声
﹂
と
い

う
発
表
媒
体
を
得
︑﹃
近
代
能
楽
集
﹄
を
書
き
た
い
と
い
う
意
志
を
強
く
持
ち
︑

素
材
と
な
る
作
品
を
求
め
た
こ
と
が
︑﹁
弱
法
師
﹂
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
昭
和
三
十
年
代
前
半
の
社
会
状
況
や
自
ら
の
経
験
を
あ

わ
せ
︑
養
親
と
実
親
が
子
を
取
り
合
う
新
し
い
﹁
弱
法
師
﹂
を
構
築
し
た
の
で

あ
る
︒

俊
徳
の
終
末
観
は
︑
級
子
と
い
う
調
停
委
員
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
︒﹁
そ

れ
が
な
い
と
生
き
ら
れ
な
い
﹂
ほ
ど
に
固
執
し
て
き
た
戦
争
の
﹁
こ
の
世
の
を

は
り
﹂
の
風
景
を
奪
わ
れ
た
十
九
歳
の
青
年
は
︑
今
後
︑
人
工
の
光
の
下
︑
新

し
い
人
生
を
歩
む
し
か
な
い
︒
戦
争
に
よ
っ
て
人
生
を
左
右
さ
れ
︑
そ
の
後
︑

一
切
の
見
る
こ
と
を
拒
ん
で
き
た
俊
徳
が
︑
家
庭
裁
判
所
の
︿
調
停
委
員
﹀
で

あ
る
級
子
に
︿
を
は
り
か
ら
の
始
ま
り
﹀
を
与
え
ら
れ
た
の
が
﹁
弱
法
師
﹂
で

あ
る
と
し
て
本
稿
を
終
わ
り
た
い
︒

注①

村
松
剛
﹁
死
の
世
界
の
再
現
﹂︵﹃
三
島
由
紀
夫
の
世
界
﹄
平
,
・
10
・
25
︑
新
潮

社
︶︑
299
頁
︒

②

堂
本
正
樹
﹁﹃
弱
法
師
﹄
に
見
る
伝
承
と
再
生
﹂︵﹃
劇
人

三
島
由
紀
夫
﹄
平

�
・
)
・
15
︑
劇
書
房
︶
249
頁
︒
ま
た
田
村
景
子
氏
も
︑﹃
豊
饒
の
海
﹄
と
の
共
通

点
を
指
摘
し
て
い
る
︒︵﹁
こ
の
世
の
を
は
り
の
焔
は
消
え
な
い

﹃
弱
法
師
﹄
論
﹂

﹃
三
島
由
紀
夫
と
能
楽

﹃
近
代
能
楽
集
﹄︑
ま
た
堕
地
獄
者
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
﹄
平

24
・
11
・
25
︑
勉
誠
出
版
︶
221
～
243
頁
︒

三
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﹁
弱
法
師
﹂
論

三
三
七



③

堂
本
正
樹
﹁
近
代
能
楽
集
の
﹃
能
﹄
と
﹃
近
代
﹄﹂︵
前
掲
﹃
劇
人

三
島
由
紀

夫
﹄︶
185
頁
︒

④

先
田
進
﹁
三
島
由
紀
夫
﹃
弱
法
師
﹄
に
お
け
る
︽
盲
目
︾
の
意
義
﹂︵﹁
人
文
学
研

究
﹂
23
︑
平
�
・
12
︶

⑤

戦
後
の
上
野
に
つ
い
て
は
︑
逸
見
勝
亮
﹁
敗
戦
直
後
の
日
本
に
お
け
る
浮
浪
児
・

戦
災
孤
児
の
歴
史
﹂︵﹁
北
海
道
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
院
紀
要
﹂
103
︑
平
19
・

12
︶︑
田
宮
虎
彦
編
﹃
戦
災
孤
児
の
記
録
﹄︵
昭
46
・
�
・
30
︑
太
平
出
版
社
︶︑
早

乙
女
勝
元
・
土
岐
島
雄
編
﹃
写
真
・
絵
画
集
成

戦
争
と
子
ど
も
た
ち

�

焦
土

か
ら
立
ち
あ
が
る
﹄︵
平
�
・
�
・
25
︑
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︶
な
ど
に
よ
っ
た
︒

⑥

江
戸
川
乱
歩
の
作
品
は
﹃
江
戸
川
乱
歩
全
集
24
﹄︵
昭
54
・
-
・
25
︑
講
談
社
︶

に
よ
っ
た
︒
ま
た
︑
二
ツ
森
由
起
氏
は
︑﹁
チ
ン
ピ
ラ
別
働
隊
﹂
を
活
躍
さ
せ
る
こ

と
で
︑
乱
歩
が
﹁
当
時
の
浮
浪
児
た
ち
の
扱
い
に
対
す
る
批
判
を
示
し
た
﹂
と
指
摘

し
て
い
る
︵﹁
江
戸
川
乱
歩
﹃
少
年
探
偵
団
﹄
研
究

︱
チ
ン
ピ
ラ
別
働
隊
を
中
心

に

︱
﹂﹁
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
﹂
23
︑
平
15
・
.
︶︒

⑦

｢上
野
の
子

こ
ん
な
に
立
派
に

い
ま
は
学
徒
と
工
場
責
任
者

伊
藤
君
の
留

学
を
祝
い

四
人
そ
ろ
っ
て
恩
人
訪
問
﹂︵﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
昭
32
・
/
・
24
︶

⑧

｢“
不
屈
の
青
春
”
に
幣
原
賞

戦
災
孤
児
学
生
・
山
本
君
を
称
え
て
﹂︵﹁
朝
日
新

聞

朝
刊
﹂
昭
33
・
11
・
20
︶

⑨

｢﹃
こ
の
子
た
ち
の
親
を
探
そ
う
﹄

全
国
で
ほ
ぼ
五
千
人

兵
庫
県
知
事
が
呼
び

か
け
﹂︵﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
昭
31
・
,
・
23
︶

⑩

｢天
声
人
語
﹂︵﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
昭
31
・
,
・
26
︶

⑪

｢﹃
こ
の
子
た
ち
の
親
を
探
そ
う
﹄
(�
)﹂︵﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
昭
31
・
,
・

25
︶

⑫

朝
日
新
聞
百
年
史
編
修
委
員
会
﹃
朝
日
新
聞
社
史

昭
和
戦
後
編
﹄︵
平
�
・

0
・
10
︑
朝
日
新
聞
社
︶
に
よ
る
と
︑﹁
従
来
は
政
治
問
題
︑
暴
力
︑
汚
職
な
ど
の

社
会
悪
に
む
け
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
通
例
﹂
の
中
︑﹁
ふ
つ
う
の
人
び
と
の
生
活
に

結
び
つ
く
社
会
派
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
道
を
ひ
ら
い
た
運
動
だ
と
い
わ
れ
た
﹂
と
︑
新

聞
の
新
し
い
可
能
性
を
開
く
運
動
と
し
て
評
価
さ
れ
た
と
し
て
い
る
︒

⑬

｢参
議
院
会
議
録
情
報

第
024
回
国
会

社
会
労
働
委
員
会
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﹂
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⑭

｢親
さ
が
し
・
六
年
の
歩
み

目
的
一
応
果
た
し
︑
運
動
終
る

四
千
七
百
八
人

を
紹
介

肉
親
と
対
面
・
三
百
四
十
八
人
﹂︵﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
昭
37
・
,
・

26
︶

⑮

注
⑪
に
同
じ
︒

⑯

｢﹃
こ
の
子
た
ち
の
親
を
探
そ
う
﹄
()
)﹂︵﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
昭
31
・
.
・

)
︶
掲
載
の
中
に
︑
旧
名
不
詳
の
聴
覚
の
不
自
由
な
三
名
が
︑
ま
た
﹁﹃
同
﹄
(0
)﹂

︵﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
昭
31
・
.
・
18
︶
に
は
︑
空
襲
で
父
を
失
い
︑
左
腕
が
不
自

由
に
な
っ
た
一
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

⑰

｢十
一
年
ぶ
り
に
“
声
の
対
面
”

東
京
空
襲
で
別
れ
別
れ
の
兄
弟
﹂︵﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
昭
31
・
.
・
26
︶

⑱

山
田
哲
郎
﹁
里
親
に
も
っ
と
保
護
を

“
親
探
し
運
動
”
に
思
う
﹂︵﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
昭
32
・
(
・
28
︶

⑲

小
林
健
二
﹁
◆
作
品
研
究

︽
弱
法
師
︾﹂︵﹁
観
世
﹂
72
︱
�
︑
平
17
・
�
︶︒
論

中
︑
吉
田
東
伍
氏
︑
天
野
文
雄
氏
︑
香
西
精
氏
の
﹃
太
平
記
﹄﹁
相
模
入
道
弄
田
楽

並
闘
犬
事
﹂
に
関
す
る
研
究
史
を
ま
と
め
︑
香
西
氏
の
﹁
弱
法
師
が
一
般
に
足
元
の

わ
る
い
乞
食
坊
主
の
異
名
と
し
て
︑
特
に
天
王
寺
に
巣
く
っ
て
い
た
片
輪
の
乞
食
と

し
て
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
し
た
﹂
こ
と
を
﹁
慧
眼
﹂
と
し
て
い
る
︒

⑳

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
﹁
家
庭
裁
判
所
十
年
の
歩
み
﹂︵﹁
家
庭
裁
判
所
月

報
﹂
10
︱
�
︑
昭
34
・
�
︶

㉑

最
高
裁
判
所
長
官

田
中
耕
太
郎
﹁
家
庭
裁
判
所
創
設
十
周
年
を
迎
え
て
﹂

︵﹁
同
﹂︶

㉒

注
⑳
に
同
じ
︒

三
島
由
紀
夫
﹁
弱
法
師
﹂
論

三
三
八



㉓

家
庭
局
長

市
川
四
郎
﹁
家
庭
裁
判
所
創
設
当
時
の
思
い
出
﹂︵﹁
同
﹂︶

㉔

注
�
に
同
じ
︑
303
～
304
頁
︒

㉕

高
野
耕
一
﹁
べ
か
ら
ず
一
〇
条
ベ
し
三
条

︱
﹃
調
停
委
員
と
し
て
の
プ
ロ
﹄
を

目
指
し
て

︱
﹂︵﹃
家
事
調
停
論
﹄
平
14
︑
,
・
28
︑
信
山
社
出
版
株
式
会
社
︶
237

頁
︒

㉖

審
判
や
調
停
の
実
例
は
︑
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
﹁
家
庭
裁
判
所
月
報
﹂
の
主
に

昭
和
三
十
年
度
︵
第
0
巻
︶
か
ら
︑
三
十
五
年
度
︵
第
12
巻
︶
の
記
録
を
参
考
に
し

た
︒

㉗

｢マ
リ
ア
ン
ヌ
事
件
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
家
民
控
二

幼
児
引
渡
請
求
事
件

︱
監

護
権
者
が
第
三
者
に
幼
児
の
監
護
教
育
を
委
託
し
て
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
あ
ら

た
に
法
律
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
監
護
権
者
の
右
受
託
者
に
対
す
る
幼
児
引
渡

請
求
権
の
有
無

︱
︵
い
わ
ゆ
る
マ
リ
ア
ン
ヌ
事
件
の
判
決
︶﹂︵
最
高
裁
判
所
事
務

総
局
﹁
家
庭
裁
判
所
月
報
﹂
10
︱
0
︑
昭
33
・
0
︶
を
中
心
に
︑
昭
和
三
十
一
年
の

﹁
朝
日
新
聞

朝
刊
﹂
か
ら
﹁
孤
児
め
ぐ
っ
て
愛
情
合
戦

育
て
の
親

日

本

人

夫

妻

と
肉
親
の
国

ス

ウ

ェ

ー

デ

ン

十
四
日
︑
横
浜
で
国
際
裁
判
﹂︵
.
・
/
︶︑﹁
話
し
合
い
の
糸
口
つ
く

マ
リ
ア
ン

ヌ
ち
ゃ
ん
の
引
取
り
問
題

育
て
の
親
と
ラ
公
使
会
う
﹂︵
.
・
13
︶︑﹁
傍
聴
席
に

女
性
の
姿

横
浜

国
際
孤
児
の
裁
判
開
く
﹂︵
.
・
14
︶︑﹁
来
月
か
ら
小
学
校

マ
リ
ア
ン
ヌ
ち
ゃ
ん

気
持
硬
化
し
た
山
口
夫
妻
﹂︵
.
・
31
︶
を
参
考
に
し
た
︒

㉘

堂
本
正
樹
﹁
三
島
由
紀
夫

︱
﹃
弱
法
師
﹄
を
視
座
と
し
て
﹂︵﹁
国
文
学
﹂
17

︱
11
︑
昭
47
・
(
︶

㉙

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
﹁
調
停
委
員
﹂︵
前
掲
﹁
家
庭
裁
判
所
月
報
﹂
10

︱
�
︶

㉚

注
㉕
に
同
じ
︒

㉛

鎌
田
東
二
﹁﹃
弱
法
師
﹄
と
日
想
観
﹂︵﹁
観
世
﹂
72
︱
.
︑
平
17
・
.
︶

㉜

三
島
由
紀
夫
︑
奥
野
建
男
︑
水
田
晴
康
︑
寺
崎
嘉
浩
﹁
座
談
会

近
代
能
楽
集
に

つ
い
て
﹂︵﹁
Ｎ
Ｌ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
,
︑
昭
40
・
-
︶

㉝

注
㉜
に
同
じ
︒

㉞

注
㉜
に
同
じ
︒

㉟

注
㉜
に
同
じ
︒

㊱

注
㉜
に
同
じ
︒

︹
付
記
︺

本
文
に
引
用
し
た
三
島
由
紀
夫
の
文
章
は
﹃
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全
集

全
42
巻

補
巻
�
別
巻
�
﹄︵
平
12
・
11
・
�
～
平
18
・
�
・
�
︑
新
潮
社
︶

を
底
本
と
し
た
︒
引
用
の
際
︑
ル
ビ
は
簡
略
化
し
︑
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改

め
た
︒

ま
た
︑
調
停
や
裁
判
な
ど
に
つ
い
て
︑
大
阪
弁
護
士
会
所
属
︑
山
口
茜
氏
に

ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
深
謝
し
た
い
︒

三
島
由
紀
夫
﹁
弱
法
師
﹂
論

三
三
九


