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な 
『 

祝 

言 連盛』 
は 
＝し 

『 

め 

に   
通 

は、 女 
の 
愛 

盛 
』  

・ を 

「  
中心 

（ 」 
『 払洞            その変 

甘 に 

に 

描い ど 関 
直 た す 

異 る 
色 一 

の 試 
修 

徐   
羅能 い 

」三 。 

三道 「 
祖  

・ 』 修 
3 羅 
）   也。…神の御前、晴れ  能  

也
。
茶
屋
に
て
、
に
は
か
に
、
ふ
と
今
の
や
う
に
は
せ
し
よ
り
、
名
有
能
 
 

と
な
れ
り
。
 
 

（
『
世
子
六
十
以
後
中
葉
議
儀
』
資
料
イ
）
 
 

静
 
過
盛
．
丹
後
物
証
 
以
上
、
井
阿
作
。
 
 

（
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』
）
 
 
 

ル
り
／
＼
L
て
 
 

に
な
す
。
丹
後
物
旺
、
夫
婦
出
で
て
物
に
旺
ふ
健
也
し
 
 

因 通 
み 井 

阿弥 
作 
の 
原 
「 

は 通 

～ 」 

を 
世 
阿 
弥 

盛が縮小す 『 
る 

方 

『 向 

道 
』 

に改 
一 」 

が 
作 
し 

次 た 

男 の 
が 

能   時  
』  

『  
。  
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観
相
瑚
ハ
u
ブ
U
予
見
物
之
。
 
 

「
競
是
阿
」
の
 
「
是
阿
」
は
「
世
阿
」
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
室
町
御
所
で
の
「
 
 

申
楽
」
 
に
世
阿
弥
父
子
が
一
番
ず
つ
出
演
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伏
見
宮
御
所
 
 

で
の
 
「
猿
楽
」
も
世
阿
弥
の
宿
曜
斯
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
 
 
 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
通
盛
卿
小
宰
相
事
」
と
い
う
曲
名
で
あ
る
。
 
 

三
番
の
 
「
佐
野
船
橋
」
が
今
日
の
 
『
船
培
』
 
の
古
曲
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
 
 

の
記
事
は
能
の
曲
名
が
未
だ
固
定
化
し
て
い
な
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
見
て
 
 

よ
く
、
二
番
の
 
「
通
盛
卿
小
字
相
手
」
は
、
「
通
盛
」
と
い
う
曲
名
に
比
べ
小
 
 

宰
相
局
が
通
盛
と
同
等
に
認
識
さ
れ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
L
か
し
、
曲
名
 
 

だ
け
で
伏
見
宮
御
所
で
の
 
『
適
盛
』
が
如
何
な
る
形
態
で
あ
っ
た
の
か
を
推
定
 
 

す
る
こ
と
は
匪
難
で
あ
る
。
『
通
盛
』
の
変
容
は
基
本
的
に
は
内
部
徴
証
に
頼
 
 

る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
L
な
が
ら
、
井
阿
弥
筆
の
原
「
適
盛
」
を
初
め
と
す
る
世
阿
弥
時
代
の
 
 

文
献
は
伝
わ
ら
ず
、
ま
た
室
町
末
期
以
降
で
は
複
数
の
伝
本
が
伝
わ
る
の
で
、
 
 

特
定
の
本
文
だ
け
に
頼
っ
て
『
通
盛
』
 
の
変
容
巷
推
定
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
 
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
請
伝
本
の
本
文
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
室
町
斯
の
 
 

謡
本
か
ら
現
行
曲
に
至
る
ま
で
の
 
『
通
盛
』
本
文
変
遷
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
 
 

る
こ
と
に
す
る
。
更
に
は
、
『
通
盛
』
を
修
腐
能
の
定
型
及
び
世
阿
弥
が
彼
の
 
 

能
楽
講
書
の
中
で
論
ず
る
能
作
時
の
理
論
に
照
ら
し
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

そ
の
様
成
上
の
矛
盾
を
指
摘
L
、
そ
の
矛
盾
が
 
『
通
盛
』
の
変
容
を
考
え
る
上
 
 

で
何
を
意
味
す
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
 
 

に 

相 
伝 
さ 
れ 
た 
九 
年 
後 
で 

ある 

。 

。   

『満 
済 
准 
后 
日 
記 

塾 』  

能 の 

同 
年 
正 
月 
二 
十 
四 
日  

。
競
是
阿
。
 
 

一
、
阿
波
の
鳴
門
と
＃
台
設
定
 
 
 

『
三
道
』
の
 
「
揮
」
の
記
述
に
沿
っ
て
『
通
盛
』
 
の
構
成
を
整
理
す
る
と
次
 
 

の
よ
う
な
序
破
急
五
段
構
成
に
な
る
。
 
 
 

（
a
）
阿
波
の
噴
門
の
説
明
と
叙
景
。
平
家
一
門
を
弔
う
。
 
 
 

（
b
）
憂
き
身
の
嘆
き
と
薄
暮
の
浦
景
色
。
 
 
 

（
C
）
僧
の
読
経
と
老
人
と
姥
が
共
に
成
仏
で
き
る
着
び
。
 
 
 

（
d
）
小
宰
相
局
の
入
水
の
様
の
再
現
。
 
 
 

（
e
）
合
戦
前
夜
の
離
別
の
悲
し
み
の
追
懐
と
通
盛
戦
死
の
様
な
ど
。
 
 

ま
ず
初
め
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
［
名
ノ
リ
］
 
［
上
ゲ
苛
］
 
の
序
（
a
）
 
の
特
 
 

異
性
で
あ
る
。
一
般
的
に
ワ
キ
の
名
ノ
リ
が
謡
曲
一
曲
に
お
い
て
果
た
す
役
割
 
 

と
し
て
は
、
 
 

①
自
分
が
誰
な
の
か
を
明
か
す
自
己
紹
介
。
 
 

②
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
詣
の
舞
台
設
定
。
 
 

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
敦
盛
』
で
は
、
「
自
分
」
は
蓮
生
 
 

法
師
で
あ
り
、
舞
台
は
一
の
谷
で
あ
る
。
『
井
筒
』
や
『
船
橋
』
な
ど
も
そ
れ
 
 

ぞ
れ
、
諸
国
一
見
の
僧
と
在
原
寺
、
三
熊
野
の
客
僧
と
上
野
の
国
佐
野
と
な
っ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
謡
曲
で
は
ワ
キ
の
名
ノ
リ
ま
た
は
後
続
の
通
行
文
で
一
曲
の
 
 

舞
台
を
設
定
す
る
が
、
そ
の
舞
台
は
主
人
公
シ
テ
の
所
縁
の
地
で
あ
り
、
以
後
 
 

に
展
閲
さ
れ
る
一
曲
の
主
題
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
土
地
で
あ
る
。
特
に
『
平
 
 

家
物
語
』
な
ど
か
ら
そ
の
素
材
を
得
て
い
る
修
羅
能
で
は
殆
ど
の
曲
が
そ
う
で
 
 

あ
る
。
し
か
る
に
、
『
通
盛
』
の
り
阜
∴
ほ
一
夏
を
送
る
僧
で
、
そ
の
舞
台
は
阿
 
 

波
の
鳴
門
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
通
盛
』
で
は
、
局
が
入
水
し
た
ツ
レ
所
縁
の
地
 
 

を
舞
台
と
す
る
特
異
な
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
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と と の 
い い 如 

越 
前 前 

してみ の 

三 
位 
通盛 

の 
一 死 卿 

の 

侍 

の
中
で
柳
が
浦
で
の
清
経
入
水
講
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
当
面
の
 
『
通
盛
』
 
で
は
、
前
ジ
テ
こ
別
プ
レ
は
共
に
阿
波
の
鳴
門
に
 
 

登
場
し
、
局
の
入
水
の
再
現
に
よ
っ
て
前
場
が
終
わ
り
中
人
と
な
る
。
そ
し
て
 
 

後
場
で
再
度
阿
波
の
鳴
門
に
現
れ
て
ワ
ヰ
に
妄
執
を
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
後
ジ
 
 

テ
・
操
ヅ
レ
は
夢
の
中
で
な
く
現
実
界
に
登
場
L
、
ワ
キ
と
直
接
問
答
を
交
わ
 
 

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
阿
波
の
鳴
門
を
場
に
曲
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
 
 

ら
、
『
通
盛
』
の
 
「
阿
波
の
鳴
門
」
は
『
清
経
』
 
の
 
「
清
経
の
留
守
宅
」
と
は
 
 

異
な
り
、
一
曲
が
展
開
さ
れ
る
舞
台
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
 
 

分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
設
定
は
、
例
え
ば
『
船
橋
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
『
 
 

船
橋
』
 
で
も
後
ジ
テ
は
ワ
キ
の
夢
の
中
で
な
く
舟
橋
の
あ
っ
た
川
岸
に
豊
壌
す
 
 

る
が
、
こ
れ
は
 
『
船
橋
』
が
 
「
佐
野
の
舟
橋
と
り
は
な
し
」
と
い
う
万
葉
歌
を
 
 

素
材
と
し
、
ま
た
男
が
死
ん
だ
の
も
舟
橋
で
あ
る
の
で
、
俄
悔
の
物
語
を
も
と
 
 

舟
橋
の
あ
っ
た
川
岸
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
曲
の
構
成
を
引
き
締
ま
っ
た
も
 
 

の
に
仕
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
『
船
橋
』
で
は
俄
悔
の
物
語
を
行
う
 
 

囁
が
一
曲
の
主
題
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
『
適
盛
』
で
も
 
 

同
じ
手
法
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
L
 
『
通
盛
』
 
に
お
い
て
は
、
こ
 
 

の
よ
う
な
場
と
主
題
と
の
関
係
は
後
ジ
テ
登
場
以
降
で
は
適
用
さ
れ
な
い
。
後
 
 

場
に
お
け
る
シ
テ
の
本
説
再
現
に
至
る
と
、
『
清
控
』
の
場
合
と
同
様
に
、
阿
 
 

波
の
鳴
門
は
シ
テ
が
何
処
で
昔
語
り
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
は
 
 

持
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
通
盛
』
 
に
お
け
る
阿
波
の
鳴
 
 

門
は
後
ジ
テ
登
場
を
境
に
そ
の
機
能
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
後
ジ
 
 

テ
登
場
を
墳
に
主
題
の
担
い
手
が
ツ
レ
か
ら
シ
テ
へ
と
推
移
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
諸
点
に
照
ら
し
て
、
『
通
盛
』
は
、
そ
の
創
作
に
際
し
て
当
初
よ
り
 
 

通
盛
討
死
の
説
話
を
素
材
と
し
、
合
戦
の
様
を
見
せ
場
と
す
る
修
羅
能
と
し
て
 
 

創
作
さ
れ
た
と
は
考
え
＃
い
。
阿
波
の
鳴
門
と
い
う
舞
台
設
定
は
ツ
レ
の
本
説
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再
現
の
た
め
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
即
ち
、
湊
河
で
の
通
盛
の
討
死
よ
 
 

り
も
阿
波
の
鳴
門
を
舞
台
と
す
る
局
の
入
水
と
い
う
悲
話
の
方
に
よ
り
重
点
が
 
 

置
か
れ
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
『
通
盛
』
が
他
の
修
羅
能
に
お
け
る
 
 

よ
う
に
シ
テ
の
本
説
再
現
を
眼
目
と
す
る
曲
な
ら
、
シ
テ
通
盛
が
討
死
し
た
湊
 
 

河
を
舞
台
に
設
定
し
た
は
ず
で
あ
る
。
『
平
家
物
語
』
 
で
は
阿
波
の
鳴
門
で
死
 
 

ん
だ
の
は
局
だ
け
で
あ
る
が
、
前
掲
資
料
り
・
エ
の
 
「
平
家
の
一
門
或
は
討
た
 
 

れ
刊
叫
嘲
叫
引
1
…
」
 
「
平
家
の
一
門
瑚
可
算
て
拾
ひ
た
る
…
」
な
ど
は
局
の
入
 
 

水
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
判
然
と
す
る
。
つ
ま
り
、
『
通
盛
』
 
に
お
い
て
は
小
 
 

宰
相
吊
が
主
題
の
担
い
手
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
 
 

ワ
キ
の
名
ノ
リ
が
観
客
に
山
曲
の
舞
台
を
教
え
、
主
題
を
暗
示
す
る
と
い
う
機
 
 

能
を
持
つ
こ
と
を
想
起
す
る
時
、
阿
波
の
鳴
門
と
い
う
舞
台
設
定
は
、
阿
波
の
 
 

唱
門
に
お
け
る
小
宰
相
局
の
入
水
讃
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
を
見
所
に
す
る
 
 

と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

二
、
ツ
レ
の
成
仏
願
望
と
モ
の
行
方
 
 
 

破
の
二
段
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
法
華
経
を
聴
聞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
竜
 
 

女
で
さ
え
成
仏
で
き
た
の
だ
か
ら
こ
の
姥
も
成
仏
で
善
る
と
い
う
喜
び
、
即
ち
、
 
 

女
人
往
生
論
で
あ
る
竜
女
説
話
を
導
入
し
法
華
経
の
礼
賛
が
行
わ
れ
る
 
［
上
ゲ
 
 

苛
］
 
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
段
の
主
題
は
ツ
レ
で
あ
る
姥
の
成
仏
で
あ
る
が
、
 
 

ッ
レ
の
成
仏
願
望
が
後
場
に
ま
で
及
ぷ
一
貫
し
た
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
に
 
 

着
目
し
た
い
。
そ
の
後
場
は
、
 
 

¶
刊
外
こ
の
八
軸
の
誓
ひ
に
て
…
一
人
も
洩
ら
さ
じ
の
方
便
品
…
 
 

と
い
う
 
［
上
ゲ
寄
］
 
か
ら
始
ま
る
が
、
［
ノ
リ
地
］
 
ま
で
は
「
化
一
切
衆
生
皆
 
 

令
人
仏
道
の
方
便
品
」
を
ワ
辛
が
読
涌
L
、
そ
の
読
経
に
引
か
れ
て
通
盛
夫
婦
 
 

の
霊
が
成
仏
を
願
っ
て
婆
婆
に
立
ち
帰
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
そ
し
て
 
［
サ
 
 

・
エ
 
で
は
局
の
幽
霊
が
成
仏
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
に
対
す
る
妄
執
を
訴
え
な
 
 

が
ら
自
分
の
素
性
を
明
か
す
。
即
ち
、
破
の
二
段
か
ら
 
［
サ
シ
］
ま
で
は
適
盛
 
 

夫
婦
の
成
仏
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
ツ
レ
の
成
仏
が
要
 
 

求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
通
盛
夫
婦
の
成
仏
が
一
曲
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
後
場
前
半
ま
 
 

で
一
貫
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
通
盛
』
が
『
平
家
物
語
』
の
「
あ
か
で
別
し
い
 
 

も
せ
の
な
か
ら
へ
、
必
ひ
と
つ
は
ち
す
に
む
か
へ
た
ま
へ
」
に
代
弁
き
れ
る
小
 
 

宰
相
局
説
話
か
ら
そ
の
素
材
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
後
場
 
 

後
半
で
も
局
の
成
仏
が
語
ら
れ
、
一
曲
の
最
終
部
は
通
盛
夫
娼
の
成
仏
で
終
わ
 
 

る
の
が
順
当
と
思
わ
れ
る
。
『
謡
曲
無
上
』
は
『
通
盛
』
の
素
材
を
「
通
盛
と
 
 

小
宰
相
の
局
の
愛
」
と
す
る
が
、
『
通
盛
』
が
通
盛
夫
婦
の
夫
婦
愛
を
素
材
と
 
 

し
た
曲
な
ら
ば
、
局
の
妄
執
は
通
盛
夫
婦
の
成
仏
へ
と
昇
華
さ
れ
る
べ
き
で
あ
 
 

ろ
う
。
ま
た
そ
れ
が
妄
執
を
語
っ
た
者
が
最
後
に
そ
の
妄
執
を
晴
ら
し
て
成
仏
 
 

す
る
と
い
う
夢
幻
能
の
定
型
で
も
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
『
通
盛
』
に
お
い
て
最
終
部
の
 
［
苛
］
 
［
ヰ
リ
］
 
で
成
仏
す
る
 
 

の
は
、
通
盛
と
木
村
蘇
五
重
章
の
二
人
で
あ
り
、
小
宰
相
局
の
成
仏
に
関
し
て
 
 

は
全
く
語
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
『
通
盛
』
に
は
、
 
 

後
場
前
半
ま
で
一
貫
L
た
流
れ
に
沿
っ
て
語
ら
れ
る
小
宰
相
局
の
成
仏
。
 
 

後
場
後
半
部
の
シ
テ
連
盛
の
戦
死
の
様
と
木
村
源
五
重
章
と
の
成
仏
。
 
 

と
い
う
二
つ
の
成
仏
と
、
こ
の
二
つ
が
融
合
し
た
結
果
と
し
て
の
通
盛
夫
婦
の
 
 

成
仏
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
現
行
形
態
で
は
局
の
成
仏
願
 
 

望
が
成
就
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ツ
レ
の
後
場
登
場
の
必
然
性
も
見
出
せ
な
い
結
末
 
 

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
前
場
で
の
竜
女
説
話
や
後
場
で
の
法
華
経
の
方
 
 

便
品
を
取
り
入
れ
て
訴
え
ら
れ
て
い
る
通
盛
夫
婦
の
成
仏
も
成
就
さ
れ
な
い
。
 
 

そ
の
反
面
、
後
ジ
テ
は
前
場
で
素
性
の
告
白
や
妄
執
語
り
な
ど
の
準
備
が
全
く
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さ
れ
な
い
ま
ま
、
「
越
前
の
三
位
通
盛
、
昔
を
語
ら
ん
そ
の
た
め
に
…
」
と
登
 
 

場
し
て
い
る
。
勿
論
、
 
［
ノ
リ
地
］
 
に
 
「
通
盛
夫
婦
、
お
経
に
引
か
れ
て
」
と
 
 

あ
り
、
［
掛
ケ
台
］
 
で
ワ
辛
が
後
ジ
テ
登
場
の
切
っ
か
け
を
作
っ
て
い
る
が
、
 
 

前
場
の
展
開
や
後
壌
初
頭
か
ら
 
［
ノ
リ
地
］
 
ま
で
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
は
あ
く
 
 

ま
で
も
通
盛
夫
婦
の
成
仏
を
願
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
通
盛
に
戦
死
の
様
を
再
 
 

現
さ
せ
る
た
め
で
は
な
い
。
 
 
 

た
だ
、
連
盛
戦
死
の
様
は
、
そ
の
部
分
だ
け
を
限
定
す
れ
ば
、
 
 

・
シ
テ
の
戦
死
前
の
追
懐
な
ど
が
語
ら
れ
る
。
 
 
 

・
シ
テ
は
戦
死
の
様
の
再
現
の
後
に
成
仏
す
る
。
 
 

と
い
う
修
羅
能
の
定
型
に
収
ま
る
。
シ
テ
連
盛
が
武
将
と
し
て
勇
敢
に
戦
い
終
 
 

に
戦
死
す
る
と
い
う
如
何
に
も
修
羅
能
ら
し
い
展
開
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 
 

一
曲
全
体
の
構
成
面
か
ら
こ
の
シ
テ
の
本
説
再
現
を
捉
え
る
と
、
ツ
レ
の
成
仏
 
 

に
よ
っ
て
通
盛
夫
婦
が
共
に
成
仏
で
き
る
と
い
う
後
場
前
半
ま
で
の
展
開
と
相
 
 

反
す
る
こ
と
に
な
り
、
前
後
に
統
一
性
が
欠
け
る
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
。
即
 
 

ち
、
夢
幻
能
が
シ
テ
中
心
主
義
で
一
貫
さ
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
時
、
『
通
盛
』
 
 

は
シ
テ
中
心
主
義
が
最
も
願
書
で
あ
る
シ
テ
の
木
村
蔚
五
重
章
と
の
成
仏
が
逆
 
 

に
一
曲
の
矛
盾
と
し
て
指
摘
で
き
る
と
い
う
特
異
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
他
の
佳
羅
能
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
『
連
盛
』
と
同
じ
 
 

く
ツ
レ
を
実
質
的
な
主
人
公
と
す
る
『
通
小
町
』
 
で
も
、
小
町
と
少
清
は
共
に
 
 

成
仏
し
て
い
る
。
こ
の
 
『
通
盛
』
 
に
お
け
る
前
後
不
抹
〓
は
、
阿
波
の
鳴
門
と
 
 

い
う
舞
台
設
定
を
は
じ
め
、
竜
女
説
話
に
よ
る
ツ
レ
の
成
仏
願
望
、
そ
し
て
ツ
 
 

レ
の
妄
執
語
り
へ
と
続
く
一
連
の
ツ
レ
主
役
的
展
開
と
、
後
ヅ
レ
登
場
以
降
の
 
 

シ
テ
主
役
的
展
開
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
L
た
形
で
別
個
の
物
語
を
形
成
し
て
 
 

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
第
四
節
で
も
触
れ
る
が
、
『
平
家
物
 
 

語
』
で
は
局
の
入
水
の
切
っ
か
け
と
し
て
し
か
言
及
さ
れ
な
い
通
盛
討
死
詩
を
、
 
 

適
盛
像
を
誇
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
盛
を
主
人
公
と
す
る
説
話
に
仕
立
て
 
 

て
お
り
、
そ
の
結
果
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

後
場
の
 
［
掛
ケ
台
］
 
で
ワ
ヰ
は
ツ
レ
と
シ
テ
の
両
者
に
「
い
か
な
る
人
に
て
 
 

ま
し
ま
す
ぞ
」
と
質
疑
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
シ
テ
だ
け
が
「
苦
を
語
ら
ん
 
 

そ
の
た
め
に
」
と
そ
の
目
的
ま
で
述
べ
る
点
に
、
『
通
盛
』
改
作
の
一
端
が
額
 
 

え
る
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
ツ
レ
と
シ
テ
申
関
係
と
モ
の
役
割
 
 
 

ツ
レ
の
本
説
再
現
が
行
わ
れ
る
破
の
三
段
（
d
）
 
で
興
味
深
い
の
は
、
シ
テ
 
 

の
役
割
で
あ
る
。
［
問
答
］
 
で
ワ
辛
が
シ
テ
に
 
「
と
り
わ
き
い
か
な
る
人
こ
の
 
 

浦
に
て
果
て
給
ひ
て
幌
ぞ
」
と
尋
ね
、
シ
テ
は
こ
れ
に
対
し
て
「
中
に
も
小
宰
 
 

相
の
局
こ
そ
…
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
 
［
ク
ド
キ
］
か
ら
局
の
入
水
の
様
が
再
 
 

現
さ
れ
て
前
項
が
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
破
の
三
段
は
ツ
レ
の
本
説
再
現
を
頂
 
 

点
と
す
る
ツ
レ
の
物
語
で
一
貫
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
シ
テ
の
役
割
 
 

は
、
次
の
二
点
に
要
約
で
き
る
。
 
 
 

①
ヮ
キ
へ
の
ツ
レ
に
関
す
る
情
報
伝
達
。
 
 
 

②
ツ
レ
の
本
説
再
現
を
導
く
切
っ
か
け
形
成
。
 
 

ワ
辛
が
シ
テ
の
昔
物
語
を
導
く
切
っ
か
け
を
作
り
、
（
シ
テ
の
昔
物
語
1
シ
テ
 
 

の
素
性
を
明
か
す
）
 
と
展
開
き
れ
る
の
が
夢
幻
能
に
お
け
る
破
の
三
段
の
定
型
 
 

で
あ
る
。
こ
の
被
の
三
段
で
ワ
キ
は
シ
テ
の
昔
物
語
を
導
く
脇
役
と
L
て
の
本
 
 

来
的
な
機
能
を
忠
実
に
果
た
し
、
ま
た
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
シ
テ
の
妄
執
を
如
 
 

何
な
る
形
で
解
消
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
後
場
の
最
も
重
要
な
眼
目
で
も
あ
 
 

る
。
つ
ま
り
、
破
の
二
段
ま
で
の
序
的
な
展
開
か
ら
一
曲
の
主
題
へ
と
接
近
す
 
 

る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
破
の
二
段
ま
で
全
く
語
ら
れ
な
い
シ
テ
の
素
性
が
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や 傍 
、 鞍 

t 
、 

部 
中 は 

た 
に 
望 

み」  
と 

云時 
、 

大 
夫 
も 

『 、 

つ 
打 

』 れも 
立 
。 

「 
め 

に の 

る と 

な 
く 
々 

り  と  

長
元
年
こ
冨
ヱ
 
に
示
さ
れ
た
演
出
か
ら
も
窺
え
る
。
 
 
 

一
、
脇
。
二
人
僧
。
本
脇
、
経
懐
中
。
扇
指
。
数
珠
持
。
 
 

（
中
略
）
 
 

二
此
二
声
、
不
乗
梓
橋
が
、
り
を
あ
よ
l
み
て
船
に
の
る
。
 
 

樟
を
と
る
。
一
声
・
小
謡
、
如
文
吉
余
情
あ
る
ぺ
し
。
 
 

破
の
三
段
で
初
め
て
言
及
さ
れ
る
点
か
ら
も
窺
え
る
。
こ
の
定
型
に
沿
う
な
ら
 
 

ば
、
『
適
盛
』
に
お
い
て
も
シ
テ
は
ワ
キ
に
自
分
の
素
性
に
関
す
る
暗
示
乃
至
 
 

告
白
を
L
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
①
に
は
シ
テ
自
身
の
素
性
に
関
す
 
 

る
言
及
は
全
く
為
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
シ
テ
が
一
曲
の
主
題
を
担
う
と
い
 
 

う
シ
テ
本
来
の
機
能
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
②
も
、
一
曲
の
主
題
 
 

を
担
う
主
人
公
は
シ
テ
で
あ
る
と
い
う
式
は
成
立
し
な
い
。
即
ち
『
通
盛
』
の
 
 

破
の
三
段
で
は
、
ツ
レ
を
主
役
、
シ
テ
を
脇
役
と
し
、
シ
テ
と
ツ
レ
の
位
置
関
 
 

係
が
逆
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
下
問
少
進
の
 
『
壷
井
抄
』
 
（
犀
 
 

扁
を
さ
し
、
 
 

…
」
パ
叫
J
瑠
叫
 
 

傍 の 

韓 で 
あ 
る 

。   

に 
、 

『 
二 通 

盛 
』 
に 

おけ 
る 

シ 

テ 

は 

テ 

主 

距 

シ中心義とは離があ  
」  』  
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よ
 
庸
さ
も
あ
ら
ば
お
も
ふ
子
細
有
。
此
磯
近
く
寄
給
へ
 
Ⅸ
云
仰
せ
に
 
 

随
ひ
こ
き
よ
せ
ミ
れ
ば
 
竺
一
人
の
僧
ハ
巌
の
う
へ
に
 
叫
引
い
さ
り
の
 
 
 

舟
ハ
岸
の
陰
 
根
葦
火
の
影
を
侶
初
に
。
お
経
を
ひ
ら
き
韻
謂
す
る
 
叫
 
 
 

引
有
難
や
い
さ
り
す
る
。
業
ハ
あ
し
火
と
お
も
ひ
し
に
 
捷
よ
き
灯
に
な
 
 

る
と
の
う
ミ
の
 
王
下
弘
誓
探
如
晦
歴
劫
ふ
し
儀
の
き
え
ん
に
よ
り
て
。
 
 

五
十
展
轄
の
随
喜
功
徳
品
 
 

（
菊
崖
家
二
番
桜
本
）
 
 

「
巧
一
人
」
の
場
合
、
一
般
的
に
シ
テ
と
ワ
キ
と
ワ
キ
プ
レ
の
三
人
が
考
え
ら
れ
 
 

る
が
、
こ
の
場
合
は
、
そ
の
詞
葺
の
内
容
か
ら
「
H
」
を
僧
二
人
と
は
解
せ
な
 
 

い
。
即
ち
、
傍
線
部
の
 
「
云
Ⅸ
」
 
「
ば
云
」
は
一
体
誰
を
指
す
の
か
が
問
題
に
 
 

な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

①
シ
テ
と
二
人
 
 
②
シ
テ
を
含
む
二
人
h
㍑
＝
＝
㍑
 
 

こ
の
 
［
蹄
ケ
合
］
は
、
ワ
手
と
の
問
答
形
式
で
あ
り
、
「
た
そ
や
此
鳴
門
の
…
」
 
 

の
ワ
キ
の
問
い
に
対
す
る
台
詞
で
あ
る
か
ら
、
b
で
は
な
か
ろ
う
。
一
方
の
a
 
 

の
シ
テ
・
ツ
レ
の
同
吟
を
 
「
甲
真
」
と
表
記
し
た
と
も
考
え
＃
い
。
現
に
こ
の
 
 

［
掛
ケ
台
］
直
前
の
 
［
サ
シ
］
を
初
め
と
す
る
シ
テ
・
ツ
レ
の
同
吟
は
、
 
 
 

可
首
よ
り
く
ヾ
る
夜
の
雨
乃
。
草
間
に
通
ふ
風
な
ら
で
ハ
。
音
す
る
も
凸
 
 

も
波
枕
に
…
 
 

の
如
く
全
て
「
二
人
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
誓
－
人
」
と
「
云
」
は
区
別
さ
れ
て
い
 
 

る
。
従
っ
て
「
ば
王
」
を
②
と
解
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
で
は
①
の
 
「
シ
テ
と
 
 

二
人
」
の
計
三
人
の
内
、
局
と
浦
の
老
人
を
除
く
も
う
一
人
は
一
体
誰
な
の
か
。
 
 

ワ
キ
で
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
［
掛
ケ
台
］
 
の
内
容
か
ら
、
シ
テ
・
ツ
レ
 
 

の
成
仏
を
一
緒
に
善
ペ
る
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
浮
上
す
る
 
 

の
が
ツ
レ
で
あ
る
局
の
乳
母
で
あ
る
。
大
胆
な
推
測
で
あ
る
が
、
元
来
は
舞
台
 
 

に
豊
壌
し
て
局
の
入
水
を
引
き
止
め
る
役
を
担
っ
て
い
た
乳
母
が
、
室
町
末
期
 
 

の
能
の
整
理
に
際
し
て
省
略
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
シ
テ
が
乳
母
役
を
代
行
す
る
 
 

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
［
名
ノ
リ
］
に
「
こ
の
浦
は
弔
詞
叫
」
 
 

門
有
る
ひ
は
討
た
れ
…
」
と
あ
る
「
平
家
一
門
」
を
、
乳
母
を
も
含
め
る
「
平
 
 

家
一
門
」
と
取
っ
て
、
船
上
の
 
「
竺
一
人
」
は
浦
の
老
人
・
局
・
乳
母
の
三
人
と
 
 

取
る
の
が
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
平
家
物
語
』
の
乳
母
が
局
を
説
得
し
入
 
 

水
を
諦
め
き
せ
よ
う
と
す
る
場
面
が
、
『
通
盛
』
で
は
乳
母
が
局
の
入
水
を
自
 
 

ら
引
き
止
め
る
と
い
う
ふ
う
に
脚
色
さ
れ
、
入
水
す
る
局
と
そ
の
相
手
役
の
乳
 
 

母
と
い
う
組
役
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
乳
母
が
登
場
し
な
い
方
が
 
 

不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
和
泉
流
問
語
り
‡
で
は
、
 
 

乳
母
申
さ
れ
候
は
。
細
心
の
安
か
ら
ぬ
事
。
和
一
人
に
限
ら
ず
。
た
が
身
 
 

の
上
に
も
あ
る
和
事
に
て
候
と
。
色
々
と
ヾ
め
申
き
れ
け
れ
ど
も
。
眉
ひ
 
 

切
り
絵
ふ
勧
事
な
れ
ば
…
 
 

と
、
乳
母
が
局
の
入
水
を
終
に
引
き
止
め
る
こ
と
が
で
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
 
 

す
る
言
及
が
あ
る
。
間
語
り
が
前
場
で
の
展
開
を
繰
り
返
し
観
客
に
説
明
す
る
 
 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
時
、
こ
の
和
泉
流
間
語
り
は
乳
母
が
前
場
で
登
 
 

場
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
解
せ
る
。
 
 
 

更
に
推
測
を
交
え
る
な
ら
ば
、
［
掛
ケ
含
］
末
尾
の
 
「
王
」
は
シ
テ
・
ツ
レ
 
 

・
ワ
ヰ
で
は
な
く
、
局
・
乳
母
・
滴
の
老
人
と
取
る
ペ
重
か
も
知
れ
な
い
。
「
 
 

五
十
展
特
の
陸
産
功
徳
品
を
讃
涌
す
る
こ
と
よ
」
と
い
う
成
仏
で
き
る
喜
び
を
 
 

表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
連
盛
夫
婦
が
成
仏
で
き
る
l
」
と
に
対
す
る
船
上
の
 
 

三
人
の
喜
び
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
『
選
書
抄
』
 
で
は
こ
の
部
分
の
役
表
記
 
 

が
 
「
快
王
」
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

以
上
、
乏
し
い
資
料
に
推
測
を
加
え
て
『
逓
盛
』
に
お
け
る
乳
母
登
場
問
題
 
 

与
検
討
し
て
み
た
が
、
乳
母
役
の
省
喝
が
世
阿
弥
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
の
か
、
 
 

或
は
前
場
末
尾
の
 
［
上
ゲ
苛
］
と
 
［
掛
ケ
告
］
 
の
乳
母
役
省
略
が
同
時
に
行
わ
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⑳
兄
通
盛
夫
婦
。
お
経
に
引
か
れ
て
…
沖
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
法
や
な
1
 
 

姥
頑
盛
夫
婦
…
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
法
や
な
 
 

（
資
料
オ
）
 
 

伝
本
に
よ
っ
て
保
持
す
る
異
同
の
組
合
せ
は
異
な
る
が
、
そ
れ
は
能
の
様
式
の
 
 

異
同
が
確
認
で
き
る
。
 
 

①
輝
明
日
ま
た
斯
く
こ
そ
あ
る
ペ
け
れ
 
 

②
汗
身
の
行
末
の
日
数
な
り
 
 

③
滑
命
の
為
に
 
 

⑥
沖
泊
り
定
め
ぬ
 
 

⑤
滑
仰
せ
に
従
ひ
さ
し
寄
せ
見
れ
ば
 
 

⑥
汁
漁
り
の
舟
は
岸
の
陰
 
 

⑦
沖
あ
り
が
た
や
漁
り
す
る
 
 

⑧
汀
閏
弘
雪
渓
加
商
歴
劫
 
 

⑨
汁
肯
令
入
仏
道
の
 
 

れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
含
め
て
、
前
掲
資
料
だ
け
で
直
接
世
阿
弥
時
代
の
 
『
 
 

適
盛
』
の
在
り
様
ま
で
遡
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
室
 
 

町
末
期
の
様
式
の
整
理
以
前
の
 
『
通
盛
』
 
の
一
端
を
伝
え
る
徴
証
と
見
て
よ
い
 
 

の
な
ら
、
そ
れ
以
前
の
 
『
通
盛
』
 
の
一
形
態
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
 
 

局
の
組
役
で
あ
る
乳
母
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
行
の
 
『
通
盛
』
 
に
比
 
 

べ
て
、
よ
り
一
層
ツ
レ
小
宰
相
局
の
役
が
重
い
曲
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
 
 

か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

『
通
盛
』
 
の
現
行
形
態
は
シ
テ
中
心
主
義
の
定
型
か
ら
外
れ
る
と
い
う
こ
と
 
 

は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
室
町
末
期
の
様
式
の
整
理
以
前
の
 
『
適
盛
』
 
 

は
、
乳
母
登
場
問
題
を
含
め
、
よ
り
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
曲
で
あ
っ
た
よ
う
 
 

で
あ
る
。
こ
れ
を
端
的
に
現
し
て
い
る
の
が
室
町
末
期
の
謡
本
に
お
け
る
役
表
 
 

記
で
あ
る
。
前
掲
の
 
（
菊
豆
家
二
番
楳
本
）
 
以
外
に
も
次
の
よ
う
な
役
表
記
の
 
 

l
≠
 
 
 

l
ニ
人
 
 

－
†
ニ
人
 
 

1
∴
汀
≠
ニ
1
／
 
二
人
 
 

l
－
丁
目
 
 

l
⊥
▼
⊥
■
人
 
 

－
†
－
T
．
、
 
 

l
書
人
 
 

1
姥
／
ニ
1
 
 

の と 
如 な 

じ 

さ乃。方便品を講涌する。 っており、ワ辛が通盛夫婦の菩 
提 
を 
弔 
う 
こ 
と 
を 
明 

言し 

ている。  

整 
理 
が 
未 

関 だ 
定 
着 
し 
て 
い 
な 
い 

故 
の 
不 
統 
一 
で 

あ 

ろ 

う 
。 

資 
叫 料 

オ 

か 
ら 

、 

様 
か  

）  

式  

あ
と
と
ふ
ら
ハ
ん
と
此
八
軸
の
ち
か
ひ
に
て
。
 
 ′
1
一
人
も
洩
ら
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御
嘲
を
御
吊
あ
れ
か
し
と
存
侯
 
 

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
傍
証
と
な
ろ
う
。
 
 
 

現
行
曲
で
は
資
料
オ
の
該
当
部
の
役
表
記
が
全
て
シ
テ
中
心
に
な
っ
て
い
る
 
 

が
、
こ
れ
は
能
の
様
式
の
整
理
を
経
た
結
果
、
江
戸
期
以
降
に
徐
々
に
統
一
き
 
 

れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
伝
本
の
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
現
行
形
態
 
 

に
近
似
し
て
行
く
こ
と
か
ら
分
か
る
。
第
二
節
で
述
べ
た
ツ
レ
の
成
仏
の
行
方
 
 

が
不
明
な
の
は
、
一
次
的
に
は
世
阿
弥
の
改
作
に
よ
る
理
由
が
大
と
思
わ
れ
る
 
 

が
、
室
町
末
期
の
憶
の
整
理
に
お
け
る
通
盛
夫
婦
か
ら
通
盛
へ
の
変
容
も
一
つ
 
 

の
要
因
と
し
て
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
如
く
、
『
適
盛
』
は
世
阿
弥
の
改
作
以
後
も
漸
進
的
に
そ
の
変
容
の
 
 

道
を
辿
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
変
容
と
は
、
「
通
盛
夫
婦
」
か
ら
シ
テ
 
 

通
盛
中
心
主
義
へ
の
整
理
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
適
盛
』
は
こ
の
整
理
 
 

を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
修
羅
能
的
な
洗
練
さ
れ
た
も
の
へ
と
変
貌
し
て
 
 

い
っ
た
の
で
あ
る
。
『
適
盛
』
は
前
場
に
男
女
が
現
わ
れ
て
古
能
の
面
影
が
あ
 
 

り
、
そ
れ
は
世
阿
弥
の
改
作
に
よ
っ
て
典
型
的
な
形
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
彗
と
 
 

指
摘
き
れ
て
い
る
が
、
室
町
末
期
の
能
の
様
式
の
整
理
以
前
の
 
『
連
盛
』
に
は
、
 
 

そ
の
面
影
が
よ
り
願
書
に
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

四
、
F
丑
盛
h
の
本
税
受
容
態
度
 
 
 

『
連
盛
』
の
戦
闘
場
面
は
他
の
修
羅
能
に
比
べ
る
と
短
く
簡
略
で
あ
り
、
［
 
 

ク
セ
］
も
合
戦
の
様
で
は
な
く
適
盛
夫
婦
の
離
別
の
描
写
で
あ
る
。
『
通
盛
』
 
 

に
は
、
こ
の
よ
う
に
世
阿
弥
作
の
他
の
修
羅
能
と
の
相
違
点
が
多
々
指
摘
で
き
 
 

る
が
、
こ
れ
は
本
説
受
容
の
面
で
も
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

例
え
ば
『
忠
度
』
は
、
須
磨
の
浦
で
討
死
し
た
忠
度
の
説
話
を
踏
ま
え
て
は
 
 

通盛夫婦の御亡心顕 
れ 

御 
軽 
暖 
間 
育 
た 
る 

と 

存 
候 
問  
ミ
ち
も
り
夫
婦
の
 
 

い
る
が
、
前
場
で
は
「
桜
の
木
」
を
中
心
と
す
る
能
独
白
の
 
「
風
情
に
成
休
」
 
 

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』
か
ら
そ
の
素
材
を
求
め
る
修
羅
能
が
、
 
 

そ
の
亜
流
に
留
ま
ら
ず
、
独
立
し
た
芸
能
と
し
て
建
立
す
る
た
め
に
 
「
風
情
に
 
 

成
体
を
書
く
」
工
夫
が
要
求
き
れ
た
こ
と
は
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
書
で
確
認
で
 
 

き
る
。
『
敦
盛
』
 
『
親
政
』
の
 
「
笛
」
 
「
扁
」
も
こ
の
工
夫
が
具
体
的
に
作
品
 
 

に
現
れ
た
例
と
解
せ
る
。
従
っ
て
 
『
通
盛
』
 
の
場
合
も
、
創
作
当
初
よ
り
接
尾
 
 

能
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
『
風
姿
花
伝
』
や
『
三
通
』
に
あ
る
よ
う
に
、
「
源
平
 
 

の
名
将
の
人
体
の
本
説
」
を
 
「
花
鳥
風
月
に
作
り
寄
せ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
 
 

花
や
か
な
る
所
あ
る
面
白
き
能
」
に
し
た
て
ら
れ
て
い
る
ペ
き
で
あ
ろ
う
。
し
 
 

か
し
な
が
ら
、
『
通
盛
』
の
前
場
に
は
「
桜
の
木
」
に
相
応
す
る
「
風
情
」
が
 
 

な
く
、
局
の
入
水
が
再
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
感
得
さ
れ
る
後
場
へ
の
期
待
 
 

は
局
の
成
仏
で
あ
り
、
通
盛
の
戦
闘
場
面
で
は
な
い
。
乳
母
が
局
を
説
得
し
て
 
 

入
水
を
諦
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
を
、
『
通
盛
』
で
は
、
乳
母
自
ら
手
を
取
っ
 
 

て
引
き
止
め
る
場
面
に
脚
色
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
局
の
入
水
に
劇
的
効
果
を
 
 

与
え
、
緊
迫
し
た
場
面
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
 
 
 

・
た
れ
を
頼
み
て
な
が
ら
ふ
ペ
き
…
主
従
泣
く
泣
く
手
看
取
り
組
み
舟
端
に
 
 

臨
む
1
該
当
本
文
ナ
シ
。
 
 
 

・
め
の
と
泣
く
泣
く
取
り
付
き
て
、
思
し
め
し
留
ま
り
給
へ
と
1
め
の
と
の
 
 

ね
う
ば
う
廃
を
は
ら
／
＼
と
な
が
し
て
…
御
身
を
な
げ
て
も
よ
し
な
善
事
 
 

也
。
・
‥
さ
め
ぐ
と
か
き
く
ど
き
け
れ
ば
…
（
巻
九
・
「
小
事
相
身
投
」
）
 
 

即
ち
前
場
で
は
、
阿
波
の
鳴
門
や
ツ
レ
の
成
仏
願
望
な
ど
と
も
相
侯
っ
て
、
主
 
 

人
公
を
小
宰
相
局
と
す
る
物
語
の
展
開
が
窺
え
る
が
、
こ
れ
は
『
連
盛
』
の
前
 
 

場
が
当
時
流
布
し
た
局
の
入
水
講
を
再
現
す
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
か
ら
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

更
に
は
、
「
席
平
の
名
将
」
 
で
あ
る
ペ
き
シ
テ
を
、
『
平
家
物
語
』
に
戦
闘
 
 
 



場
面
を
語
ら
れ
ず
、
ま
た
忠
直
の
よ
う
な
独
立
L
た
説
話
と
し
て
も
語
ら
れ
な
 
 

い
適
盛
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、
『
通
盛
』
が
創
作
当
初
よ
り
通
盛
討
死
詩
を
本
 
 

説
と
L
た
修
産
能
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
適
盛
討
死
の
酷
拠
は
特
定
し
難
 
 

く
「
老
馬
」
 
「
萬
足
」
 
「
小
事
相
身
投
」
な
ど
か
ら
そ
の
素
材
を
蒐
集
し
て
い
 
 

る
と
思
わ
れ
る
が
、
何
れ
も
大
幅
な
創
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
 
［
名
 
 

ノ
リ
グ
リ
］
 
の
 
「
名
を
天
下
に
上
げ
」
や
、
『
平
家
物
語
』
で
の
自
害
す
る
た
 
 

め
に
東
に
何
か
う
通
盛
が
 
［
掛
ケ
合
］
 
で
は
敵
を
待
つ
と
い
う
勇
猛
な
通
盛
へ
 
 

と
転
換
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
例
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
通
盛
』
の
前
場
と
後
場
で
は
そ
の
本
説
受
容
態
度
が
異
な
 
 

る
。
前
場
が
「
小
事
相
身
投
」
を
踏
ま
え
て
い
る
の
に
対
し
、
後
場
で
は
勇
猛
 
 

な
武
将
通
盛
を
創
り
上
げ
て
お
り
、
更
に
 
［
ク
セ
］
 
で
は
、
「
老
馬
」
で
の
 
「
 
 

通
盛
細
は
…
北
の
方
む
か
へ
た
て
ま
〈
ヮ
】
て
、
最
後
の
な
ご
り
お
し
ま
れ
け
り
」
 
 

の
記
事
を
背
景
に
、
「
名
残
惜
し
み
の
お
杯
通
盛
酌
を
取
り
…
」
と
い
う
通
盛
 
 

夫
娼
の
惜
別
場
面
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
盛
の
悲
恋
物
語
へ
と
展
開
 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
填
で
の
勇
猛
な
武
将
通
盛
と
局
と
の
悲
恋
物
語
 
 

を
持
つ
風
情
あ
る
通
盛
は
、
創
作
で
あ
り
、
「
平
家
の
物
語
の
ま
～
に
書
ペ
し
」
 
 

に
符
合
L
な
い
。
 
 
 

以
上
の
諸
点
か
ら
、
『
通
盛
』
は
修
羅
髄
の
定
型
が
完
成
さ
れ
る
以
前
に
改
 
 

作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
井
阿
弥
作
の
原
「
通
盛
」
は
当
時
流
布
し
て
い
た
小
 
 

宰
相
局
説
話
を
本
説
と
し
た
通
盛
夫
婦
の
物
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
 
 

て
そ
の
本
説
で
あ
る
『
平
家
物
語
』
の
本
文
の
中
で
も
、
そ
の
本
説
の
中
心
を
 
 

成
す
の
は
、
入
水
す
る
直
前
に
西
方
の
空
に
向
か
っ
て
述
べ
た
 
 

あ
か
で
別
し
も
せ
の
な
か
ら
へ
、
必
ひ
と
つ
は
ち
す
に
む
か
へ
た
ま
へ
 
 

と
い
う
局
の
悲
願
の
言
葉
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
 
 

の し 
『 

五、 
は 

む 
す 
ぴ   

が 
改 
通盛』世阿弥作 漸 
し 
て 
今 
日 

の 
形 

」 に 

し 
た 
と 

書 さ 
れ 

」 て 
い 
る 

。し 

と 形 
か  



ーユ5－ 1通塵J論  

（ 論 資 
1 本 料 

稿 過 
書 
き 

記 て 

狂 〕   行 
言 六二 『 く 
事 大 『 に 

典 年 、 

』 度 青 
西 
野 

に 葉 
筑 に 

春 波 花 
雄 大 を 
・ 学 咲 
羽 文 か 
田 芸 

言 
甘 

碑 心 
編、 語 d 

里 研 し 
平 究 u叫 

凡 科 心 
社 に に 

、 提 
昭 出 縛 
和 し せ 
六 た ら 
二 修 れ 
年 士  て 緊、  

（
3
）
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
∴
禅
竹
』
義
幸
・
加
藤
周
一
校
注
、
岩
波
書
 
 

店
、
昭
和
五
九
年
。
以
後
、
憶
楽
論
本
文
は
思
相
心
大
系
本
に
よ
る
。
ま
 
 

た
特
に
注
が
な
い
限
り
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
 
 

（
4
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
下
』
高
木
市
之
助
他
三
名
校
注
、
岩
 
 

波
書
店
、
昭
和
五
九
年
。
以
後
、
特
に
注
が
な
い
限
り
『
平
家
物
語
』
 
 

本
文
は
大
系
本
に
よ
る
。
謡
曲
と
『
平
家
物
語
』
の
関
係
を
論
じ
る
腔
、
 
 

『
平
家
物
語
』
諸
本
の
吟
味
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
 
 

特
に
論
旨
に
関
わ
る
異
同
が
な
い
限
り
省
略
し
、
そ
の
呼
称
も
『
平
家
 
 

物
語
』
 
に
統
一
し
た
。
 
 

（
5
）
下
掛
り
写
本
、
天
文
元
年
清
水
弥
左
衛
門
奥
書
選
書
抄
、
五
冊
、
天
理
 
 

（
「
適
音
抄
」
大
泉
頃
写
）
五
十
番
っ
 
『
国
書
籍
日
録
』
に
よ
る
。
 
 

（
6
）
下
掛
り
写
本
、
法
大
能
楽
（
「
菊
匿
家
旧
頭
重
屋
本
系
諸
本
」
慶
長
・
 
 

元
和
頃
写
）
百
番
。
法
政
大
学
能
禁
研
究
所
『
蔵
書
目
録
附
解
題
』
 
に
 
 

よ
る
□
 
 

（
－
）
下
掛
り
写
本
、
拍
山
 
（
「
慶
長
頃
筆
東
大
寺
本
」
慶
長
二
刀
和
頃
写
）
 
 

九
五
番
。
『
湾
山
文
庫
本
の
研
究
－
謡
本
の
部
－
』
 
（
義
幸
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
8
）
 
『
狂
言
集
成
』
野
々
村
戒
三
・
安
藤
常
次
郎
編
、
春
陽
堂
、
昭
和
六
年
。
 
 

（
9
）
 
「
世
阿
弥
に
お
け
る
修
羅
の
系
譜
∃
そ
の
演
劇
的
性
格
に
触
れ
て
」
、
 
 

八
罵
正
治
、
『
芸
能
史
研
究
』
仙
四
三
。
 
 

（
皿
）
 
「
作
品
研
究
卒
都
婆
小
町
」
、
伊
藤
正
義
、
『
胡
世
』
昭
和
五
七
年
九
 
 

月
。
 
 

（
u
）
 
『
丹
後
物
旺
』
 
に
は
、
「
父
母
」
 
「
今
は
夫
婦
な
が
ら
」
 
「
夫
婦
共
に
」
 
 

な
ど
の
よ
う
な
井
阿
弥
段
階
の
 
「
夫
婦
共
に
物
狂
す
る
能
」
の
痕
跡
が
 
 

多
々
確
認
で
き
る
。
 
 

（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
研
究
科
学
生
）
 
 
 


