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一　

は
じ
め
に

　
「
誕
生
」
は
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
九
月
、
第
二
次
『
新
思
潮
』
創

刊
号
に
発
表
さ
れ
た
一
幕
劇
で
あ
る
。
初
出
時
の
表
題
は
「
史
劇　

誕
生
（
一

幕
）」（「
史
劇
」
は
角
書
き
）
で
あ
っ
た
。
発
表
の
経
緯
に
諸
説
は
あ
る
に
し

て
も
、
事
実
上
谷
崎
の
処
女
作
と
な
っ
た
こ
の
作
品
に
対
す
る
研
究
者
の
関
心

は
、
翌
々
月
に
発
表
さ
れ
た
「
刺
青
」
に
比
ぶ
べ
く
も
な
く
、
論
文
も
一
時
期

を
除
き
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
戯
曲
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、

谷
崎
研
究
の
大
方
の
興
味
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
感
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。

　

し
か
し
谷
崎
自
身
は
の
ち
に
顧
み
て
「「
刺
青
」
に
は
歯
の
浮
く
や
う
な
と

こ
ろ
が
あ
る
が
、「
誕
生
」
に
は
そ
れ
が
な
い
。
私
は
寧
ろ
此
の
方
を
気
恥
か

し
く
な
い
心
持
ち
で
読
み
返
す
こ
と
が
出
来
る
」（『
青
春
物
語
（
１
）』）
と
述
べ
て

お
り
、
そ
の
評
価
は
あ
る
意
味
で
「
刺
青
」
よ
り
勝
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
読

み
比
べ
て
み
れ
ば
、
こ
の
自
評
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
、
完
成
度
の
極
め
て
高

い
作
品
で
あ
る
。
関
連
す
る
史
実
へ
の
通
暁
を
要
す
る
題
材
か
ら
見
て
も
、

「
刺
青
」
よ
り
ず
っ
と
時
間
を
か
け
て
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
谷
崎

文
学
の
出
発
点
と
し
て
「
刺
青
」
に
劣
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
に
耐
え
う
る
作

品
に
違
い
な
い
。

　

な
お
『
青
春
物
語
』
に
は
「
私
は
何
故
「
刺
青
」
の
方
を
後
廻
し
に
し
て
、

時
勢
に
合
は
な
い
「
誕
生
」
の
方
を
先
に
し
た
の
か
、
今
そ
の
理
由
を
解
す
る

に
苦
し
む
が
、
恐
ら
く
私
の
天
の
邪
気
が
さ
う
さ
せ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
」
と

い
う
回
想
も
あ
り
、
こ
れ
は
二
作
の
発
表
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
に
決

ま
っ
て
引
用
さ
れ
て
き
た
記
述
だ
が
、
所
詮
は
作
者
自
身
の
推
測
に
止
ま
る
証

言
で
あ
る
。
た
び
た
び
訊
か
れ
る
の
に
倦
ん
で
「
天
の
邪
鬼
」
の
せ
い
に
し
た

気
配
も
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
問
題
な
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
誕
生
」

が
「
時
勢
に
合
は
な
い
」
作
品
だ
っ
た
と
い
う
見
方
が
通
説
化
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
「
時
勢
」
の
語
は
、
自
然
主
義
全
盛
の
風
潮
を
指
し
た

も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
遠
藤
祐
は
「
の
ち
に
「
純
国
文
趣
味
の
戯
曲
」（「
青
春

物
語
」）
と
い
う
「
誕
生
」
は
、
当
時
の
文
壇
の
趨
勢
に
た
て
ば
、「
人
生
の

真
」
す
な
わ
ち
生
活
の
事
象
に
触
れ
ぬ
、
古
風
な
遊
び
、
無
用
の
わ
ざ
に
す
ぎ

ぬ
と
見
え
た
は
ず
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
２
）。「〈
人
生
の
真
〉」
に
触
れ
た
作

品
と
は
、
例
え
ば
田
山
花
袋
の
「
蒲
団
」
だ
ろ
う
か
。
遠
藤
は
さ
ら
に
「
王
朝

の
世
界
を
舞
台
に
し
た
戯
曲
」
が
時
勢
に
合
わ
ぬ
こ
と
を
知
り
つ
つ
処
女
作
と

谷
崎
潤
一
郎
「
誕
生
」
私
論
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し
て
発
表
し
た
「
天
の
邪
鬼
」
ぶ
り
に
も
谷
崎
ら
し
さ
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
感
覚
は
、
文
学
史
に
お
け
る
谷
崎
の
反
自
然
主
義
的
立
ち
位
置
と

重
な
っ
て
、
一
般
に
共
有
さ
れ
易
い
。
し
か
し
、
果
た
し
て
「
誕
生
」
を
書
こ

う
と
し
た
当
時
の
彼
自
身
は
、
こ
の
戯
曲
が
「
時
勢
に
合
は
な
い
」
と
思
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
ぱ
ら
小
説
史
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
な
ら
ば
こ
う
し

た
疑
問
は
浮
か
ば
な
い
の
だ
が
、
戯
曲
も
ふ
く
め
た
時
代
の
動
向
を
背
景
に
し

て
み
れ
ば
全
く
別
の
見
方
も
で
き
る
。

　

そ
も
そ
も
、
谷
崎
も
含
め
て
明
治
末
の
作
家
志
望
者
の
多
く
は
、
ジ
ャ
ン
ル

の
違
い
に
と
ら
わ
れ
な
い
傾
向
が
あ
る
。
小
説
し
か
書
こ
う
と
し
な
か
っ
た
志

賀
直
哉
な
ど
は
む
し
ろ
例
外
で
、
好
ん
で
戯
曲
を
書
こ
う
と
し
た
者
が
多
い
。

な
ぜ
そ
う
だ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
種
々
の
面
か
ら
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
要
す

る
に
戯
曲
が
単
な
る
脚
本
と
は
異
な
る
、
小
説
と
同
等
の
価
値
を
持
っ
た
新
し

い
表
現
形
式
と
見
ら
れ
る
時
代
が
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
翻
訳

や
創
作
に
よ
っ
て
そ
の
時
代
を
準
備
し
た
の
は
周
知
の
よ
う
に
ま
ず
森
鴎
外

だ
っ
た
（
３
）が
、
彼
の
創
作
劇
の
ほ
と
ん
ど
は
史
劇
で
あ
る
。
坪
内
逍
遙
も
「
桐
一

葉
」（
明
27
）
を
初
め
と
し
て
史
劇
を
書
き
つ
い
で
お
り
、
当
時
は
現
代
劇
を

書
く
方
が
む
し
ろ
難
し
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
木
下
杢
太
郎
は

「
現
代
と
い
ふ
も
の
は
ま
だ
ま
と
ま
つ
たT

radition

に
な
ら
な
い
」
た
め
観

客
の
情
緒
や
想
像
力
を
統
一
し
に
く
く
、
そ
こ
に
例
え
ば
「
小
唄
の
一
曲
で
文

化
文
政
の
気
分
」
を
醸
せ
る
歴
史
物
と
は
違
っ
た
困
難
さ
が
あ
る
と
い
う
嘆
き

を
述
べ
て
い
る
（
４
）。

　

現
代
劇
創
作
の
そ
う
し
た
難
し
さ
を
思
え
ば
、
鴎
外
や
逍
遙
を
先
人
と
仰
い

だ
若
者
が
、
ま
ず
「
史
劇
」
を
書
く
の
は
決
し
て
「
時
勢
に
合
は
な
い
」
選
択

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
谷
崎
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

に
、
生
来
的
な
嗜
好
も
加
わ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。「
誕
生
」
に
続
く
「
象
」
も

「
信
西
」
も
現
代
劇
で
は
な
い
。
そ
し
て
「
刺
青
」
も
、
そ
の
書
き
出
し
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
代
小
説
で
は
な
か
っ
た
。
作
者
の
回
想
に
依
拠
し
た
通

念
を
離
れ
て
み
れ
ば
、「
誕
生
」
の
発
表
に
「
天
の
邪
鬼
」
な
動
機
を
思
う
必

要
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
の
題
材
が
谷
崎
の
処
女
作
に
相
応
し
い
の
か
、
改

め
て
作
品
と
向
か
い
合
っ
て
考
え
る
余
地
は
な
お
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二　

先
行
研
究
に
つ
い
て

　

読
み
に
取
り
か
か
る
前
に
ま
ず
は
先
行
論
の
視
界
の
あ
り
よ
う
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
管
見
に
入
っ
た
う
ち
で
最
も
早
い
時
期
の
も
の
に
、
伊
藤
整
に
よ

る
「
作
品
解
説
（
５
）」
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
王
朝
時
代
の
宮
廷
の
生
活
、
そ
の
閨
門
の
諸
勢
力
の
対
立
、
生

命
の
神
秘
に
対
す
る
伝
承
や
呪
術
の
世
界
な
ど
が
盛
り
上
が
る
よ
う
に
巧

み
に
描
か
れ
て
い
る
点
で
優
れ
た
作
品
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
『
新
思
潮
』

創
刊
号
は
、
そ
れ
に
載
つ
た
小
山
内
の
小
説
「
反
古
」
の
た
め
に
発
売
禁

止
と
な
つ
た
結
果
、
こ
の
作
品
は
人
に
読
ま
れ
る
機
会
が
少
な
く
、
世
評

に
の
ぼ
ら
な
か
つ
た
。

　

短
い
が
要
を
得
た
紹
介
で
あ
り
、
王
朝
風
俗
の
描
写
、
男
皇
子
誕
生
の
背
景

に
あ
っ
た
政
治
的
対
立
、
そ
し
て
誕
生
の
神
秘
を
め
ぐ
る
伝
承
や
呪
術
の
世
界
、

と
い
う
三
つ
の
側
面
に
及
ぶ
指
摘
が
あ
る
。
発
禁
へ
の
言
及
は
、
こ
の
戯
曲
が

同
時
代
に
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
が
、
作
品
自
体
の
出
来
と
は
無

関
係
な
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
伊
藤
は
ま
た
、『
谷
崎
潤
一
郎
全
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集　

第
三
巻
』
の
「
解
説
（
６
）」

で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
「
誕
生
」
は
戯
曲
の
せ
ゐ
も
あ
つ
て
か
、
そ
こ
に
登
場
す
る
多
く
の
人

物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
明
確
な
個
性
を
も
つ
て
描
き
分
け
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
で

な
く
、
劇
的
効
果
が
十
分
に
計
算
さ
れ
て
ゐ
る
点
、
異
常
な
老
成
さ
を
感

じ
さ
せ
る
。
特
に
霊
に
取
り
つ
か
れ
た
五
人
の
女
た
ち
が
、
皇
子
の
誕
生

に
つ
い
て
執
拗
な
呪
ひ
の
言
葉
を
く
り
返
す
場
面
の
効
果
は
甚
だ
す
ぐ
れ

て
ゐ
る
。
そ
の
た
め
、
魔
性
の
も
の
の
踊
り
狂
ふ
恐
れ
の
中
で
生
ま
れ
る

生
命
の
新
鮮
さ
が
対
照
的
に
あ
り
あ
り
と
浮
き
出
し
て
ゐ
る
。

　

先
行
論
の
中
に
は
こ
の
作
品
を
〈
読
む
た
め
の
戯
曲
〉
と
す
る
む
き
も
あ
る

が
、
伊
藤
の
評
価
は
そ
の
種
の
先
入
主
か
ら
自
由
な
戯
曲
論
で
あ
り
、
先
掲
の

「
作
品
解
説
」
お
よ
び
こ
の
「
解
説
」
と
合
わ
せ
て
な
お
顧
み
ら
れ
て
よ
い
好

論
で
あ
る
。
以
後
に
発
表
さ
れ
た
作
品
論
は
綜
合
的
な
視
界
の
点
で
こ
の
短
評

を
超
え
る
も
の
が
無
く
、
研
究
者
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
「
魔
性
の
も
の
の
踊
り

狂
ふ
恐
れ
の
中
で
生
ま
れ
る
生
命
の
新
鮮
さ
」
と
い
う
側
面
に
向
け
ら
れ
て
き

た
。

　

た
と
え
ば
大
川
裕
は
「
こ
の
戯
曲
に
お
け
る
ね
ら
い
」
を
「
登
場
人
物
の
性

格
や
心
理
や
行
動
の
描
写
で
は
な
く
、
恐
怖
を
核
と
し
つ
つ
、
テ
ー
マ
と
し
て

は
、
新
た
な
生
命
誕
生
の
力
強
さ
と
よ
ろ
こ
び
と
を
表
現
す
る
こ
と
」
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
い
い
か
え
れ
ば
「
人
間
」
を
描
く
の
で
は
な
く

て
、
あ
る
一
種
の
「
気
分
」
な
い
し
は
「
情
調
」
を
舞
台
に
提
出
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
よ
う
で
す
」
と
し
て
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
影
響
を
論
じ
て
い
る
（
７
）。

　

周
知
の
よ
う
に
、
明
治
末
期
は
い
わ
ゆ
る
イ
プ
セ
ン
流
の
「
社
会
劇
」
と

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
や
ワ
イ
ル
ド
な
ど
の
「
象
徴
劇
」（
情
調
劇
・
気
分
劇
）
が

移
入
さ
れ
、
文
壇
の
関
心
を
集
め
た
時
代
で
あ
る
。
大
川
論
は
ワ
イ
ル
ド
の

「
サ
ロ
メ
」
と
「
誕
生
」
の
セ
リ
フ
に
見
ら
れ
る
対
応
関
係
を
具
体
的
に
論
じ

て
極
め
て
興
味
深
い
も
の
だ
が
、
こ
の
劇
が
果
た
し
て
「
一
種
の
「
気
分
」
な

い
し
は
「
情
調
」
を
舞
台
に
提
出
」
し
よ
う
し
た
だ
け
の
作
品
な
の
か
ど
う
か

と
い
う
疑
問
は
残
る
。

　

さ
ら
に
作
品
研
究
史
を
た
ど
っ
て
く
る
と
一
九
七
〇
年
代
が
一
つ
の
ピ
ー
ク

で
、
長
野
嘗
一
「
谷
崎
文
学
と
古
典
─
─
特
に
戯
曲
「
誕
生
」
に
つ
い
て
」
（
８
）
は
古
典

と
の
詳
細
な
比
較
を
柱
と
し
た
長
大
な
論
文
で
あ
り
、
典
拠
と
の
関
係
や
政
治

的
背
景
に
つ
い
て
教
示
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
労
作
で
あ
る
。

　

取
材
は
主
と
し
て
「
栄
華
物
語
」、
参
考
と
し
て
「
紫
式
部
日
記
」「
大

鏡
」
等
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
語
ら
れ
て
い
る
史
実
に
は
か
な
り
忠
実
に

従
い
、
そ
れ
に
数
名
の
端
役
を
点
出
し
て
、
こ
れ
を
戯
曲
化
し
た
の
が
独

創
で
あ
る
。

　

誕
生
前
の
不
安
に
包
ま
れ
た
重
苦
し
い
気
分
が
、
出
産
の
緊
迫
と
共
に

次
第
に
高
調
し
、
そ
れ
が
新
皇
子
の
呱
々
の
声
と
と
も
に
急
転
し
て
明
る

く
華
や
い
だ
気
分
に
変
わ
る
。
こ
れ
は
言
わ
れ
る
よ
う
に
メ
ー
テ
ル
リ
ン

ク
風
の
気
分
劇
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
雛
型
は
す
で
に
『
紫
式
部
日

記
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

　

史
実
を
よ
く
踏
ま
え
た
史
劇
で
あ
る
こ
と
、『
紫
式
部
日
記
』
に
「
気
分
」

急
転
の
雛
型
が
見
え
る
こ
と
等
の
指
摘
に
は
肯
け
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
劇
の

モ
チ
ー
フ
と
そ
の
成
否
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
て
興
味
深

い
。　

新
皇
子
や
新
生
命
の
誕
生
に
よ
っ
て
前
後
の
空
気
が
こ
う
も
変
わ
る
と
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い
う
こ
と
だ
け
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る

な
ら
、
時
代
と
舞
台
と
を
わ
ざ
わ
ざ
複
雑
な
後
一
条
帝
誕
生
の
瞬
間
に
設

定
す
る
必
要
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
こ
う
し
た
の
は
、

作
者
が
や
は
り
こ
の
複
雑
な
第
二
皇
子
の
誕
生
に
興
味
を
お
ぼ
え
、
そ
れ

を
劇
化
せ
ん
と
す
る
作
意
が
あ
っ
た
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

の
意
図
は
、
意
図
と
し
て
ま
こ
と
に
お
も
し
ろ
い
。
野
心
的
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
読
者
に
十
分
に
徹
底
せ
ず
、
望
蜀
の
望
み

と
し
て
作
者
の
独
り
合
点
に
終
わ
っ
た
と
見
る
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。

　

長
野
は
題
材
か
ら
見
て
、
モ
チ
ー
フ
は
王
朝
期
の
摂
関
政
治
の
中
の
人
間
ド

ラ
マ
に
あ
り
、
あ
る
「
気
分
」
の
表
現
の
み
が
狙
い
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
と

主
張
す
る
。
問
題
は
本
来
の
モ
チ
ー
フ
が
全
う
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
の

原
因
は
「
複
雑
な
歴
史
の
背
景
を
持
つ
事
件
を
こ
う
い
う
短
編
に
納
め
よ
う
と

す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る
」
こ
と
、
ま
た
作
者
自
身
ほ
ど
「
栄
華
物
語
」

や
「
紫
式
部
日
記
」
等
の
古
典
に
通
じ
て
い
な
い
当
時
の
読
者
に
、
史
的
背
景

の
十
分
な
理
解
を
求
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
し
、「
作
者
自

身
の
愛
惜
と
自
負
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
編
が
「
刺
青
」
に
比
べ
て
世
評
が
芳

し
く
な
か
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
大
き
な
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。

　

谷
崎
の
古
典
的
素
養
の
深
さ
を
賛
仰
す
る
思
い
か
ら
お
の
ず
と
導
か
れ
た
作

品
評
価
な
の
だ
が
、
戯
曲
ゆ
え
に
別
の
考
え
方
も
あ
り
得
る
。
劇
の
背
景
で
あ

る
歴
史
情
況
の
説
明
は
、
幕
開
け
の
女
房
二
人
の
や
り
と
り
で
十
分
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
例
え
ば
道
長
の
長
子
頼
道
が
登
場
す
る
場
面
の
ト
書
き
は
「
庭
中

を
歩
め
る
彼
は
、
後
年
後
三
条
帝
に
よ
り
て
其
の
頭
上
に
加
へ
ら
れ
る
可
き
鉄

槌
を
、
い
ま
だ
夢
想
せ
ず
」
と
結
ば
れ
て
い
て
、
摂
関
政
治
の
知
識
に
乏
し
い

読
者
は
い
さ
さ
か
落
ち
着
か
な
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
セ
リ
フ
や
ト

書
き
の
記
述
が
暗
示
す
る
も
の
の
奥
行
き
や
広
が
り
は
、
読
む
（
観
る
）
者
に

よ
っ
て
違
っ
て
当
然
で
あ
る
。
初
出
に
は
「
史
劇
」
の
角
書
き
が
あ
っ
た
が
、

「
史
劇
」
は
も
と
よ
り
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
谷
崎
も
そ
れ
は
承
知
の
上

で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
戯
曲
の
セ
リ
フ
は
極
め
て
よ
く
配
慮

さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
長
野
論
に
や
や
遅
れ
て
発
表
さ
れ
た
遠
藤
祐
「
構
成
家
・
谷
崎
潤
一
郎

の
誕
生
─
─
そ
の
作
家
的
出
発
の
一
面
に
つ
い
て
─
─
」
（
９
）
は
、
題
材
に
つ
い
て
長
野
論

と
は
対
照
的
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
谷
崎
潤
一
郎
が
自
己
の
創
作
の
材
料
と
し
て
、
栄
花
物

語
の
う
ち
か
ら
皇
子
誕
生
の
く
だ
り
を
選
び
だ
し
た
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

（
中
略
）
憂
慮
は
た
ち
ま
ち
、
そ
の
深
さ
に
見
合
う
大
き
な
よ
ろ
こ
び
と

な
っ
て
、
舞
台
の
す
べ
て
を
支
配
す
る
。
一
篇
の
焦
点
が
こ
こ
に
据
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
、
疑
い
は
無
い
。「
誕
生
」
に
於
い
て
は
谷
崎
は
、
皇

子
の
つ
つ
が
な
い
誕
生
に
よ
る
暗
か
ら
明
へ
の
反
転
を
騒
然
た
る
情
況
の

な
か
で
は
っ
き
り
聞
こ
え
る
新
た
な
生
命
の
「
呱
々
の
声
」
の
力
強
さ
を

描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
の
は
「
日
本
国
を
領
す
べ
き
、
瑞

相
輝
く
日
の
皇
子
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
祖
父
と
な
る
道
長
は
「
冥
加
者
」

に
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
彼
の
権
勢
欲
充
実
の
表
現
と
は
、
誰

し
も
思
う
ま
い
。「
誕
生
」
は
王
朝
の
宮
廷
政
治
の
ひ
と
こ
ま
を
扱
っ
た

戯
曲
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　

題
材
の
問
題
に
注
目
し
な
が
ら
、
遠
藤
は
こ
の
劇
の
モ
チ
ー
フ
が
谷
崎
自
身
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の
「
心
の
秘
密
」
に
関
わ
る
も
の
な
の
だ
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
「
刺
青
」

を
「
谷
崎
に
お
け
る
作
家
的
個
性
の
確
立
を
告
げ
て
い
た
」
作
品
と
し
、
そ
れ

と
関
連
づ
け
な
が
ら
「
こ
の
人
知
れ
ぬ
自
己
確
立
の
よ
ろ
こ
び
が
、
た
ま
た
ま

栄
華
物
語
の
皇
子
誕
生
の
情
景
と
出
会
っ
た
と
こ
ろ
に
、
戯
曲
「
誕
生
」
の
成

り
た
つ
所
以
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
」
と
述
べ
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
道
長
が
呵
々

大
笑
す
る
場
面
に
つ
い
て
「
そ
こ
に
は
、
み
ず
か
ら
の
内
部
に
交
錯
す
る
〈
恐

れ
る
自
己
〉
と
〈
恐
れ
な
い
自
己
〉
と
を
見
つ
め
な
が
ら
、
い
や
何
と
か
な
る

の
だ
と
心
に
期
す
る
「
誕
生
」
の
作
者
谷
崎
潤
一
郎
の
想
い
が
、
こ
め
ら
れ
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
。

　

研
究
者
に
と
っ
て
常
に
悩
ま
し
い
問
題
は
作
品
と
生
身
の
作
家
を
つ
な
ぐ
回

路
の
見
い
だ
し
方
だ
が
、
谷
崎
を
論
じ
る
時
に
は
一
般
に
そ
の
ハ
ー
ド
ル
が
意

識
さ
れ
に
く
い
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
落
と
し
ど
こ
ろ
が
決

ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
出
会
う
と
に
わ
か
に
興
味
索
然
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
。

　

以
後
現
在
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
「
誕
生
」
論
は
数
え
る
程
で
、
神
永
光
規
の

論
考
）
（1
（

が
管
見
に
入
っ
た
も
っ
と
も
新
し
い
作
品
論
だ
が
、「「
誕
生
」（
一
幕
）

は
栄
華
物
語
に
取
材
し
た
小
品
で
、
後
一
条
天
皇
誕
生
の
劇
的
瞬
間
を
描
い
て

い
る
。
藤
原
道
長
は
新
生
児
が
皇
子
で
あ
れ
ば
外
祖
父
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ

と
に
な
り
、
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
栄
華
の
道
を
歩
め
る
の
だ
。
そ
の
野
望
を

阻
止
し
よ
う
と
す
る
悪
霊
の
呪
い
。
筋
立
て
の
な
い
、
劇
的
緊
張
は
た
だ
誕
生

の
一
点
、
一
刹
那
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、「
人
智
で
お
し
は
か
れ
な

い
運
命
的
な
裁
断
」
に
関
わ
る
「
あ
る
種
の
神
秘
的
心
理
劇
」
と
い
う
作
品
観

を
提
示
す
る
も
の
で
、「
皇
子
誕
生
へ
の
呪
い
は
、
谷
崎
自
身
の
恐
怖
感
の
影

そ
の
も
の
の
投
影
で
あ
る
」
と
谷
崎
自
身
の
事
情
と
作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
結
ぶ

発
想
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

お
よ
そ
以
上
が
作
品
研
究
史
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
）
（（
（

だ
が
、
戯
曲
の
読
み
方

と
し
て
〈
皇
子
誕
生
の
瞬
間
に
も
た
ら
さ
れ
る
気
分
の
劇
的
変
化
に
焦
点
が
あ

る
〉
と
い
う
了
解
が
現
在
ま
で
通
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
誕
生
」
の
作
品
観

は
固
定
し
て
い
る
の
だ
が
、「
気
分
」
劇
だ
か
ら
改
め
て
読
む
ま
で
も
な
い
と

思
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。〈
皇
子
誕
生
の
出
来
事
を
め
ぐ
る
不
安
か
ら
歓

喜
へ
〉
と
い
う
ド
ラ
マ
の
モ
チ
ー
フ
を
、
谷
崎
自
身
の
作
家
デ
ビ
ュ
ー
当
時
の

情
況
と
結
び
つ
け
て
疑
わ
な
い
発
想
も
問
題
だ
。
そ
れ
が
同
義
反
復
の
読
み
を

作
品
の
外
か
ら
支
え
続
け
て
い
る
た
め
に
新
し
い
観
点
が
出
に
く
い
作
品
な
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、〈
こ
の
劇
の
主
人
公
は
誰
か
〉
と
問
う
時
、
誕
生
し
た
皇
子
か
、
道

長
か
、
い
ず
れ
と
見
る
に
し
て
も
そ
れ
は
谷
崎
の
分
身
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
た

め
に
他
の
可
能
性
は
ま
っ
た
く
読
み
の
視
界
に
入
っ
て
来
な
い
。
本
稿
で
は
ま

ず
そ
の
こ
と
か
ら
疑
っ
て
み
よ
う
。
思
え
ば
、
皇
子
を
産
む
中
宮
彰
子
こ
そ
こ

の
劇
に
不
可
欠
の
存
在
で
は
な
い
か
。
従
来
の
「
誕
生
」
論
の
問
題
は
、
こ
の

女
性
を
登
場
人
物
と
し
て
読
む
発
想
を
根
本
か
ら
欠
い
て
い
る
点
に
あ
る
に
違

い
な
い
。

三
「
誕
生
」
の
主
人
公
は
誰
か

　

さ
て
戯
曲
「
誕
生
」
を
改
め
て
読
む
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
主
な
人
物
を
登
場

場
面
を
追
っ
て
書
き
出
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

女
房
の
一
・
女
房
の
二 

／ 

頼よ
り

通み
ち 

／ 

せ
や
君
（
教の
り

通み
ち

）・
威い

子し

・
嬉き
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子し 

／ 

少
納
言
・
小
式
部
（
乳
人
） 

／ 

宮
の
太
夫
斉た
だ

信の
ぶ 

／ 

観
音
院
僧

正
余
慶 

／ 

道
長
・
彰し
ょ
う

子し

・
倫り
ん

子し 

／ 

招よ
り

人ま
し

の
一
（
暗く
ら
べ
や
に
ょ
う
ご

内
殿
女
御
悪

霊
）・
招
人
の
二
（
承
香
殿
女
御
悪
霊
）・
招
人
の
三
（
顕あ
き

光み
つ

悪
霊
）・
招

人
の
四
（
道
隆
悪
霊
）・
招
人
の
五
（
高
明
悪
霊
） 

／ 

頭と
う
の
ち
ゅ
う
じ
ょ
う
よ
り
さ
だ

中
将
頼
定 

／ 

文
章
博
士
廣
業

　

以
上
二
十
名
に
加
え
て
、「
大
徳
」「
僧
侶
・
陰
陽
師
・
修
験
者
十
人
」
が
加

持
祈
祷
の
た
め
に
道
長
邸
に
招
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
上
達
部
・
殿
上
人
・

大
勢
」、「
上
臈
中
臈
・
女
房
・
大
勢
」
が
主
家
の
大
事
に
馳
せ
参
じ
た
縁
故
の

人
々
と
し
て
舞
台
に
ひ
し
め
き
合
う
。
老
若
男
女
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
姓
の
人
々

が
、
寝
殿
か
ら
渡
殿
ま
で
の
空
間
を
埋
め
尽
く
し
た
有
様
は
、「
紫
式
部
日
記
」

に
も
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
記
述
を
髣
髴
さ
せ
る
舞
台
の
情
景
で
あ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
舞
台
の
気
分
が
暗
か
ら
明
に
転
換
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

劇
を
「
気
分
劇
」
あ
る
い
は
「
象
徴
劇
」
と
見
る
む
き
が
多
い
が
、
谷
崎
に
影

響
し
た
さ
れ
る
ワ
イ
ル
ド
や
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
登
場
人
物

が
出
て
来
る
劇
は
な
い
。
そ
の
点
で
や
は
り
「
紫
式
部
日
記
」
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
た
史
実
を
再
現
し
た
趣
の
舞
台
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
新
皇
子
や
新
生

命
の
誕
生
に
よ
っ
て
前
後
の
空
気
が
こ
う
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
ね

ら
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
い
う
長
野
嘗
一
の
見
解
は
な
お
顧
み
ら
れ

て
よ
い
の
だ
が
、こ
う
し
た
登
場
人
物
の
多
さ
に
関
連
し
て
中
谷
元
宣
は
「「
誕

生
」
の
登
場
人
物
は
か
な
り
多
種
多
様
で
、「
象
」
に
至
っ
て
は
三
十
人
以
上

に
台
詞
を
言
わ
せ
る
と
い
う
、
舞
台
の
現
実
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
戯

曲
の
作
法
を
無
視
し
た
「
読
む
た
め
の
戯
曲
」
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な

批
判
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
）
（1
（

。

　

こ
れ
は
「
信
西
」
や
「
象
」
に
言
及
し
た
同
時
代
評
の
批
判
を
視
野
に
入
れ

た
言
説
だ
が
、
歌
舞
伎
を
思
え
ば
「
舞
台
の
現
実
を
無
視
し
た
も
の
」
と
は
か

な
ら
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
谷
崎
に
も
当
時
の
観
客
に
も
そ
の
賑

や
か
な
舞
台
は
馴
染
み
の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
先
行
研
究
で

は
西
欧
演
劇
（
翻
訳
劇
）
の
影
響
は
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
も
、
ど
う
し
た
わ

け
か
歌
舞
伎
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
例
が
な
い
。
私
見
な
が
ら
お
そ

ら
く
そ
れ
が
「
誕
生
」
論
の
盲
点
な
の
で
、
後
述
の
よ
う
に
、「
誕
生
」
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
は
明
ら
か
に
歌
舞
伎
を
意
識
し
た
趣
向
が
読
み
取
れ
る
。

　

ち
な
み
に
こ
う
し
た
多
種
多
様
な
人
々
が
集
い
合
う
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
シ
ー

ン
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
木
下
杢
太
郎
の
戯
曲
「
南
蛮
寺
門
前
」（
明
42
）
に
通
う

趣
が
あ
る
。
同
時
代
の
創
作
劇
と
の
関
係
も
考
え
て
み
る
余
地
が
あ
り
そ
う
な

の
だ
。

　

閑
話
休
題
、
こ
の
戯
曲
の
理
解
は
劇
的
構
成
を
ど
う
と
ら
え
る
か
で
か
な
り

違
っ
て
く
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
よ
う
に
遠
藤
佑
は
、
雰
囲
気
の
醸
成
を
主
に

し
て
こ
の
劇
の
「
起
承
転
結
」
の
確
か
さ
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
通

り
だ
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
場
面
の
推
移
を
ト
書
き
も
含
め
て
よ
り
細
か
く
押

さ
え
る
こ
と
で
、
構
成
方
法
に
つ
い
て
新
た
に
見
え
て
来
る
も
の
を
探
っ
て
み

た
い
。
プ
ロ
ッ
ト
メ
モ
風
に
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

①	

幕
開
き　

年
若
い
女
房
二
人
の
対
話　

時
間
、
難
産
と
悪
霊
と
折
伏　

不

安
と
自
信
と
希
望
。

　

②
頼
道
登
場　

女
房
達
と
戯
れ
言　

紫
式
部
と
大
殿
の
こ
と
。

　

③
せ
や
君　

少
納
言　

小
式
部　

威
子　

道
長
の
声
。

　

④
〈
ト
書
き
〉　

寝
殿
内
部
の
有
様
が
見
え
る　

道
長
庭
に
登
場
。
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⑤
子
供
達
と
の
気
晴
ら
し
の
や
り
と
り
を
す
る
道
長
。

　

⑥	
斉
信
登
場　

中
宮
彰
子
受
戒
す
る
由
を
告
げ
る
。
僧
正
の
詞
聞
こ
え
て
く

る
。
道
長
は
じ
め
皆
落
涙
。

　

⑦	

〈
ト
書
き
〉　

僧
正
が
彰
子
の
髪
を
剃
り
落
と
す
。そ
の
後
は
帳
が
垂
ら
さ

れ
て
、
中
宮
の
姿
は
幕
の
終
わ
り
ま
で
見
え
な
い
。
荒
れ
狂
う
招
人
た
ち
、

祈
願
す
る
修
験
者
や
僧
侶
た
ち
。

　

⑧
招
人
五
人
の
名
乗
り
と
呪
詛
、
順
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
。

　

⑨	

〈
ト
書
き
〉　

悪
霊
と
人
々
騒
然
た
る
な
か
に
「
力
あ
る
鋭
き
、呱
々
の
声

上
が
る
」。

　

⑩	

呱
々
の
声
と
呪
詛
入
り
ま
じ
る
な
か
、
夜
が
明
け
秋
の
朝
の
日
の
光
差
し

入
る
。
招
人
昏
倒
、
後
産
済
む
。

　

⑪
喜
ぶ
道
長
人
々
の
祝
福
を
受
け
る
。
内
裏
よ
り
勅
使
到
来
。
催
馬
楽
の
声
。

　

⑫	

〈
ト
書
き
〉　

鳴
弦
と
散
米
、文
章
博
士
の
史
記
の
句
朗
唱
の
中
で
産
湯
済

む
。

　

⑬	

道
長
、
皇
子
を
抱
い
て
欣
然
大
笑
、
皆
ひ
ざ
ま
ず
い
て
敬
礼
す
る
う
ち
に

幕
。

　

劇
の
展
開
を
こ
の
よ
う
に
細
い
区
切
り
で
確
認
し
て
み
る
こ
と
で
、
戯
曲
を

通
読
す
る
だ
け
で
は
つ
か
み
に
く
い
場
面
ご
と
の
時
間
配
分
の
特
徴
が
見
え
て

く
る
。

　

例
え
ば
④
の
終
り
で
は
「
道
長
の
声
（
寝
殿
の
中
よ
り
）
こ
れ
誰
ぞ
あ
る
。

格
子
を
残
ら
ず
取
り
拂
う
て
く
れ
い
。」「
女
房
大
勢
の
声
（
寝
殿
の
中
よ
り
）

畏
り
ま
し
た
。」
の
や
り
取
り
を
合
図
に
、「
皆
々
立
ち
上
が
り
て
、
殿
上
の
上

下
の
格
子
を
悉
く
取
り
外
す
。」
と
い
う
目
覚
ま
し
い
舞
台
上
の
動
き
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
後
に
、「
僧
侶
・
陰
陽
師
・
修
験
者
十
人
」「
上
達
部
殿
上
人
上

人
」「
上
臈
中
臈
の
女
房
た
ち
」
な
ど
が
詰
め
か
け
た
寝
殿
の
内
部
の
情
景
が

初
め
て
観
客
に
開
陳
さ
れ
る
。
こ
の
目
覚
ま
し
い
光
景
の
変
化
も
近
代
劇
よ
り

歌
舞
伎
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
観
客
は
そ
の
変
化
の
後
に
、
神
殿
内
部
の

「
或
は
護
摩
を
を
焚
き
、
或
は
経
を
読
み
、
専
念
に
加
持
祈
祷
」
す
る
僧
侶
ら

や
、「
立
錐
の
地
な
き
迄
に
入
り
交
り
、
僧
侶
の
読
経
に
つ
れ
て
数
珠
ま
さ
ぐ

り
つ
ゝ
、
一
斉
に
額
を
つ
く
」
老
若
男
女
の
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
と
動
き
を

目
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
④
の
ト
書
き
は
セ
リ
フ
に
伴
う
動
き
を
指
示
す
る

種
類
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
読
め
ば
す
ぐ
過
ぎ
る

と
こ
ろ
も
、
そ
れ
を
舞
台
で
演
じ
る
の
に
は
か
な
り
時
間
が
か
か
る
。
そ
れ
が

大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
戯
曲
の
場
合
、
主
に
セ
リ
フ
の
や
り

取
り
か
ら
な
る
場
面
と
ト
書
き
だ
け
で
表
現
さ
れ
た
場
面
の
そ
の
意
味
で
の
比

重
に
注
意
を
向
け
て
読
む
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
場
面
⑦
の
意
味
は
極
め
て
大
き
い
。
⑥
に
お
い
て

中
宮
彰
子
が
受
戒
し
て
剃
髪
す
る
決
心
を
し
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
、
道
長
は

「
ま
だ
う
ら
若
い
御
身
空
で
、
畏
く
も
、
い
み
じ
う
も
思
し
立
た
れ
た
り
な
。」

と
落
涙
す
る
。
続
く
⑦
の
ト
書
き
は
受
戒
剃
髪
の
儀
式
の
様
子
か
ら
始
り
、
や

が
て
後
景
に
「
招
人
の
女
房
五
人
」
が
荒
れ
狂
う
様
を
描
き
出
し
て
い
く
。
そ

の
場
面
の
前
に
こ
の
劇
に
お
い
て
彰
子
の
姿
が
目
視
さ
れ
る
唯
一
の
箇
所
が
あ

る
　

母
家
の
御
簾
し
づ
し
づ
と
巻
き
上
る
。
東
寄
な
る
浜
床
に
帳
台
を
据
ゑ
、

御
産
婦
の
中
宮
（
道
長
の
出
に
し
て
一
条
帝
の
中
宮
た
り
。
御
諱
は
彰
子
、
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上
東
門
院
と
称
せ
ら
る
）
南
枕
に
肩
畳
を
あ
て
ゝ
打
ち
臥
し
給
ひ
、
今
し

も
余
慶
僧
正
、
剃
刀
を
以
て
御
頂
の
御
髪
を
ほ
ん
の
わ
づ
か
ば
か
り
剃
り

落
す
。

　

産
褥
や
産
婦
の
様
は
古
典
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
忠
実
に
添
っ
た
も
の
で
、
作

者
谷
崎
の
造
詣
の
深
さ
を
窺
わ
せ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
後
に
次
の
よ
う
な
指
示

が
あ
る
。

　
（
剃
り
落
さ
れ
た
る
後
は
、
東
北
南
三
方
の
帳
を
低
く
垂
れ
て
、
浜
床

を
隠
し
奉
り
、
幕
の
終
る
ま
で
中
宮
の
御
姿
は
帳
の
中
に
あ
り
て
見
え
ざ

る
事
と
す
）

　

観
客
が
産
婦
彰
子
の
姿
を
目
に
す
る
の
は
ほ
ん
の
一
瞬
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

し
そ
の
時
観
客
は
確
か
に
彰
子
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
れ
が

剃
髪
の
瞬
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
一
瞬
の
目
撃
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

た
め
に
か
え
っ
て
印
象
に
残
る
光
景
と
い
う
も
の
は
あ
る
。
そ
れ
は
演
劇
だ
か

ら
こ
そ
期
待
で
き
る
効
果
な
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
登
場
人
物
と
し
て

の
彰
子
は
無
視
さ
れ
続
け
て
き
た
の
だ
が
、
帳
に
覆
わ
れ
て
も
寝
殿
に
浜
床
が

あ
る
限
り
、
い
わ
ば
残
像
に
よ
っ
て
彼
女
は
登
場
人
物
で
あ
り
続
け
る
。

　

そ
れ
を
思
え
ば
、
彰
子
こ
そ
ド
ラ
マ
「
誕
生
」
の
隠
れ
た
主
人
公
で
は
な
い

の
か
。
⑦
の
受
戒
剃
髪
の
シ
ー
ン
か
ら
⑧
の
悪
霊
た
ち
の
激
し
い
呪
詛
の
姿
を

描
く
場
面
を
経
て
、
つ
い
に
呱
々
の
声
が
響
き
わ
た
る
⑨
ま
で
、
一
連
な
り
に

進
行
す
る
プ
ロ
ッ
ト
は
、
皇
子
誕
生
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
も
の

は
、
彰
子
み
ず
か
ら
意
思
し
て
の
行
動
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
読
み
を
可

能
に
す
る
。

　

す
な
わ
ち
⑥
は
、
受
戒
の
決
意
の
こ
と
を
聞
い
て
驚
き
三
嘆
す
る
道
長
と
、

そ
の
耳
に
僧
正
が
読
み
上
げ
る
長
い
受
戒
の
詞
が
入
っ
て
く
る
場
で
、
彰
子
の

受
戒
剃
髪
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
効
果
が
あ
る
。

　

受
戒
の
こ
と
は
典
拠
と
さ
れ
る
「
栄
花
物
語
」
に
も
出
て
く
る
が
記
述
は
簡

潔
で
、
作
者
が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
の
は
お
そ
ら
く
「
紫
式
部
日

記
」
の
記
述
か
ら
だ
ろ
う
。

　

受
戒
の
出
来
事
を
め
ぐ
る
個
所
は
「
御
い
た
だ
き
の
御
髪
下
し
た
て
ま
つ
り
、

御
忌
む
こ
と
う
け
さ
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
く
れ
ま
ど
ひ
た
る
心
地
に
、

こ
は
い
か
な
る
こ
と
と
、
あ
さ
ま
し
う
か
な
し
き
に
、
た
ひ
ら
か
に
せ
さ
せ
た

ま
ひ
て
」（「
中
宮
様
の
お
頭
の
髪
を
形
ば
か
り
お
剃
ぎ
申
す
作
法
を
し
て
、
ご

戒
を
お
受
け
さ
せ
申
し
あ
げ
る
間
、
途
方
に
く
れ
た
心
地
で
、
こ
れ
は
ま
あ
ど

う
し
た
こ
と
か
と
、
茫
然
と
し
て
悲
し
い
折
し
も
、
安
ら
か
に
ご
出
産
あ
そ
ば

さ
れ
て
）
（1
（

」）
と
、
剃
髪
、
受
戒
の
こ
と
を
知
っ
て
戸
惑
い
悲
し
む
う
ち
に
無
事

出
産
に
至
っ
た
こ
と
が
、
連
続
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
紫
式
部
日

記
」
で
は
、
悪
霊
の
招
人
へ
の
言
及
は
こ
の
く
だ
り
に
は
な
い
。
無
事
出
産
後

に
緊
張
が
解
け
た
人
々
の
こ
と
を
挿
話
交
じ
り
に
述
べ
て
、
そ
の
後
に
「
今
と

せ
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
御
物
の
怪
の
ね
た
み
の
の
し
る
声
な
ど
の
む
く
つ
け
さ

よ
」
と
い
う
書
き
出
し
で
物
の
怪
騒
ぎ
の
様
子
を
振
り
返
る
記
述
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　

す
な
わ
ち
「
紫
式
部
日
記
」
で
は
、
彰
子
受
戒
の
事
と
物
の
怪
騒
ぎ
は
い
わ

ば
個
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
記
さ
れ
た
印
象
だ
が
、「
誕
生
」
で
は
そ
れ
が

ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
っ
て
推
移
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
「
誕
生
」
の
特
徴

で
あ
り
、
作
者
谷
崎
の
独
創
に
か
か
る
も
の
と
し
て
よ
い
。

　

幕
開
き
場
面
か
ら
「
疾
う
に
御
産
気
づ
き
な
が
ら
、
あ
の
よ
う
に
、
五
壇
の
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御
修
法
や
ら
、
不
断
の
御
読
経
や
ら
、
山
々
寺
々
の
大
徳
、
い
み
じ
き
修
験
者

の
数
を
尽
く
し
て
御
祈
祷
遊
ば
す
効
も
な
く
、
未
だ
に
御
産
を
遊
ば
さ
ぬ
と
は
、

ど
う
し
た
事
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
」
と
女
房
た
ち
に
伏
線
と
な
る
噂
を
さ
せ
て
い

る
。
彰
子
の
難
産
は
事
実
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
呪
詛
と
の
抗
争
を
オ
ー

バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、「
誕
生
」
は
宿
命
的
性
格
を
帯
び
た
劇
と
な
る
。

悲
劇
が
回
避
さ
れ
た
の
は
、
単
に
運
が
良
か
っ
た
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も

「
女
房
の
二
」
が
強
調
す
る
「
大
殿
の
御
運
の
強
さ
」
の
た
め
な
の
か
。
道
長

を
主
人
公
と
見
る
よ
う
な
先
行
研
究
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
を
「
女
房
の
二
」
の
目

で
見
て
い
る
わ
け
だ
が
、
受
戒
と
呪
詛
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
方
法
意
識
に

注
目
す
れ
ば
、
無
事
出
産
は
中
宮
彰
子
自
身
の
決
意
と
行
動
に
よ
っ
て
果
た
さ

れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

彰
子
と
い
う
女
性
が
隠
れ
た
主
人
公
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
誕
生
」
も
ま
た

「
刺
青
」
に
劣
ら
ず
谷
崎
文
学
の
出
発
点
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
で
あ
る
に
違
い

な
い
。

四　
「
招
人
」
は
な
ぜ
五
人
で
、
自
ら
名
乗
る
の
か

　

悪
霊
が
憑
い
た
招
人
た
ち
の
呪
詛
の
声
と
競
い
合
う
読
経
や
祈
祷
の
声
は
、

摂
関
政
治
の
時
代
な
ら
で
は
の
出
産
風
景
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で

彰
子
の
出
産
を
題
材
に
し
た
こ
の
作
品
は
ま
さ
し
く
史
劇
で
あ
る
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
そ
の
魅
力
は
歴
史
解
釈
や
人
物
像
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
主
人
公

に
擬
さ
れ
る
道
長
の
造
型
も
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
な
ぞ
り
に
過
ぎ
な
い
よ
う

だ
。
で
は
演
劇
と
し
て
の
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

先
に
引
用
し
た
全
集
の
「
解
説
」
で
伊
藤
整
は
「
劇
的
効
果
が
十
分
に
計
算

さ
れ
て
ゐ
る
点
、
異
常
な
老
成
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
特
に
霊
に
取
り
つ
か
れ
た

五
人
の
女
た
ち
が
、
皇
子
の
誕
生
に
つ
い
て
執
拗
な
呪
ひ
の
言
葉
を
く
り
返
す

場
面
の
効
果
は
甚
だ
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
」
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
い
か
に
も
ま
ず

注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
は
視
覚
的
な
舞
台
効
果
な
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が

そ
の
後
の
研
究
で
こ
う
し
た
要
素
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
考
察
し
た
も
の
は
見

ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
悪
霊
に
よ
る
呪
詛
の
場
面
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
な
ぜ
「
招

人
」
は
「
五
人
」
な
の
か
、
そ
し
て
呪
詛
を
く
り
か
え
す
悪
霊
が
な
ぜ
自
ら
名

乗
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

谷
崎
は
「
招
人
」（
よ
り
ま
し
）
と
い
う
当
時
の
詞
を
用
い
て
「
生
霊
死
霊

の
乗
り
移
っ
た
女
房
」
を
五
人
、
舞
台
に
登
場
さ
せ
て
い
る
。
彼
が
参
考
に
し

た
と
考
え
ら
れ
る
「
栄
花
物
語
」
や
「
紫
式
部
日
記
」
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
。

「
栄
花
物
語
」
に
は
「
御
物
の
怪
ど
も
さ
ま
ざ
ま
か
り
移
し
、
預
か
り
預
か
り

に
加
持
し
の
の
し
る
」「
御
物
の
怪
、
お
の
お
の
屏
風
を
つ
ぼ
ね
つ
つ
、
験
者

ど
も
預
り
預
り
に
加
持
し
の
の
し
り
叫
び
あ
ひ
た
り
」
と
だ
け
あ
る
。
後
者
は

現
代
語
訳
で
は
「
寄
り
ま
し
に
乗
り
移
っ
た
御
物
の
怪
を
、
ぞ
れ
ぞ
れ
屏
風
で

囲
っ
て
は
修
験
者
た
ち
が
分
担
を
し
一
同
声
を
荒
げ
叫
ん
で
い
る
）
（1
（

」
と
い
う
光

景
な
の
だ
が
、「
屏
風
」
が
使
わ
れ
て
い
る
点
で
「
誕
生
」
の
舞
台
と
は
全
く

違
う
。

　

一
方
「
紫
式
部
日
記
」
で
は
、
出
産
の
前
日
の
記
事
に
「
御
物
の
怪
」
に
言

及
し
た
個
所
が
二
つ
、
先
に
引
い
た
「
栄
花
物
語
」
の
記
述
に
ほ
ぼ
近
い
も
の

が
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
出
産
当
日
の
事
と
し
て
次
の
よ
う
な
よ
り
詳
し
く

具
体
的
な
記
述
が
あ
る
）
（1
（

。

　

今
と
せ
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
御
物
の
怪
の
な
た
み
の
の
し
る
声
な
ど
の
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む
く
つ
け
さ
よ
。
源
の
蔵
人
に
は
心
誉
阿
闍
梨
、
兵
衛
の
蔵
人
に
は
そ
う

そ
と
い
ふ
人
、
右
近
の
蔵
人
に
は
法
住
寺
の
律
師
、
宮
の
内
侍
の
局
に
は

ち
そ
う
阿
闍
梨
を
あ
づ
け
た
れ
ば
、
物
の
怪
に
ひ
き
倒
さ
れ
て
、
い
と
い

と
ほ
し
か
り
け
れ
ば
、
念
覚
阿
闍
梨
を
召
し
加
へ
て
ぞ
の
の
し
る
。
阿
闍

梨
の
験
の
う
す
き
に
あ
ら
ず
、
御
物
の
怪
の
い
み
じ
う
こ
は
き
な
り
け
り
。

宰
相
の
君
の
を
ぎ
人
に
、
叡
効
を
そ
へ
た
る
に
、
夜
一
夜
の
の
し
り
明
か

し
て
、
声
も
か
れ
に
け
り
。
御
物
の
怪
う
つ
れ
と
召
し
い
で
あ
る
人
々
も
、

み
な
う
つ
ら
で
、
さ
わ
が
れ
け
り
。

　

臨
場
感
に
富
む
内
容
で
、
個
々
順
繰
り
の
描
写
は
「
誕
生
」
の
場
面
に
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
明
ら
か
な
違
い
も
あ
る
。
先
掲
の
長
野
論

は
、
そ
れ
に
つ
い
て
「「
紫
式
部
日
記
」
の
記
事
は
詳
細
を
極
め
、「
よ
り
ま

し
」
と
し
て
召
し
出
し
た
女
房
た
ち
の
名
前
と
、
そ
れ
を
加
持
す
る
験
者
の
名

と
を
い
ち
い
ち
記
録
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
す
、
物
の
怪
ど
も
が
そ
れ
そ
れ
誰

の
霊
で
あ
る
か
は
ま
っ
た
く
記
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
「
紫
式
部
日
記
」
に
名
を
記
さ
れ
た
女
房
た
ち
は
「
よ
り
ま
し
」
で
は
な

い
と
す
る
説
も
あ
る
。

　

萩
谷
朴
に
よ
れ
ば
「
源
の
蔵
人
」
を
は
じ
め
と
す
る
五
人
の
女
房
は
お
の
お

の
の
局
に
「
施
術
者
お
よ
び
霊
媒
を
委
託
雇
傭
し
た
経
営
奉
仕
者
」
で
あ
る
）
（1
（

。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
五
人
の
女
房
は
自
ら
が
霊
媒
（
よ
り
ま
し
）
と
な
る
立
場
で

は
な
い
。
そ
し
て
も
し
、「
紫
式
部
日
記
」
を
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う
谷
崎
が

そ
の
こ
と
を
も
承
知
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
典
拠
と
の
距

離
は
相
当
に
大
き
い
こ
と
に
な
る
。

　

招
人
の
一　
（
暗く
ら
べ
や
に
よ
う
ご

内
殿
女
御
悪
霊
）
あ
な
妬ね
た

や
、
詛の
ろ
の
ろ々

し
や
、
妾
こ
そ

は
粟あ
は
た田
関
白
が
女む
す
め

、
御み
く

匣し
げ

殿ど
の

の
生
霊
な
る
ぞ
や
。
暗く
ら
べ
や
部
屋
の
暗
き
に
翔

る
百も
も

羽は

の
烏
、
千ち

羽は

の
烏
。
あ
れ
、
あ
れ
、
あ
の
新
し
き
命
の
芽め
ば
え生
を
、

葉
ご
と
枝
ご
と
、
啄つ
い
ば

め
、
啄
め
、
啄
み
尽
く
せ
や
根
も
と
ま
で
。
あ
な

妬
や
。
の
ろ
の
ろ
し
や
。

　

悪
霊
登
場
の
場
の
一
人
目
の
呪
詛
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。「
招
人
の
一
」
と
い

う
役
名
だ
が
、
括
弧
し
て
「
暗
内
殿
女
御
悪
霊
」
と
あ
り
、
セ
リ
フ
の
な
か
で

も
「
粟
田
関
白
が
女
、
御
匣
殿
」
と
自
ら
名
乗
っ
て
い
る
。「
招
人
の
二
」
は
、

先
程
庭
先
で
女
房
た
ち
が
噂
し
た
「（
承
香
殿
女
御
悪
霊
）」、
三
は
「（
顕
光
悪

霊
）」
で
四
は
「（
道
隆
悪
霊
）」
で
「
わ
れ
中
関
白
が
亡
霊
な
り
」
と
名
乗
り
、

さ
ら
に
五
人
目
の
「（
高
明
悪
霊
）
も
セ
リ
フ
の
終
わ
り
に
「
か
く
云
ふ
は
、

去
ぬ
る
安
和
の
年
、
罪
な
う
し
て
太
宰
府
の
権
師
に
貶
さ
れ
し
、
西
の
宮
の
高

明
な
る
ぞ
や
」
と
名
乗
り
を
挙
げ
て
い
る
。

　

以
上
の
要
点
を
整
理
す
る
と
、『
紫
式
部
日
記
』
で
は
、「
施
術
者
お
よ
び
霊

媒
を
委
託
雇
傭
し
た
経
営
奉
仕
者
」
で
あ
る
五
人
の
身
分
の
高
い
女
房
の
名
が

上
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
局
で
悪
霊
折
伏
の
施
術
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
光
景

（
画
像
⑴
）
（1
（

）
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
誕
生
」
で
は
悪
霊
が
憑
依

し
た
招
人
五
人
が
舞
台
に
勢
揃
い
し
て
、
順
に
悪
霊
の
名
乗
り
を
し
つ
つ
呪
詛

の
声
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
読
者
が
こ
の
く
だ
り
を
読
ん

で
直
感
的
に
連
想
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
何
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
画
像
⑵
）
（1
（

の
よ
う

な
舞
台
面
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

谷
崎
が
も
し
『
紫
式
部
日
記
』
の
記
述
か
ら
画
像
⑴
の
よ
う
な
施
術
の
有
様

を
読
み
取
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
悪
霊
五
人
勢
揃
い
の
場
面
は
、
中
宮
彰
子
の

皇
子
出
産
と
い
う
題
材
に
よ
っ
た
劇
に
お
け
る
独
創
の
最
た
る
も
の
と
見
な
せ
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る
だ
ろ
う
。
画
像
⑵
は
黙
阿
弥
作
の
歌
舞
伎
い
わ
ゆ
る
「
白
波
五
人
男
）
（1
（

」
の

「
稲
瀬
川
（
稲
村
ヶ
崎
）
勢
揃
ひ
」
の
場
で
あ
る
。
五
人
の
盗
賊
が
次
々
に
名

乗
り
を
挙
げ
て
悪
態
の
セ
リ
フ
を
連
ね
て
い
く
場
面
は
、
そ
の
様
式
性
に
お
い

て
舞
台
効
果
抜
群
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
谷
崎
は
意
識
し
て
こ
の
趣
向
を
取
り
込

ん
で
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
歌
舞
伎
劇
は
東
京
の
下
町
に
産
ま
れ
た
谷
崎
に

は
）
11
（

幼
少
時
か
ら
馴
染
ん
だ
演
劇
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
思
え
ば
そ
れ
こ
そ
当
時
の

読
者
（
観
客
）
に
と
り
最
も
親
し
い
演
劇
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
も
し
も
当
時

「
誕
生
」
が
舞
台
化
さ
れ
た
な
ら
観
客
は
直
ち
に
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
性
を
見
て

取
っ
て
楽
し
め
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
招
人
」
は
五
人
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
悪
霊
は
自
ら
名
乗
り
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

⑴　『紫式部日記全注釈』より

⑵　『演芸画報』（昭 2・11）より
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お
わ
り
に

　

さ
て
、
本
論
で
は
「
誕
生
」
の
読
み
に
か
か
わ
る
提
案
と
し
て
、
隠
れ
た
主

役
と
し
て
中
宮
彰
子
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
た
。
ま
た
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の

悪
霊
登
場
の
場
面
に
つ
い
て
、
ワ
イ
ル
ド
や
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
な
ど
の
象
徴
劇

に
倣
っ
た
、
暗
か
ら
明
へ
の
気
分
転
換
に
ド
ラ
マ
性
を
見
い
だ
す
通
説
に
対
し

て
、
歌
舞
伎
劇
の
表
現
様
式
に
通
じ
る
性
格
を
指
摘
し
た
。

　

彰
子
主
役
説
は
、
谷
崎
文
学
に
一
貫
す
る
女
性
崇
拝
を
こ
の
〈
処
女
作
〉
に

も
見
い
だ
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
仮
説
に
過
ぎ
な
い
が
、
な
ぜ
こ
の
題
材
を
選

ん
だ
か
と
と
い
う
問
題
を
「
純
国
文
趣
味
」
で
済
ま
す
発
想
は
や
は
り
物
足
り

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
気
分
の
鮮
や
か
な
転
換
は
、
長
野
嘗
一
が
指
摘
し
て
い

た
よ
う
に
「
紫
式
部
日
記
」
に
も
読
み
う
る
も
の
で
、
専
ら
そ
れ
に
劇
と
し
て

の
魅
力
を
見
い
だ
す
従
来
の
説
に
は
疑
問
が
あ
る
。
象
徴
劇
（
気
分
劇
）
の
影

響
を
見
い
だ
す
意
見
が
多
い
が
、
ワ
イ
ル
ド
の
「
サ
ロ
メ
」、
メ
ー
テ
ル
リ
ン

ク
の
「
闖
入
者
」、
さ
ら
に
そ
の
種
の
西
欧
近
代
劇
の
影
響
が
あ
ら
わ
な
吉
井

勇
の
「
午
後
三
時
」
に
し
て
も
、
気
分
は
明
か
ら
暗
（
死
）
に
転
じ
る
も
の
で
、

ま
た
そ
れ
で
こ
そ
神
秘
的
な
運
命
が
逃
れ
よ
う
も
な
く
訪
れ
る
時
を
象
徴
す
る

劇
に
な
る
の
で
あ
る
。「
誕
生
」
の
大
団
円
は
、
そ
の
種
の
劇
と
の
異
質
性
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
読
み
の
可
能
性
を
探
り
つ
つ
作
品
評
価
の
新

た
な
観
点
を
求
め
る
と
、
お
の
ず
と
従
来
の
研
究
史
で
は
問
題
に
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
同
時
代
演
劇
の
流
れ
と
こ
の
戯
曲
の
関
係
性
に
目
を
向
け
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
典
拠
な
ど
へ
の
言
及
は
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
問
題
に
関
わ
る
作

者
の
証
言
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
な
ぜ
史
劇
か
ら
始
め
た

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
先
に
鴎
外
や
逍
遙
の
創
作
劇
と
い
う
先
蹤
が
あ
る

こ
と
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
が
、
谷
崎
自
身
の
証
言
は
管
見
に
入
っ
て
い
な

い
。
ま
た
同
世
代
の
創
作
戯
曲
に
つ
い
て
は
、
気
分
劇
の
類
い
よ
り
も
木
下
杢

太
郎
の
処
女
作
「
南
蛮
寺
門
前
」（
明
42
・
２
『
ス
バ
ル
』）
の
装
飾
的
な
様
式

性
に
通
う
趣
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
す
で
に
そ
う
し
た
問

題
を
扱
っ
て
い
く
時
間
も
紙
数
の
余
裕
も
な
く
な
っ
た
た
め
、
ま
ず
は
こ
こ
で

と
り
あ
え
ず
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注
１　

昭
和
八
年
八
月
、
中
央
公
論
社
刊
。

２　
「
構
成
家
・
谷
崎
潤
一
郎
の
〈
誕
生
〉
─
そ
の
作
家
的
出
発
の
一
面
に
つ
い
て
─
」

〈『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
紀
要
』
一
九
七
六
年
四
月
）
後
『
谷
崎
潤
一
郎
─
小
説
の

構
造
─
』
に
収
録
。
引
用
は
前
者
よ
り
。

３　

鷗
外
は
明
治
二
二
年
一
〇
月
『
し
が
ら
み
草
紙
』
創
刊
号
に
「
演
劇
改
良
論
者
の

偏
見
に
驚
く
』
を
掲
げ
て
以
後
の
明
治
年
間
を
通
じ
て
評
論
、
翻
訳
、
創
作
に
よ
っ

て
日
本
の
近
代
演
劇
育
成
に
努
め
た
が
、
一
貫
し
て
戯
曲
中
心
主
義
の
立
場
を
取
っ

た
こ
と
で
、
後
進
に
大
き
な
励
み
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
創
作
戯
曲
の
初

め
は
「
玉
篋
両
浦
嶋
」（
明
35
）
で
あ
る
。「
日
蓮
聖
人
辻
説
法
」（
明
37
）
発
表
の
後
、

「
プ
ル
ム
ウ
ラ
」（
明
42
）、「
仮
面
」（
明
42
）、「
静
」（
明
42
）、「
生
田
川
」（
明
43
）、

「
な
の
り
そ
」（
明
44
）
と
発
表
は
連
続
し
た
が
、
現
代
劇
は
「
仮
面
」
と
「
な
の
り

そ
」
の
二
作
に
止
ま
っ
て
い
る
。

４　
「
三
新
作
脚
本
の
実
演
」（『
ス
バ
ル
』
明
治
四
四
年
七
月
）
こ
の
劇
評
で
杢
太
郎
は

イ
プ
セ
ン
の
「
問
題
劇
」
の
影
響
著
し
い
長
田
秀
雄
の
「
歓
楽
の
鬼
」
を
評
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
演
技
者
が
悲
壮
な
る
、
或
は
快
活
な
る
言
葉
と
、
動
作
と

で
暗
指
し
て
く
れ
る
、
部
分
的
の
小
世
界
は
、
し
つ
く
り
と
、
見
物
の
想
像
力
に

『
完
全
』
な
る
『
建
物
』
を
投
影
し
な
い
。『
現
代
の
生
活
』
と
名
付
け
ら
れ
る
漠
然

た
る
事
象
は
千
言
万
言
の
文
字
、
三
五
時
間
の
演
劇
で
現
は
し
尽
さ
れ
ぬ
。
而
も
能
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く
之
を
一
幕
の
う
ち
に
見
る
の
は
、
見
物
の
頭
が
、
実
演
の
戯
曲
の
後
ろ
の
暗
指
せ

ら
れ
た
る
世
界
を
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
永
井
荷
風
氏
の
『
平
維
盛
』
が
、
見
物
を

一
種
の
情
調
の
世
界
に
導
い
た
の
は
、
あ
れ
は
平
家
の
歴
史
と
い
う
誰
も
一
様
に
知

つ
て
ゐ
る
情
的
連
想
に
縋
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
小
唄
の
一
曲
で
文
化
文
政
の
気
分
に

な
る
と
同
一
の
巧
み
で
あ
る
。
所
が
、
現
代
と
い
ふ
も
の
は
ま
だ
ま
と
ま
つ
た

T
radition

に
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
む
づ
か
し
い
。
こ
れ
現
代
物
の
困
難
な
る
所

以
で
あ
る
。」

５　
『
日
本
現
代
文
学
全
集
43　

谷
崎
潤
一
郎
集
（
一
）』（
講
談
社　

一
九
六
〇
年
一
〇

月
）。

６　

中
央
公
論
社
、
一
九
五
八
年
八
月
。

７　
「
谷
崎
潤
一
郎
と
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
─
「
誕
生
」
と
「
サ
ロ
メ
に
つ
い
て
ノ
ー

ト
風
に
」（『
学
叢
』
一
九
七
一
年
三
月
）

８　
『
谷
崎
潤
一
郎
研
究
』（
一
九
七
二
年
一
二
月
）、
後
『
谷
崎
潤
一
郎
と
古
典　

明

治
・
大
正
編
』（
二
〇
〇
四
年
一
月　

勉
誠
出
版
）
に
収
録
。
引
用
は
後
者
よ
り
。

９　
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
紀
要
』（
一
九
七
六
年
四
月
）

10
「
谷
崎
潤
一
郎
の
劇
世
界
と
エ
ロ
ス
」（『
演
劇
創
造
』
第
三
四
号　

二
〇
〇
五
年
三

月
）。

11　

他
に
管
見
に
入
っ
た
も
の
で
は
、
中
村
と
も
え
「
谷
崎
戯
曲
の
解
題
（
一
）
─

『
誕
生
』」（『
奏
』
二
〇
一
一
年
六
月
）
が
あ
る
。
書
誌
的
研
究
だ
が
そ
の
徹
底
性
は

「
誕
生
」
論
が
新
し
い
段
階
に
至
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

12　
「
谷
崎
潤
一
郎
『
恋
を
知
る
頃
』
論
」（『
千
里
山
文
学
論
集
67
』
二
〇
〇
二
年
三
月
）。

13　
『
和
泉
式
部
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級
日
記　

讃
岐
典
侍
日
記
』（
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集　

一
九
九
四
年
九
月　

小
学
館
）
所
収
、
中
野
幸
一
校
注
・
訳
「
紫
式

部
日
記
」
よ
り
。

14　

山
中
裕
、
秋
山
虔
、
池
田
尚
隆
、
福
長
進
校
注
・
訳
『
栄
花
物
語
①
』
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集　

一
九
九
五
年
八
月　

小
学
館
よ
り
）
よ
り
。　

15　

注
13
に
同
じ
。

16　
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』（
昭
和
四
六
年
一
一
月　

角
川
書
店
）

17　
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
よ
り
。
図
版
に
は
「
よ
り
ま
し
と
そ
の
局
口
で
祈
祷
す
る

僧
（
中
村
義
雄
氏
絵
）」
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
さ
れ
て
い
る
。

18　
『
演
芸
画
報
』（
昭
和
二
年
一
一
月
）
特
集
「
弁
天
小
僧
の
研
究
」
よ
り
「
稲
村
ヶ

崎
勢
揃
ひ
」
の
舞
台
面
。

19　
「
白
浪
五
人
男
』（
原
題
「
青
砥
稿
花
紅
画
」）
は
、
別
名
題
や
通
称
の
多
さ
が
示
す

よ
う
に
文
久
二
年
の
初
演
以
来
菊
五
郎
の
当
た
り
芸
の
随
一
と
な
っ
て
庶
民
に
最
も

親
し
ま
れ
た
生
世
話
物
で
、
田
村
成
義
編
『
続
々
歌
舞
伎
年
代
記　

乾
』（
大
正
一
一

年
一
一
月　

市
村
座
）
を
紐
解
け
ば
そ
の
上
演
回
数
の
多
さ
が
知
れ
る
。

20　
「
幼
年
時
代
」「
幼
年
の
記
憶
」
等
参
照
、
ま
た
「
母
を
恋
う
る
記
」
に
も
下
町
の

子
供
た
ち
の
日
常
的
な
遊
び
で
あ
っ
た
芝
居
ご
っ
こ
の
記
憶
が
さ
り
げ
な
く
記
さ
れ

て
い
る
。

※
引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
三
巻
』（
一
九
五
八　

中
央
公
論
社
）
に
よ
っ
た
。

（
は
や
し
・
ひ
ろ
ち
か　

本
学
教
授
）




