
「天正狂一一一一口本』

の
中
世
的
様
相
と
女
性
ジ
ェ
ン
ダ
l

は

じ

め

に

現
行
狂
言
の
原
型
と
さ
れ
る
守
天
正
狂
言
本
』
は
、
現
行
狂
言
台
本
の
よ
う
に

台
詞
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
粗
筋
や
挿
入
歌
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る

が
、
奥
室
田
に
天
正
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戦
国
時
代
末
期
に
成
立

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
天
正
年
間
ま
で
の

戦
国
期
(
中
世
後
期
)

の
社
会
が
何
ら
か
の
形
で
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
く
、

中
世
後
期
社
会
の
諸
様
相
を
考
察
す
る
時
、
資
料
と
し
て
の
価
値
は
十
分
に
あ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
守
天
正
狂
言
本
』
に
見
ら
れ
る
中
世
的
様

相
を
辿
り
、
そ
れ
が
他
の
中
世
の
史
料
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
中
世
後
期

の
社
会
を
映
し
出
す
鏡
史
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の
と
考
え
、
狂
言
に
見
ら

れ
る
中
世
的
様
相
を
抽
出
し
て
み
た
い
。
次
い
で
、
狂
言
に
登
場
す
る
女
性
の
姿

を
分
析
し
、
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
が
存
在
す
る
中
で
、
ど
の
よ
う
な
女
性

ジ
エ
ン
ダ

l
が
確
立
し
て
き
た
の
か
を
考
察
し
て
み
る
。

文
学
研
究
の
視
角
か
ら
『
天
正
狂
言
本
』
を
精
査
し
た
橋
本
朝
生
は
、
内
容
面

田

.LW 

1而

泰

子

か
ら
、
ま
た
演
出
面
か
ら
も
「
侍
身
分
の
者
を
潮
弄
し
、
百
姓
・
下
人
・
非
人
身

分
の
者
を
厚
遇
す
る
と
い
う
立
場
で
貫
か
れ
て
い
た
」
ヨ
異
形
』
の
者
た
ち
の
思

(
1
)
 

い
を
描
く
」
中
世
史
削
別
で
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
『
天
正
狂
言
本
』
は
民
衆
側

の
下
地
上
思
想
に
共
鳴
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
以
前
、
佐
竹
昭
広
も
現
行
出
「
鏡
男
」
の
検
討
か
ら
、
弱
者
・
落
伍

者
に
対
す
る
遠
慮
会
釈
の
な
い
笑
い
こ
そ
、
下
剤
上
の
狂
言
に
み
ら
れ
る
本
質
的

(2) 

な
笑
い
だ
と
し
た
。

(1) 

女
性
史
研
究
の
側
か
ら
守
天
正
狂
言
本
』
を
意
識
的
に
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、

筆
者
の
旧
稿
と
黒
田
弘
子
の
も
の
が
あ
る
。
筆
者
は
ヨ
一
授
の
時
代
』
と
呼
ば

れ
る
中
世
後
期
の
、
惣
結
合
や
土
一
授
に
み
ら
れ
る
民
衆
の
力
の
高
揚
が
、
狂
言

に
も
女
性
の
姿
を
借
り
て
反
映
し
て
い
る
L

と
述
べ
、
現
行
曲
「
鈍
太
郎
」
の
止

め
と
守
天
正
狂
言
本
」
「
女
ら
く
あ
み
」
の
止
め
の
比
較
か
ら
、
「
女
性
の
荒
々
し

さ
も
率
直
に
好
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
当
時
の
人
々
の
下
剤
上
の
思
想

(
3
)
 

と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
」
と
結
ん
だ
。

黒
田
弘
子
も
「
主
要
な
笑
い
は
、
多
く
の
太
郎
冠
者
同
様
、
下
位
者
に
よ
る
下

剤
上
で
あ
っ
た
」
と
見
て
お
り
、
女
性
に
つ
い
て
も
「
中
世
の
女
た
ち
は
、
何
の
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あ
つ
れ
き
も
な
く
、
二
人
妻
の
状
態
を
許
す
ほ
ど
寛
容
で
は
な
か
っ
た
し
、
無
知

で
嫉
妬
深
い
女
と
い
う
存
在
に
甘
ん
じ
て
も
い
な
か
っ
た
」
と
、
女
の
側
か
ら
の

異
議
申
し
立
て
の
姿
を
評
価
し
た
。
ま
た
天
正
狂
言
本
の
「
松
山
鏡
L

と
現
行
曲

「
鏡
男
」
を
比
較
し
て
、
前
者
は
映
笑
、
後
者
は
問
笑
と
し
、
笑
い
の
な
か
の
女

性
差
別
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
は
筆
者
の
そ
れ
を
含
め
て
、
守
天
正
狂
言
本
』

の
底

に
流
れ
る
共
通
一
ア

i
マ
は
下
剤
上
の
思
想
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
点
を
全
面
的
に

あ
ら
た
め
る
必
要
を
認
め
な
い
が
、

そ
の
下
魁
上
が
当
該
期
の
社
会
に
お
い
て
実

現
可
能
な
命
題
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
夫
婦
の
関
係
に
お
い
て
下
殻
上
は
ど
の
よ

う
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
本
稿
で
考
察
し
て
み
た
い
。

『
天
正
狂
言
本
』

に
見
る
中
世
後
期
的
様
相

『
天
正
狂
言
本
』
に
は
全
百
五
曲
の
狂
言
台
本
が
合
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち

「
木
賊
」
は
同
内
容
の
も
の
が
他
に
あ
る
の
で
、
実
質
は
全
百
四
曲
で
あ
る
。
本

章
で
は
、
『
天
一
止
狂
言
本
』
全
体
を
通
観
し
た
時
に
気
が
付
く
中
世
後
期
的
様
相

に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

『
天
正
狂
言
本
』
が
ど
の
よ
う
な
視
点
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
守
天
正
狂
言
本
」

の
成
立
年
代
は
天
正

期
(
戦
闘
末
)

で
あ
る
と
し
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

衣
類
に
つ
い
て
は
小
袖
が
六
曲
に
登
場
す
る
。
特
に
弁
財
天
、
大
黒
天
、
大
名

か
ら
の
寸
か
ず
け
も
の
」
(
賜
与
さ
れ
た
り
給
わ
っ
た
り
し
た
物
品
)
の

てコ

袖

(
5
)

う
と
く

が
あ
っ
た
り
、
「
有
徳
」
な
伯
父
か
ら
借
用
し
た
も
の
の
一
つ
が
小
袖
で
あ
っ
た

(

6

)

(

7

)

 

り
、
大
名
の
所
持
品
で
あ
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
狂
言
に
登
場
す
る
小
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占
閣
+
」
晶
、

j
l
 
一
般
庶
民
の
着
用
す
る
小
袖
と
い
う
よ
り
は
、
小
袖
の
高
級
品
で
あ
っ
た

一
般
の
商
工
業
者
・
町
に
住
む
人
々
も
小
袖
の
着
用
が

進
ん
で
い
た
こ
と
を
、
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
等
を
通
じ
て
論
じ
た
。
特
に
戦

と
い
え
よ
う
。
前
稿
で
、

周
期
の
大
原
女
は
小
袖
を
着
て
い
る
の
に
、
近
世
に
な
る
と
そ
の
着
衣
は
正
装

(
木
綿
の
着
物
、
御
所
染
の
帯
、
紺
染
の
手
拭
、
た
す
き
、
白
腰
巻
、
は
ば
き
)
で
も
、

略
装
(
紺
又
は
紙
の
木
綿
の
着
物
、
手
拭
、
二
一
間
半
の
前
だ
れ
、
た
す
き
、
手
甲
、
は
ば
き
)

で
も
、
筒
袖
の
仕
事
着
に
収
紋
し
、
小
袖
で
は
な
く
な
る
と
い
う
変
化
を
見
せ

(
9
)
 

る
。
む
し
ろ
小
袷
の
庶
民
層
へ
の
普
及
の
度
合
い
は
、
近
世
よ
り
中
世
後
期
の
方

が
激
し
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
般
人
が
普
段
着
と
し
て
着

用
し
て
い
た
小
袖
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
着
衣
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
身
分
に

( 2 ) 

よ
っ
て
小
袖
の
素
材
は
異
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
高
級
品
は
拝
領
し
て
喜

ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
「
か
ず
け
も
の
」
と
し
て
狂
言
に
た
び
た
び
現
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
中
世
後
期
に
は
身
分
・
階
級
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
相

応
し
い
小
袖
が
着
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
叩
)

食
料
品
と
し
て
は
、
砂
糖
、
「
茶
の
子
(
茶
、
つ
け
の
菓
子
ご
な
ど
の
珍
し
い
晴

好
品
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
茶
の
子
の
登
場
は
、
茶
道
の

一
方
茶
葉
に
つ
い
て
は
、

多
様
な
茶
の
銘
柄
が
登
場
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
本
茶
L

と
寸
非
茶
L

と
い

(
日
)

う
区
別
が
あ
り
、
本
茶
が
宇
治
で
あ
る
こ
と
は
、
宇
治
の
茶
の
地
位
の
高
さ
を
物

(ロ)

語
る
。
お
い
し
い
茶
を
た
て
る
た
め
に
清
水
を
汲
み
に
い
っ
た
り
、
天
目
茶
碗
が

(
日
)

登
場
し
た
り
す
る
の
も
、
茶
が
身
分
の
上
下
を
関
わ
ず
多
く
の
人
に
好
ま
れ
て
い

成
立
と
一
般
の
愛
好
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。



た
こ
と
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。

茶
の
欽
み
方
に
も
中
世
的
様
相
が
見
ら
れ
る
。
旅
人
に
茶
を
馳
走
し
な
が
ら
、

後
に
そ
の
代
を
請
求
す
る
と
い
う
曲
か
ら
は
、
茶
庖
の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
室

町
・
戦
国
期
、
寺
社
門
前
に
「
一
服
一
銭
L

の
茶
を
提
供
す
る
茶
屈
が
京
の
町
中

(
日
)

に
あ
り
、
茶
売
り
商
人
が
い
た
と
い
う
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
同
時
に
茶
が
庶
民
の
手
に
も
届
く
晴
好
品
と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
る
食
品
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

茶
の
愛
好
の
仕
方
に
も
階
層
性
が
表
れ
て
お
り
、
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
の
よ

う
に
珍
奇
な
茶
器
を
収
集
し
、
権
威
の
誇
示
と
し
て
茶
を
利
用
し
た
者
か
ら
、
ム
口

(
民
)

戦
の
合
同
の
安
ら
ぎ
ゃ
親
密
な
関
係
の
形
成
の
た
め
の
武
士
の
茶
、
茶
庖
で
一
時

の
安
ら
ぎ
を
得
る
庶
民
の
茶
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
し
み
方
が
あ
っ
た
。

(
刀
)

酒
も
よ
く
登
場
し
、
大
名
が
沼
を
飲
ま
せ
て
百
姓
を
労
っ
た
り
、
花
盗
人
と
花

守
が
酒
盛
り
を
し
、
歌
い
蹄
る
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
酒
も
ま
た
高
級
品
・

「天正狂言本」の中世的様相と女性ジェンダー

晴
好
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
不
す
。
酒
の
製
造
に
は
二
種
の
形
態
が
見
ら
れ
る
。
伯

(

川

口

)

父
や
伯
母
が
酒
を
造
っ
て
い
た
り
、
所
持
し
て
い
た
り
す
る
の
は
、
自
家
醸
造
の

一
般
的
存
在
を
物
語
る
。
一
方
、
「
柳
の
酒
」
「
松
の
酒
L

「
梅
壷
」
の
名
称
が
登

場
す
る
こ
と
を
見
れ
岡
、
室
町
期
に
京
の
町
に
現
れ
た
「
柳
酒
屋
」
の
醸
造
す
る

新
し
い
清
酒
が
人
気
を
博
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
的

な
自
家
醸
造
の
酒
と
、
新
種
の
、
酒
屋
で
醸
造
さ
れ
た
清
酒
の
二
種
が
存
在
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。

若
狭
の
日
比
布
を
京
で
売
る
と
い
う
曲
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
諸
国
の
特
産
物
の
京

都
な
ど
大
都
市
へ
の
集
結
、
そ
こ
で
の
販
売
が
知
ら
れ
る
。
遠
隔
地
と
の
交
易
と

と
も
に
、
大
原
、
静
原
な
ど
か
ら
の
薪
・
柴
な
ど
の
物
売
り
も
見
え
る
の
で
、
京

都
近
郊
村
落
か
ら
の
振
り
売
り
も
典
型
的
な
中
世
後
期
商
人
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

か
ら
も
の

中
世
後
期
の
商
業
の
形
態
と
し
て
は
、
「
唐
物
し
と
呼
ば
れ
鎌
倉
期
以
来
珍
重

(
幻
)

さ
れ
た
中
国
産
の
品
物
な
ど
を
扱
う
貿
易
商
人
、
「
し
の
ぶ
わ
た
(
信
夫
綿
)
L

な

ど
国
内
遠
隔
地
の
物
品
を
も
た
ら
す
隔
地
問
商
人
、
そ
れ
に
小
売
り
商
人
と
し
て

の
振
売
商
人
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
都
市
住
民
と
し
て
の
視
点
か
ら
区
分
す
る
と
、

庖
棚
を
構
え
る
商
人
と
近
郷
か
ら
来
る
振
売
商
人
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

地
方
か
ら
の
年
貢
・
雑
公
事
の
貢
納
の
場
面
で
、
大
名
や
領
主
と
百
姓
の
や
り

と
り
に
一
つ
の
共
通
す
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
は
、
上
洛
し

た
百
姓
は
大
名
や
領
主
に
言
上
す
る
時
、
奏
者
を
通
じ
て
し
て
い
る
こ
と
、

(M) 

も
百
姓
は
大
名
に
「
遅
き
と
て
し
か
ら
」
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
名
と
百
姓

しミ

つ

が
直
接
物
を
言
い
合
う
よ
う
な
社
会
制
度
で
は
な
く
奏
者
を
介
さ
ね
ば
な
ら
な
か

( 3 ) 

つ
ま
り
身
分
制
の
存
在
と
、
年
貢
の
貢
納
を
拒
否
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
が
、
た
え
ざ
る
年
貢
の
遅
延
は
半
ば
常
識
化
し
て
い
た
こ
と
が
読
み

っ
た
こ
と
、

取
れ
る
の
で
あ
る
。
戦
国
期
に
は
公
家
も
寺
社
も
荘
園
か
ら
の
年
貢
納
入
が
急
激

に
減
少
し
、
膝
元
荘
園
を
除
い
て
、
荘
属
領
主
の
手
元
に
は
ご
く
少
数
の
荘
園
し

か
残
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
公
家
の
家
に
お
い
て
も
、
高
利
貸
利
用
が
進
ん
だ
こ
と

(
お
)

な
ど
を
、
東
寺
や
山
科
家
を
例
と
し
て
か
つ
て
検
討
し
た
。
百
姓
の
年
貢
滞
納
、

不
納
は
当
時
の
荘
園
領
主
経
済
の
崩
壊
過
程
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
思
う
。

「
遅
き
と
で
し
か
ら
」
れ
な
が
ら
、
年
貢
を
納
め
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
、
百
姓

た
ち
は
そ
の
労
を
労
わ
れ
る
。
遅
延
を
責
め
る
こ
と
よ
り
も
、
年
貢
が
納
入
さ
れ

た
こ
と
こ
そ
が
重
視
さ
れ
る
時
代
に
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。

住
居
に
目
を
転
じ
る
と
、
自
分
の
家
を
持
つ
人
は
、
「
有
徳
L

な
伯
父
や
伯
母

70 



の
姿
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
、
大
名
の
屋
敷
で
大
名
に
仕
え
る
太
郎
冠
者
以

上
の
階
層
に
適
合
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
以
下
の
階
層
の
人
々
は
主
人

の
屋
敷
内
に
住
ん
で
い
た
か
、
都
市
の
簡
単
な
造
り
の
住
居
に
住
ん
で
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
都
市
の
庶
民
住
居
は
選
中
洛
外
国
扉
酔
に
見
ら
れ
る
、
屋
根
の

上
に
石
を
置
い
た
平
屋
の
建
物
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
天
正
狂
言
本
』
の
登
場
人
物
類
型
の
な
か
の
一
つ
の
特
色
は
、
橋
本
朝
生
が

述
べ
る
よ
う
に
、
旅
人
の
存
在
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
旅
を
し
て
、

一
夜
の
宿
を

借
り
る
人
、
旅
人
や
座
頭
に
気
安
く
宿
を
貸
す
人
が
あ
り
、
そ
う
し
た
温
か
い
風

(
お
)

習
が
存
在
し
た
こ
と
は
狂
言
研
究
者
側
か
ら
既
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
可
天

正
狂
言
本
』
を
見
る
と
こ
の
風
習
は
い
く
つ
か
の
狂
言
に
現
れ
る
の
で
、
戦
国
期

に
生
き
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
宿
を
借
り
る
の
は
、
旅
人
や

座
頭
に
と
っ
て
、
よ
ほ
ど
一
夜
を
過
ご
す
建
物
の
な
か
っ
た
場
合
で
は
な
か
ろ
う

(
m
U
)
 

か
o

J旦
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
旅
の
途
中
に
宿
る
の
は
制
や
庵
、

お
堂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
宿
を
旅

人
に
提
供
し
た
人
々
の
側
は
、
茶
を
馳
走
し
た
り
し
て
、
心
か
ら
も
て
な
す
場
合

も
あ
れ
ば
、
笠
だ
け
の
宿
で
あ
っ
た
り
、
宿
主
の
女
が
座
頭
の
衣
類
を
取
っ
て
逃

げ
た
り
、
宿
の
娘
が
座
頭
と
夫
婦
に
な
ろ
う
と
一
緒
に
家
を
出
た
の
に
殿
に
鞍
賛

え
す
る
な
ど
、
無
情
な
場
合
も
存
在
す
る
。
旅
人
や
座
頭
に
親
切
に
宿
を
提
供
す

る
人
ば
か
り
で
な
か
っ
た
事
は
ど
の
時
代
も
同
じ
で
あ
る
が
、
旅
人
や
座
頭
に
と

っ
て
厳
し
い
事
例
の
中
に
女
性
が
悪
役
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
か
弱
い
と
思
わ

れ
が
ち
な
女
性
の
豹
変
ぶ
り
が
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

登
場
人
物
を
な
が
め
た
時
、
最
も
強
く
観
客
に
印
象
付
け
ら
れ
る
点
は
階
級
社

会
の
階
層
秩
序
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
大
名
と
太
郎
冠
者
、
大
名
と
百
姓
、
公
家

近
衛
殿
と
奏
者
な
ど
階
級
差
を
前
提
と
し
た
上
で
狂
言
は
筋
立
て
を
つ
く
り
あ
げ
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と
く
に
階
層
差
が
詳
し
く
再
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
家
康
頭
狂
言
に

け
ん
き
ょ
う
こ
う
と
う

お
い
て
で
あ
る
。
座
頭
の
中
に
も
検
校
、
勾
当
、
座
頭
、

て
い
る
。

こ
き
ふ
の
階
層
差
が

歴
然
と
存
在
し
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
狂
言
は
、
座
頭
が
仲
裁
に
入
っ
た
勾
当

(
出
)

を
引
き
転
ば
し
、
踏
ん
で
帰
っ
た
り
、
こ
き
ふ
が
座
頭
を
踏
み
転
ば
し
て
帰
っ
た

(
お
)

り
す
る
と
い
う
下
剤
上
的
様
相
を
描
写
す
る
。
階
層
差
の
存
在
す
る
社
会
の
中
で
、

下
の
者
の
逆
襲
を
描
く
の
は
、
社
会
の
風
潮
が
下
剤
上
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
太
郎
冠
者
と
主
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
太
郎
冠
者
が
主

(
お
)

人
を
や
り
こ
め
た
り
、
大
名
が
猿
の
役
割
と
入
れ
代
わ
っ
て
太
郎
冠
者
に
引
か
れ

(
幻
)

る
設
定
が
あ
り
、
弱
者
の
上
位
者
へ
の
仕
返
し
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
仕
返
し
の
前
提
に
は
、
大
郎
冠
者
は
日
頃
あ
ま
り
に
つ
き
わ
ど
く
」
召
し
使

わ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
主
人
を
踊
し
た
こ
と
が
筋
立
て

(
犯
)

の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
ま
り
座
頭
に
し
て
も
太
郎
冠
者
に
し
て
も
、
日
常

(4 ) 

の
階
層
関
係
・
主
従
関
係
の
厳
し
さ
の
中
で
の
、

反
抗
が
、
全
体
を
貫
く
テ

l
マ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
下
剤
上
の
風
潮
は
存

一
時
の
下
位
者
の
上
位
者
へ
の

在
し
て
も
、
階
級
差
を
全
面
的
に
打
ち
砕
く
こ
と
は
で
き
ず
、

反
抗
に
留
ま
っ
た
の
が
、
狂
言
の
演
目
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

一
時
の
下
位
者
の

ま
た
狂
言
台
本
の
内
容
の
身
障
者
な
ど
弱
者
へ
の
厳
し
さ
は
、
横
井
清
、
橋
本

(
却
)

朝
生
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
駄
賃
馬
を
雇
お
う
と
し
た
座
頭
が
馬
の
代
わ
り

に
牛
に
乗
せ
ら
れ
、
こ
き
ふ
に
ま
で
馬
鹿
に
さ
れ
、
牛
、
玉
や
こ
き
ふ
と
組
み
合
い

(
判
)

に
な
り
、
座
頭
が
踏
ま
れ
る
と
い
う
「
駄
賃
座
頭
」
の
内
容
が
典
型
的
に
示
す
よ

う
に
、
座
頭
は
こ
き
ふ
ば
か
り
で
な
く
一
般
庶
民
の
代
表
た
る
牛
主
か
ら
も
侮
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
中
世
の
庶
民
の
、
彼
ら
よ
り
身
分
関
係
に
お
い
て
下



位
に
あ
る
座
頭
等
芸
能
者
へ
の
蔑
視
・
差
別
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

婚
姻
に
関
し
て
も
中
世
の
姿
が
再
現
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
婿
入
り
、
男

入
り
が
五
曲
に
登
場
す
る
。
婿
入
り
と
は
、
婚
姻
後
、
婿
が
妻
の
実
家
を
初
め
て

訪
れ
、
歓
待
を
受
け
る
儀
式
を
い
う
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
の
「
し
つ
け
」
を
習

う
と
い
う
場
面
が
あ
る
点
か
旬
、
婿
入
り
に
は
一
定
の
順
序
が
儀
式
化
し
て
成
立

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
婚
姻
し
た
若
夫
婦
が
夫
方
に
同
居
し
た
の
か
、
新
居

居
住
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
婿
入
り
習
俗
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
妻
方

同
居
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
但
し
狂
言
に
み
ら
れ
る
婚
姻
形

態
を
嫁
取
婚
と
断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
妻
の
親
に
よ
る

婿
選
び
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
テ

l
マ
で
あ
る
し
、
妻
の
父
・
母
が
「
父
男
L

・

「
母
男
」
と
対
等
に
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
婚
姻
形
態
は
嫁
入
り
に
近
く

な
り
、
夫
方
に
同
居
す
る
か
新
居
居
住
が
多
く
な
っ
て
は
い
る
が
、
夫
婦
問
の
対

等
性
が
ま
だ
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
中
世
後
期
の
婚
姻
居
住
形
態
で
あ

「天正狂言本」の中世的様相と女性ジエンダー

っ
た
と
思
う
。

婚
姻
形
態
が
す
べ
て
嫁
取
り
婚
に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
婿
を
求
め

(

刊

日

)

て
寸
古
同
札
し
を
立
て
る
「
高
札
む
子
」
に
よ
く
再
現
さ
れ
て
い
る
。
中
世
後
期
に

婿
取
婚
も
存
在
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
婿
に
な
り
た
く
ば
宝
を
男

(
叫
)

に
た
び
給
へ
L

と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
婿
取
り
の
際
、
婿
方
か
ら
持

参
す
る
財
産
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
嫁
取
り
の
際
の
嫁
の
化
粧
料

持
参
と
同
等
の
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
。
と
す
れ
ば
中
世
後
期
に
は
、
婿
取
り
、

嫁
取
り
の
双
方
が
存
在
し
、
形
式
は
正
反
対
で
は
あ
る
が
、
形
式
上
の
差
ほ
ど
実

質
上
の
差
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
移
動
す
る
方
が
財
産
を
持
っ
て
行
き
、
夫
婦
の
財

産
を
合
わ
せ
て
新
夫
婦
の
家
が
形
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

家
の
中
で
は
夫
婦
の
対
等
性
が
十
分
保
た
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
他
、
争
い
ご
と
の
生
じ
た
時
、
仲
裁
人
が
中
に
入
っ
て
穏
使
な
解
決

(
K
M
)
 

が
図
ら
れ
た
こ
と
、
一
歩
進
ん
で
検
断
を
必
要
と
す
る
事
態
に
な
っ
た
時
で
も
検

(
必
)

断
の
依
拠
す
る
基
準
は
「
中
を
取
る
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
喧
嘩
な

ど
紛
争
に
は
中
人
を
も
っ
て
解
決
を
は
か
る
と
い
う
慣
習
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
か

(
幻
)

っ
て
勝
俣
鎮
夫
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い

の
は
、
中
人
が
入
ら
ず
と
も
喧
嘩
の
際
双
方
相
討
ち
で
終
わ
る
と
い
う
結
末
の
迎

(
持
)

え
か
た
を
と
る
曲
の
多
い
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
賠
一
礎
ー
を
し
た
も
の
の
片
方
に
の

み
罰
が
課
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
双
方
に
同
じ
く
ら
い
の
損
害
が
あ
っ
て
し
か
る

べ
し
と
中
世
の
人
々
は
考
え
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
当
時
の
公
平
観
念
で
あ
っ
た

し
、
同
じ
被
害
を
双
方
が
被
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
後
に
し
ば
し
ば
生
じ
た
仇
討
ち

は
未
然
に
防
止
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
正
当
だ
と
思
わ
れ
て

( 5 ) 

い
た
証
拠
は
、
室
町
幕
府
の
裁
許
の
中
に
寸
等
同
」
を
基
準
と
し
た
も
の
の
多
か
っ

(ω) 

た
こ
と
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
。

芸
能
関
係
で
は
歌
に
並
ん
で
連
歌
が
四
曲
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
盛
行

(

印

)

(

臼

)

が
察
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
連
歌
に
お
い
て
は
、
亭
主
と
盗
人
、
魚
売
り
と
米
売
り

が
連
歌
を
す
る
場
面
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
異
な
る
身
分
の
人
々
で
あ
っ
て
も
、

こ
の
よ
う
な
場
で
は
一
定
の
平
等
性
が
保
た
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ

か
る
。夫

婦
関
係
で
は
か
な
り
の
平
等
性
が
保
た
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
公
平
性
を

保
証
す
る
観
念
と
し
て
「
等
同
L

を
尊
重
す
る
思
考
法
、
連
歌
に
お
け
る
異
な
る

身
分
の
者
の
同
座
、
下
位
の
者
の
下
剤
上
を
時
に
は
承
認
す
る
柔
軟
な
思
考
、
こ

れ
ら
が
棺
互
に
関
連
性
を
も
ち
つ
つ
存
在
し
た
の
が
中
世
後
期
で
あ
っ
た
と
考
え
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る

(

臼

)

(

臼

)

そ
の
ほ
か
新
関
を
立
て
る
、
新
し
い
町
を
つ
く
る
に
際
し
て
市
頭
を
求
め
る
な

(
日
目
)

ど
も
、
中
世
後
期
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
関
所
設
置
、
新
町
の
形
成
と
い
う
実
態
を

反
映
し
て
い
る
。

『
天
正
狂
言
本
』
の
女
性
た
ち
と
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
l

『
天
正
狂
言
本
』
に
は
百
四
曲
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
う

ち
三
十
一
曲
に
女
性
が
登
場
す
る
。
約
三
分
一
に
あ
た
る
数
で
あ
り
、
決
し
て
少

な
い
数
で
は
な
い
。
三
十
一
曲
を
女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
て
娘
、
妻
、

母
に
関
す
る
由
に
分
類
し
、

つ
い
で
職
掌
、
役
割
の
点
か
ら
考
察
し
、
中
世
後
期

に
ど
の
よ
う
な
女
性
ジ
エ
ン
ダ

i
が
成
立
し
て
い
た
か
を
考
え
る
。

娘
の
登
場
す
る
狂
言
で
は
「
面
砕
ぎ
」
の
「
女
子
(
め
こ
)
」
、
鬼
の
娘
、
宿
の
娠

が
代
表
的
な
娘
の
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
。
「
面
研
ぎ
」
の
女
子
は
男
(
父
親
だ
と
思

の
い
い
な
り
に
、
鏡
研
ぎ
の
要
領
で
顔
を
研
が
れ
る
。
従
順
な
娘
と
し

て
多
少
の
嗣
笑
を
交
え
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鬼
の
娘
は
個
性
的
で

わ
れ
る
)

あ
り
、
連
れ
て
来
ら
れ
た
罪
人
と
腕
押
し
を
し
て
負
け
、
腔
押
し
を
し
て
ま
た
負

け
る
。
そ
こ
で
他
の
鬼
の
子
供
達
が
出
て
来
て
娘
を
助
け
た
の
で
、
鬼
の
娘
が
罪

人
に
勝
つ
と
い
う
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
現
行
曲
で
は
鬼
が
罪
人
に

負
け
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。
終
わ
り
の
迎
え
方
が
全
く
逆
な
の
で
あ
る
。
現
行
曲

と
の
比
較
か
ら
見
て
、
鬼
の
子
供
達
の
協
力
に
よ
る
勝
利
が
、
い
つ
の
間
に
か
罪

人
の
勝
利
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
腕
力
の
弱
い
女
も
兄
弟
姉
妹
の
助

け
で
勝
利
を
お
さ
め
る
と
い
う
協
力
の
あ
り
さ
ま
は
、
中
世
の
親
族
・
家
族
の
一

致
協
力
を
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。
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宿
の
娘
も
個
性
的
で
あ
り
、
座
頭
に
次
い
で
殿
と
、
夫
に
な
る
人
を
選
、
び
替
え

て
い
る
。
夫
を
自
ら
選
択
す
る
自
主
的
な
娘
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
他
、
娘
の
範

障
に
入
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
殿
の
愛
人
「
花
子
」
や
祖
父
の
恋
い
焦
が
れ
る

(

付

加

)

「
乙
御
前
」
が
い
る
。
彼
女
ら
が
娘
と
い
う
範
轄
に
入
る
か
ど
う
か
、
厳
密
に
は

分
か
ら
な
い
が
、

一
応
未
婚
の
女
性
と
仮
定
し
て
娘
範
轄
に
入
れ
て
お
く
。
彼
女

ら
は
殿
の
女
房
(
奏
)
と
の
対
比
で
、
上
品
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
る
が
、

泊
の
構
成
の
中
で
は
重
要
な
役
ま
わ
り
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
狂
言
の
娘
は
、
妻
段
階
の
女
性
ほ
ど

の
腕
力
も
な
く
、
上
品
さ
従
順
さ
と
い
っ
た
娘
本
来
の
よ
い
性
質
を
発
揮
で
き
た

も
の
も
多
か
っ
た
、
ま
た
親
族
、
家
族
の
協
力
と
結
合
の
中
で
娘
も
守
ら
れ
て
い

た
、
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
娘
の
中
で
、
自
分
の
意
志
を
貫
い
た
宿
の
娘
は
傑
出

( 6 ) 

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
意
志
の
貫
徹
は
婚
姻
に
際
し
て
だ
け
で
あ
り
、
限
定
さ

れ
た
局
面
で
し
か
自
己
の
意
志
が
発
揮
で
き
な
か
っ
た
点
に
も
注
意
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

妻
と
し
て
の
女
性
は
守
天
正
狂
言
本
』
に
最
も
多
く
登
場
す
る
。
殿
の
女
房
は
、

禁
足
の
行
を
し
て
い
る
か
ら
と
夫
(
殿
)
に
「
女
人
結
界
」
と
押
し
出
さ
れ
た
の

で
、
殿
の
代
理
と
し
て
禁
足
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
太
郎
冠
者
を
見
つ
け
て
威
し
、

自
分
が
代
わ
り
に
禁
足
を
し
、
そ
の
間
に
花
子
に
会
っ
て
き
た
夫
に
腹
を
立
て
て
、

(
日
)

夫
を
蹴
散
ら
し
て
帰
っ
て
い
る
。
夫
(
殿
・
大
名
)
は
こ
こ
か
し
こ
を
さ
す
り
な

が
ら
刀
を
着
け
て
入
る
の
で
あ
る
。
万
ま
で
着
け
て
い
る
大
名
と
し
て
の
夫
も
、

の
怒
り
に
は
か
な
わ
な
い
。
妻
が
太
郎
冠
者
を
威
す
こ
と
が
で
き
た

女
房
(
妻
)

の
は
、
太
郎
冠
者
が
こ
の
大
名
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い



て
も
主
従
原
理
は
動
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
妻

が
あ
り
な
が
ら
花
子
を
恋
い
慕
う
と
い
う
点
で
夫
に
弱
み
が
あ
る
と
は
い
え
、
大

名
の
妻
の
、
家
の
中
に
お
け
る
夫
に
次
ぐ
地
位
の
掌
握
を
知
り
う
る
。

夫
と
妻
が
家
の
中
の
権
限
を
、
大
ま
か
に
外
と
内
の
権
限
分
掌
の
形
で
握
っ
て

(
四
四
)

い
た
こ
と
を
、
毛
利
元
就
書
状
の
分
析
を
通
じ
て
論
じ
た
が
、
そ
の
姿
は
こ
の
大

名
の
家
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
家
政
の
範
囲
に
属
す
る
分
野
で
は
最
高
の
権
限

を
握
る
妻
の
、
正
当
な
権
限
分
担
を
お
び
や
か
す
身
勝
手
な
夫
に
対
す
る
懲
罰
・

逆
襲
が
、
こ
の
狂
言
か
ら
見
え
る
と
考
え
る
。

狂
言
の
妻
は
、
夫
を
や
り
こ
め
る
人
物
ば
か
り
で
は
な
い
。
夫
婦
仲
の
良
さ
を

前
面
に
出
し
た
も
の
も
あ
る
。
太
郎
冠
者
と
そ
の
妻
、
次
郎
冠
者
と
そ
の
妻
の
二

組
の
夫
婦
は
、
山
田
で
女
房
達
が
持
っ
て
き
た
酒
で
酒
盛
り
を
し
、
男
も
女
も
舞

う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
行
曲
で
は
女
房
は
登
場
せ
ず
、
主
人
が
酒
を
持
っ
て

き
て
労
う
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
夫
婦
の
協
力
で
太
郎
冠
者
や
次
郎
冠
者
の
家

「天正1f言本」の中世的様相と女性ジエンダー

(
中
世
後
期
の
武
士
の
家
)
は
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
家
の

代
表
は
夫
で
あ
り
、
公
的
な
立
場
は
夫
が
専
ら
引
き
受
け
る
が
、
家
そ
の
も
の
は

夫
婦
の
協
力
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
夫
婦
の
互
い
に
慰
労
し

あ
う
姿
は
よ
く
表
現
し
て
い
よ
う
。

夫
婦
の
固
い
結
束
を
表
す
狂
言
も
あ
る
。
ー
ち
、
ぎ
り
木
一
房
し
で
は
、
夫
の
乞
食

太
郎
が
大
勢
に
酒
盛
り
の
席
で
や
り
込
め
ら
れ
た
の
に
腹
を
立
て
た
妻
は
、

人

で
仕
返
し
に
出
掛
け
、
寸
仇
討
ち
を
す
る
」
と
み
な
の
家
を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。

行
っ
た
先
々
で
「
留
守
し
と
い
わ
れ
、
果
た
さ
な
か
っ
た
が
、
「
居
た
ら
は
打
こ

ろ
さ
ん
も
の
を
し
と
い
う
意
気
込
み
で
出
掛
け
て
い
る
。
夫
へ
の
愚
弄
は
妻
へ
の

愚
弄
で
あ
る
と
捉
え
る
夫
婦
一
体
観
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
と
と

も
に
、
夫
が
乞
食
太
郎
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
怒
り
身
分
制
秩
序
に
対
す
る

批
判
の
目
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
勝
気
な
妻
は
怒
り
と
仕
返
し
を
し
よ
う
と
い
う
強

い
意
気
込
み
で
出
掛
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
結
局
は
果
た
さ
ず
平
和
裡
に
終
わ
っ

の
存
在
が
メ
イ
ン
テ

1
マ

て
い
る
。
争
い
過
ぎ
て
の
「
ち
ぎ
り
木
」
(
約
束
の
木
)

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
夫
の
恥
を
濯
ぐ
た
め
に
妻
が
立
ち
上
が
る
点
に
、
当
時

の
夫
婦
一
体
観
が
最
も
よ
く
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

ま
だ
妻
を
持
た
な
い
男
が
妻
を
得
ょ
う
と
す
る
時
、
清
水
に
龍
も
っ
て
祈
る
と

(
印
)

い
う
姿
が
見
ら
れ
る
。
清
水
の
観
音
に
頼
っ
て
妻
を
得
る
話
は
『
今
昔
物
語
集
』

(
日
)

や
『
沙
石
集
』
に
既
に
見
ら
れ
る
か
ら
、
平
安
期
以
来
の
伝
統
的
観
念
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
妻
探
し
を
す
る
時
、
歌
の
意
味
を
解
し
た
り
、
歌
を
よ
く
し
た

(
位
)

り
す
る
女
性
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
公
光
は
武
蔵
野
で
花
を
摘
ん
で
い
る
理

想
の
女
性
と
思
わ
れ
る
人
に
言
葉
を
か
け
る
が
、
女
は
「
う
る
さ
い
」
と
す
げ
な

い
。
女
が
歌
を
所
望
し
、
公
光
は
逃
げ
、
女
が
追
い
か
け
る
。
逃
げ
る
、
追
う
の

(7) 

結
末
で
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、
現
行
曲
で
は
一
一
人
が
酒
盛
り
を
し
て
和
や
か
に
別

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
行
曲
で
は
角
が
と
れ
、
平
和
的
解
決
に
変
わ
っ
て

お
り
、
江
戸
期
以
後
の
式
楽
化
し
た
能
楽
・
狂
言
の
姿
へ
の
変
化
が
こ
こ
で
も
察

知
で
き
る
。
そ
れ
と
同
時
に
中
世
後
期
に
見
ら
れ
た
女
性
の
元
気
さ
、
力
強
さ
は

失
わ
れ
た
。

二
人
妻
と
い
う
状
況
設
定
は
「
女
ら
く
あ
み
」
で
見
ら
れ
る
。
妻
を
二
人
持
つ

と
い
う
、
夫
優
位
妻
不
利
な
状
況
に
対
し
て
、
夫
を
手
車
に
乗
せ
、
投
げ
る
と
い

う
夫
へ
の
仕
返
し
を
結
末
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
。
抑
圧
さ
れ
て
い
た
妻
も
だ

ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
厳
し
い
現
実
に
さ
さ
や

か
な
抵
抗
を
し
て
い
る
点
で
は
、
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一
章
で
述
べ
た
、
身
分
制
社
会
の
中
で
上
位
者



に
仕
返
し
を
す
る
曲
と
あ
い
通
じ
る
。
が
、
逆
に
寸
女
ら
く
あ
み
」
か
ら
、
夫
権

の
婦
権
に
優
越
す
る
現
実
が
う
か
が
え
る
。
現
実
に
安
住
し
て
い
る
夫
を
反
省
さ

や
り
こ
め
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
「
わ
わ
し
い
女
」
は
こ
う
し
た

場
面
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
わ
し
さ
は
一
時
の
こ
と
な
ら
確
か
に
許

せ
る
に
は
、

さ
れ
も
す
る
が
、
わ
わ
し
い
女
を
つ
々
つ
け
る
こ
と
は
周
囲
の
現
実
が
許
さ
な
い
。

厳
然
た
る
男
上
位
社
会
が
家
の
間
り
を
取
り
巻
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
中
世
後

期
の
女
性
特
に
妻
は
、
家
の
外
の
男
上
位
社
会
に
刃
向
か
お
う
と
す
れ
ば
、
家
の

(
侃
)

中
に
お
け
る
家
政
掌
握
の
権
限
を
挺
子
に
夫
を
や
り
込
め
る
こ
と
で
し
か
欝
憤
ば

ら
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

似
通
っ
た
状
況
の
曲
と
し
て
「
墨
つ
け
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
夫
は
二
人
の
妻

の
仲
裁
役
に
回
っ
て
お
り
、
傍
観
者
的
で
あ
る
。
結
末
も
二
人
妻
と
い
う
状
況
に

も
ど
っ
て
お
り
、
妻
同
志
の
争
い
が
筋
立
て
の
中
心
に
き
て
い
る
。
中
世
社
会
の

現
実
の
様
相
の
一
端
が
そ
の
ま
ま
現
れ
た
曲
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

妻
に
共
通
す
る
労
働
は
、
家
事
労
働
の
一
翼
で
あ
る
糸
を
う
み
、
裁
縫
を
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
妻
自
身
が
仕
事
を
持
つ
と
い
う
か
た
ち
で
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し

な
い
が
、
か
と
い
っ
て
妻
の
労
働
が
軽
度
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
家

族
の
食
料
の
調
達
、
衣
類
の
調
整
を
担
当
し
つ
つ
、
家
業
を
手
伝
い
、
家
を
支
え

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

何
よ
り
も
妻
の
役
割
を
端
的
に
一
不
す
の
は
「
家
主
」
の
語
が
妻
を
さ
す
言
葉
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
墨
つ
け
」
の
夫
は
「
家
主
」
が
あ
ま
り
に

舵
知
が
深
い
と
し
て
、
よ
そ
へ
行
く
の
で
あ
る
。
「
家
主
L

と
呼
ば
れ
た
女
性
の

家
が
、
も
と
も
と
こ
の
人
の
持
ち
物
で
あ
っ
た
の
か
、
夫
の
持
ち
物
で
あ
っ
た
の

か
は
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
て
、
そ
の
家
の
主
と
い
う
べ
き
人
物
は
妻
の
方
で

あ
っ
た
状
況
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
夫
婦
の
家
の
外
向
け
の
代
表
は
夫
で
あ
る
が
、

6う

家
の
実
質
的
主
人
は
妻
で
あ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
妻
が
家

放
を
掌
握
し
て
い
て
、
家
の
中
で
は
夫
と
対
等
な
発
言
権
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
っ
た
。

女
性
は
娘
時
代
が
過
ぎ
る
と
妻
と
い
う
時
期
を
迎
え
る
こ
と
が
多
い
。
妻
の
時

代
に
な
る
と
そ
の
女
性
は
一
体
夫
方
を
重
視
す
る
の
か
、
生
家
で
あ
る
妻
方
を
重

視
す
る
の
か
、
時
代
に
よ
っ
て
も
個
々
の
事
情
に
よ
っ
て
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
天
正
狂
言
本
』
が
表
現
す
る
の
は
、
夫
方
の
重
視
で
あ
る
。
夫
と
父
が
水
争
い

を
し
た
時
、
妻
(
娘
)
は
夫
の
味
方
を
し
、
父
親
を
揺
す
り
上
げ
て
投
げ
て
帰
つ

(
悦
)

て
い
る
。
こ
れ
は
、
父
l
娘
の
実
の
親
子
の
き
ず
な
よ
り
も
、
婚
姻
後
は
夫
婦
が

最
も
緊
密
な
関
係
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
夫
婦
関
係
が
親

子
関
係
に
勝
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
曲
と
い
え
よ
う
。

次
に
後
家
と
高
齢
の
女
性
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
後
家
が
登
場
す
る
曲
は
少

( 8 ) 

数
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
姿
は
個
性
的
で
あ
る
。

「
伯
母
が
酒
L

の
伯
母
は
甥
が
鬼
の
真
似
を
し
て
自
分
の
酒
を
飲
ん
だ
の
に
腹

を
立
て
、
面
を
被
っ
て
「
威
し
返
L

し
て
い
る
。
高
齢
の
後
家
で
あ
っ
て
も
腹
が

立
て
ば
仕
返
し
を
す
る
。
ま
た
こ
の
伯
母
は
酒
造
り
を
生
業
と
す
る
職
業
を
も
っ

女
性
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

「
京
金
L

の
年
寄
り
女
は
乳
母
に
な
ろ
う
と
し
て
、
夫
婦
で
坊
主
の
も
と
を
訪

れ
、
乳
母
に
相
応
し
い
名
を
付
け
て
も
ら
お
う
と
す
る
が
、
名
が
付
か
な
い
の
に

腹
を
立
て
、
坊
主
か
ら
逆
に
金
を
取
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
年
寄
り
で
も
仕
事
を

始
め
よ
う
と
す
る
意
気
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
う
し
た
人
に
相

応
し
い
仕
事
と
し
て
乳
母
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
「
比
丘
貞
し
の
御
寮
は
後



家
で
あ
り
、
銭
も
米
も
沢
山
所
持
し
て
お
り
、
烏
帽
子
子
ま
で
と
る
地
域
の
有
力

者
で
あ
っ
た
。

高
齢
の
女
性
や
後
家
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
点
は
、
守
天
正
狂
言
本
』

の
特
徴
と
い
え
る
。
こ
れ
は
一
般
に
中
世
社
会
で
高
齢
者
や
後
家
が
尊
重
さ
れ
、

(
侃
)

と
く
に
後
家
は
夫
の
死
後
家
の
最
高
決
定
権
を
握
る
こ
と
も
あ
っ
た
事
実
と
照
応

し
て
い
る
と
考
え
る
。

次
に
女
性
の
社
会
的
労
働
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
社
会
的
労
働
と
し
て
現
れ
る

の
は
、
酒
造
り
を
す
る
伯
母
と
大
名
に
仕
え
る
寸
竹
松
L

、
乳
母
、
水
汲
み
を
、
玉

な
仕
事
と
す
る
雑
仕
の
女
の
四
種
で
あ
る
。
中
世
後
期
の
女
性
の
職
業
が
多
数
見

ら
れ
る
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
に
比
べ
て
、
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
歌
合
に

は
見
ら
れ
な
い
大
名
に
仕
え
る
女
性
の
姿
が
、
寸
竹
松
」
と
乳
母
と
雑
仕
の
女
と

し
て
一
一
一
種
も
見
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
「
竹
松
」
は
大
名
の
言
い
つ
け
で
、
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神
事
の
頭
用
の
能
の
道
具
を
伯
父
の
所
ま
で
借
り
に
行
き
、
原
で
追
剥
に
取
ら
れ

る
の
だ
が
、
「
竹
松
」
は
「
し
の
び
し
の
び
に
ね
り
寄
り
、
長
万
取
り
て
、
鼓
の

緒
に
て
首
を
引
き
し
め
、
引
き
入
る
」
の
で
あ
る
。
薙
刀
は
能
の
道
具
と
し
て
の

そ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
主
の
命
で
借
り
て
き
た
道
具
を
取

ら
れ
れ
ば
取
り
返
す
強
い
意
志
を
持
ち
、
薙
万
が
使
え
て
、
「
竹
松
L

の
女
房
名

を
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
諸
点
か
ら
考
え
て
、
「
竹
松
」
は
大
名
に
使
え
る
女
房

で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
女
房
名
を
持
つ
女
房
、
乳

母
、
水
汲
み
な
ど
に
追
い
使
わ
れ
る
下
女
と
、
三
様
の
姿
で
登
場
す
る
こ
と
は
、

武
家
や
公
家
な
ど
の
領
主
階
級
に
奉
仕
す
る
者
が
女
性
の
側
に
も
か
な
り
存
在
し

た
こ
と
を
物
語
る
。
主
取
り
は
こ
の
時
代
、
男
だ
け
の
事
態
で
は
な
く
、
男
女
と

も
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。

(
侃
)

農
業
労
働
で
は
早
乙
女
し
か
見
ら
れ
な
い
。
農
業
労
働
の
場
面
が
登
場
し
て
く

(ω) 

る
こ
と
の
少
な
さ
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

可
天
正
狂
言
本
』
が
ど

の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
か
に
か
か
わ
る
問
題
点
で
あ
る
。
守
天
正

狂
言
本
』
が
農
業
を
生
業
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
早
乙
女
の
姿
も
、
現
実
に
田
植
え
を
す
る
姿
と
し

て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
懸
想
文
の
対
象
と
し
て
で
あ
る
。
『
天
正
狂
言
本
』
が
、

中
世
後
期
の
現
実
を
直
接
反
映
す
る
資
料
で
は
な
く
、
芸
能
と
し
て
の
フ
ィ
ル

タ
ー
に
か
け
ら
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

(
初
)

芸
能
関
係
の
社
会
的
労
働
と
し
て
は
、
亙
女
、
ご
ぜ
が
見
ら
れ
る
。
ご
ぜ
が
座

頭
と
夫
婦
に
な
る
の
は
現
実
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
職

業
と
し
て
の
歌
姫
や
踊
り
子
で
は
な
く
、

一
般
庶
民
が
大
勢
で
歌
い
踊
る
場
面
が

よ
く
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
大
勢
の
女
が
歌
を
歌
い
、
あ
る
い
は
合
唱
し
、
蹄
る

の
で
あ
る
。
蝉
子
物
の
稽
古
の
場
面
も
見
え
る
。

( 9 ) 

一
般
庶
民
女
性
が
、
素
人
な
り

に
歌
い
踊
り
演
奏
す
る
と
い
う
芸
能
に
広
く
携
わ
っ
て
い
た
状
況
が
読
み
取
れ
る
。

(η) 

家
事
労
働
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
芋
を
洗
う
仕
事
と
機
織
り
が
あ
る
。
機

織
り
は
二
曲
に
登
場
し
、
中
で
も
「
お
ま
き
ょ
せ
」
で
は
大
勢
の
女
が
緒
巻
を
取

っ
て
、
鍬
を
持
っ
た
男
と
対
決
す
る
。
男
が
鍬
を
持
つ
こ
と
つ
ま
り
農
業
労
働
を

主
た
る
生
業
と
し
て
お
り
、
女
は
農
業
労
働
に
も
携
わ
る
が
家
内
労
働
と
し
て
の

機
織
り
に
主
と
し
て
携
わ
る
も
の
だ
と
の
、
役
割
分
業
意
識
が
こ
の
曲
に
反
映
し

て
い
る
と
考
え
る
。
現
実
に
も
女
は
家
の
中
で
家
族
の
衣
類
を
作
り
だ
す
機
織
り

(
引
け
)

労
働
を
古
代
以
来
副
業
的
に
絶
え
ず
続
け
て
き
た
。
機
織
り
は
中
世
後
期
に
お
い

て
も
家
事
労
働
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
中

世
に
は
帯
売
り
や
白
布
売
り
な
ど
、
衣
類
を
専
門
に
扱
う
商
人
が
生
ま
れ
て
お
り
、
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そ
う
し
た
衣
類
関
係
の
商
人
に
は
女
性
が
多
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
織
部
司
な
ど
の
官
司
は
別
と
し
て
、
庶
民
の
間
で
は
家
内
労
働
と
し
て
古
代

以
来
続
け
て
こ
ら
れ
た
機
織
り
が
、
中
世
に
な
っ
て
広
く
社
会
的
労
働
と
し
て
も

行
わ
れ
始
め
、
庶
民
の
手
に
も
届
く
ほ
ど
の
商
品
と
し
て
商
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
、
先
述
の
庶
民
衣
服
と
し
て
の
小
袖
の
普
及
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

お

わ

り

に

早
乙
女
に
見
た
よ
う
に
、
守
天
正
狂
言
本
』
は
現
実
の
中
世
後
期
社
会
を
忠
実

に
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
多
く
の
点
で
中
世
の
様
相
を
反
映
し

て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
と
く
に
階
級
社
会
の
厳
然
た
る
確
立
は
、
狂
言
そ

の
も
の
の
背
景
に
揺
る
ぎ
な
く
看
守
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
た
現
実
に
立

ち
向
か
う
下
剤
上
的
言
動
が
『
天
正
狂
言
本
』
に
特
徴
的
に
現
れ
る
と
い
う
点
は
、

先
行
研
究
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
下
剤
上
的
な
筋
立
て

や
動
作
は
、
現
行
曲
で
は
大
幅
に
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で

強
調
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
下
剤
上
的
言
動
が
一
時
限
り
の
も
の
で
あ
っ
た
点
で

あ
る
。
大
名
を
や
り
込
め
た
太
郎
冠
者
は
こ
の
結
末
の
次
に
は
ど
う
な
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。
家
臣
と
し
て
の
位
置
に
留
ま
る
た
め
に
は
、
自
分
に
非
が
な
く
て
も
謝

っ
た
か
、
罰
を
課
さ
れ
た
か
し
な
け
れ
ば
、
太
郎
冠
者
と
し
て
の
地
位
を
失
う
こ

と
に
な
る
。
再
び
い
ま
ま
で
ど
お
り
の
「
き
わ
ど
く
」
召
し
使
わ
れ
る
現
実
に
も

ど
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
『
天
正
狂
言
本
』

の
下
剤
上
は
現
実
社
会

の
下
剤
上
よ
り
は
ゆ
る
や
か
な
一
時
の
抵
抗
で
あ
り
、
再
び
厳
し
い
階
級
社
会
に

も
ど
っ
た
が
ゆ
え
に
許
さ
れ
る
抵
抗
で
あ
っ
た
と
思
う
。

一
方
夫
婦
関
係
で
は
、
妻
が
わ
わ
し
い
姿
で
よ
く
登
場
す
る
よ
う
に
、
家
の
中

で
は
平
等
性
が
保
た
れ
て
い
た
。
家
の
外
の
社
会
ほ
ど
夫
と
妻
の
関
係
に
は
大
き

な
落
差
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
妻
に
は
外
界
の
欝
憤
を
夫
に
向
け
て
発
散
す
る

よ
り
方
法
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
た
ち
女
の
力
を
合
わ
せ
れ
ば
夫
は
ま
だ
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し
も
非
を
改
め
さ
せ
る
見
込
み
の
あ
る
相
手
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
階
級
社
会
と

家
父
長
制
的
家
の
確
立
に
対
し
て
、
家
の
中
で
の
妻
や
娘
の
位
置
を
武
器
に
抵
抗

す
る
女
性
の
姿
が
、
わ
わ
し
い
女
の
実
像
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
娘
も
親
か
ら
財

産
を
分
与
さ
れ
た
り
、
化
粧
料
と
し
て
婚
姻
時
に
財
産
を
も
ら
っ
た
り
し
て
お
り
、

婚
姻
後
は
商
人
と
し
て
あ
る
い
は
女
房
や
下
女
と
し
て
社
会
的
労
働
に
、
あ
る
い

は
家
内
労
働
と
し
て
の
機
織
り
や
家
業
、
家
事
労
働
に
常
に
従
事
し
て
い
た
こ
と

が
、
夫
と
対
等
な
妻
の
位
置
を
持
続
さ
せ
た
と
思
う
。

そ
う
し
た
女
の
姿
を
、

(10) 

口
や
か
ま
し
く
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
姿
で
代
表

さ
せ
た
点
に
狂
言
の
形
づ
く
っ
た
女
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
あ
る
と
思
う
。
「
花
子
L

の
よ
う
な
恋
の
対
象
と
し
て
の
女
性
は
む
し
ろ
主
役
に
は
な
り
え
ず
、
わ
わ
し
さ

が
重
視
さ
れ
、
中
世
後
期
の
女
性
の
属
性
の
典
型
を
こ
こ
に
見
て
強
調
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
に
溢
れ
た
姿
で
登
場
さ
せ
て
い
る
。
階
級
社
会
に

時
に
は
刃
向
か
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
刃
向
か
う
相
手
を
夫
に
置
き
換
え
た
た
め

に
、
元
気
で
生
活
力
旺
盛
で
は
あ
る
が
社
会
的
に
は
無
害
な
女
を
『
天
正
狂
言

本
』
は
描
き
出
し
た
と
考
え
る
。

、王(
1
)

橋
本
朝
生
「
天
正
狂
言
本
の
出
家
座
頭
狂
言
」
(
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
謡

曲
・
狂
言
』
所
収
、
有
精
堂
、
一
九
八
一
年
)
、
『
中
世
史
劇
と
し
て
の
狂
言
』
若
草

書
房
、
一
九
九
七
年
。



「天正狂言本」のrfJ世的様相と女性ジェンダー

(
2
)
佐
竹
昭
広
「
弱
者
の
運
命
L

(

『
ド
魁
上
の
文
学
』
所
収
、
築
摩
書
一
房
、
一
九
六
七

年
)
。
な
お
佐
竹
は
狂
言
を
天
正
本
と
現
行
曲
で
厳
密
に
区
別
せ
ず
、
総
体
と
し
て

と
ら
え
た
時
、
「
武
悪
」
は
代
表
的
な
曲
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
寸
奴
隷
的
生
産
者
と

名
主
層
と
の
階
級
対
立
と
い
う
、
中
世
農
村
社
会
独
特
の
性
格
が
、
も
っ
と
も
リ
ア

ル
な
か
た
ち
で
、
つ
つ
し
だ
さ
れ
て
い
る
」
(
「
勝
利
の
歌
L

同
書
)
と
述
べ
、
狂
言
が

民
衆
に
寸
を
か
し
し
を
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
「
を
か
し
」
は
民
衆
の
「
よ

ろ
こ
び
」
と
通
い
合
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

(3)

悶
端
泰
子
『
日
本
中
世
の
女
性
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。

(
4
)

黒
田
弘
子
寸
中
世
後
期
の
女
た
ち
L

(

女
性
史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女
性
生
活

史
』
第
2
巻
中
世
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
O
年
)
、
「
笑
劇
に
み
る
女
と

男
」
(
『
文
学
に
み
る
臼
本
女
性
の
歴
史
』
所
収
、
古
川
弘
文
館
、
二

O
O
O年
)

0

(
5
)

「
竹
生
島
ま
ふ
で
」
「
大
こ
く
」
「
う
つ
ぼ
綴
」
(
い
ず
れ
も
『
天
正
狂
言
本
』
の
曲

名
は
日
本
古
典
会
主
目
『
狂
言
集
』
下
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
六
年
に
よ
る
。
)

(
6
)

寸
米
か
り
」
。

(7)

「
地
せ
ん
石
」
。

(
8
)

拙
稿
寸
日
本
中
世
の
街
業
と
女
商
人
L

(

『
日
本
中
世
の
社
会
と
女
性
』
所
収
、
士
口

川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
)

0

(
9
)

拙
稿
寸
大
原
郷
と
大
原
女
」
(
京
都
橘
女
子
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
編
『
家

と
女
性
の
社
会
史
』
所
収
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
1
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
八
年
)

0

(
叩
)
「
ぶ
す
き
た
う
L

寸
と
こ
ろ
L

。

(
日
)
「
茶
ぐ
り
L

。

(
ロ
)
「
野
中
の
清
水
L

。

(
日
)
「
ぶ
す
さ
た
う
L

。

(
日
)
「
あ
お
の
り
L

。

(
日
)
「
一
服
一
銭
」
の
茶
自
の
存
在
は
応
永
十
三
年
(
一
四
O
二
一
)
の
『
東
寺
百
合
文

室
田
』
に
見
え
る
(
ケ
函
九
八
号
)
。
ま
た
こ
の
茶
庖
と
茶
売
り
商
人
に
つ
い
て
は
吉

村
享
『
中
世
地
域
社
会
の
歴
史
像
』
(
阿
吟
社
、
一
九
九
七
年
)
参
照
。

(
日
)
上
層
武
士
階
級
の
、
し
か
も
薩
摩
に
お
け
る
茶
の
湯
の
意
義
を
論
じ
た
研
究
と
し

て
米
原
正
義
『
戦
国
武
将
と
茶
の
湯
』
(
淡
交
社
、
一
九
八
六
年
)
、
原
田
伴
彦
「
武

将
と
茶
の
湯
L

(

『
原
田
伴
彦
著
作
集
。
茶
道
文
化
史
』
忠
文
関
、
一
九
八
一
年
)
な

ど
が
あ
る
。
米
原
は
武
将
達
が
茶
の
湯
に
執
心
し
た
理
由
は
「
権
威
の
象
徴
、
慰
み
、

茶
の
湯
数
奇
し
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
私
見
で
は
、
信
長
、
秀
吉
な
ど
の
茶
の
湯

の
意
義
と
、
上
井
覚
兼
ら
の
茶
の
湯
が
も
っ
意
義
は
同
じ
で
は
な
く
、
本
文
で
論
じ

た
よ
う
な
差
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
茶
の
楽
し
み
方
に
も
階
層
差
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

(
幻
)
「
こ
け
松
L

。

(
四
)
「
花
ぬ
す
人
」
。

(
ゆ
)
「
は
ま
千
鳥
」
「
お
ば
が
溜
L

。

(
鈎
)
「
も
ち
沼
」
。

(
幻
)
「
こ
ぶ
う
り
し
。

(m)
「
わ
か
な
」
。

(
お
)
「
し
の
ぶ
わ
た
」
は
陸
奥
国
信
夫
郡
に
産
す
る
上
質
の
真
綿
の
こ
と
で
あ
り
、
『
七

十
一
番
職
人
歌
合
』
の
詞
章
に
見
え
る
の
で
、
中
世
後
期
に
こ
れ
が
京
都
で
高
級
な

真
綿
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(M)

「
二
一
人
百
し
ゃ
う
L

寸
腐
か
り
が
ね
」
「
二
人
お
さ
め
物
し
な
ど
。

(
お
)
拙
著
『
中
世
村
落
の
構
造
と
領
主
制
』
(
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
)
。

(
お
)
『
洛
中
洛
外
図
扉
風
』
の
う
ち
、
上
杉
家
本
と
町
田
家
本
は
十
六
世
紀
の
都
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
両
日
肘
風
も
中
世
後
期
の
庶
民
の
住
居
を

知
る
好
箇
の
資
料
と
考
え
て
よ
い
。
上
杉
家
本
は
岡
見
正
雄
・
佐
竹
広
『
標
注
洛
中

洛
外
国
叶
風
上
杉
本
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
八
三
年
)
、
町
田
家
本
は
「
日
本
扉
風
絵

集
成
第
十
一
巻
風
俗
画
i
洛
中
洛
外
』
(
講
談
社
、
一
九
七
八
年
)
を
使
用
し
た
。

(
幻
)
注
(
1
)
書
。

(
お
)
注

(
1
)
論
文
。

(
m
U
)

「
か
に
ば
け
物
」
。

(
初
)
「
あ
お
の
り
」
。

(
幻
)
「
地
、
ざ
う
坊
」
。

(
ロ
)
寸
た
ら
し
ざ
う
」
。

(
お
)
寸
犬
引
ざ
と
う
」
。

)
 

-
E
i
 

唱

E
i(
 

62 



(
担
)
寸
ぬ
の
か
ひ
ざ
と
う
し
。

(
お
)
寸
鞠
さ
と
う
」
。

(
お
)
「
な
わ
な
ひ
ぬ
す
人
」
。

(
幻
)
「
う
つ
ぼ
猿
L

。

(
お
)
「
と
草

l

」。

(
ぬ
)
横
井
清
「
中
世
民
衆
史
に
お
け
る
『
癒
者
』
と
『
不
且
ハ
』
の
問
題
」
(
『
中
世
民
衆

の
生
活
文
化
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
)
、
橋
本
朝
生
前
掲
書
。

(ω)
「
駄
賃
座
頭
L

。

(
幻
)
「
八
は
た
む
子
L

。

(
必
)
寸
舟
こ
し
し
う
と
」
。

(
何
日
)
寸
高
札
む
子
」
。

(
必
)
寸
と
も
り
L

「
梅
ぬ
す
人
」
。

(
必
)
「
茶
ぐ
り
L

。

(
必
)
寸
鳴
子
遺
子
」
。

(
幻
)
勝
俣
鎮
夫
「
戦
同
法
L

(

『
戦
国
法
成
立
史
論
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

七
九
年
)
。

(
必
)
「
馬
か
り
ざ
と
う
し
。

(
必
)
注

(
3
)
拙
著
。
幕
府
は
陥
一
際
ー
を
し
た
双
方
に
同
程
度
の
被
害
が
あ
っ
て
し
か
る

べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
基
準
に
、
被
害
の
少
な
い
方
に
、
多
い
方
と
同
程
度
の
罰
を

与
え
た
。

(
叩
)
寸
ぬ
す
人
連
歌
」
。

(
日
)
「
連
歌
の
十
と
く
L

。

(
臼
)
寸
い
も
じ
関
」
。

(
臼
)
「
す
か
ら
か
は
」
。

(
U
A
)

中
世
後
期
の
新
関
は
多
様
で
あ
り
、
山
科
の
郷
民
が
設
置
し
た
関
所
も
あ
っ
た

(
注
(
お
)
拙
著
)
o

関
所
設
置
と
幕
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
御
台
の
執
政
と
関

所
問
題
」
(
「
日
本
史
研
究
』
三
九
五
号
、
一
九
九
五
年
、
の
ち
『
日
本
中
世
の
社
会

と
女
性
』
所
収
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
)
参
照
。

(
日
)
「
つ
ら
と
ぎ
」
「
首
引
」
「
犬
引
ざ
と
う
」

(
日
)
寸
鬼
の
ぬ
け
が
ら
」
「
恋
の
お
ふ
ぢ
L

。

(
日
)
「
ぢ
う
や
帰
り
L

。

(
回
)
注

(
3
)
拙
著
。
毛
利
元
就
は
そ
の
書
状
の
中
で
「
内
を
は
母
親
を
以
而
お
さ
め
、

外
を
は
父
親
を
以
而
治
候
と
申
金
一
言
、
す
こ
し
も
た
か
ハ
す
候
ま
で
に
て
候
」
と
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(ω)
「
な
る
こ
」
。

(
印
)
「
い
も
じ
関
」
。

(
臼
)
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
九
ノ
第
二
十
八
な
ど
(
「
今
昔
物
語
集
』
五
、
岩
波
書

応
、
一
九
六
三
年
)
。

(
位
)
「
公
光
」
つ
い
も
じ
関
」
。

(
臼
)
妻
の
家
政
権
掌
擦
に
つ
い
て
は
注

(
3
)
、
注

(
8
)
書
参
照
。

(
似
)
寸
水
引
む
子
L

。

(
白
)
拙
著
『
日
本
中
世
女
性
史
論
』
(
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
)
及
び
注

(
8
)
書
参
照
。

(
M
m
)

寸
お
ば
が
沼
L

「
竹
松
」
「
京
金
」
寸
い
と
よ
り
」
。

(
灯
)
こ
の
史
料
に
つ
い
て
の
分
析
は
注

(
8
)
書
で
行
っ
た
。

(
侃
)
「
回
う
へ
」
。

(
印
)
橋
本
朝
生
注

(
1
)
書
な
ど
。

(
向
)
「
ゆ
立
L

「
ご
ぜ
ざ
と
う
し
。

(
円
)
「
お
せ
ぢ
物
」
「
わ
か
な
L

。

(η)
「
い
も
あ
ら
ひ
」
。

(
ね
)
「
ど
も
り
」
「
お
ま
き
ょ
せ
し
。

(
日
)
機
織
り
に
つ
い
て
は
赤
木
志
津
子
『
女
性
』
(
日
本
史
小
百
科
2
、
近
藤
出
版
社
、

昭
和
五
二
年
)
が
、
全
時
代
の
女
性
労
働
と
し
て
の
機
織
り
、
裁
縫
に
つ
い
て
簡
潔

に
述
べ
て
い
る
。
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