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太
宰
治

「
浦
島
さ
ん
」
の
成
立
に
つ
い
て

ー
「
続
浦
島
子
伝
記
」
を
中
心
に
｜

霊リ

金
宝

は
じ
め
に

「
浦
島
さ
ん
」
は
昭
和
二
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
太
宰
治
の
「
お
伽
草
紙
」

に
収
録
さ
れ
た
四
つ
の
物
語
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
「
お
伽
草
紙
」
は
「
前
書
き
」

と
「
癌
取
り
」
、
「
浦
島
さ
ん
」
、
「
カ
チ
カ
チ
山
」
、
「
舌
切
雀
」
の
四
つ
の
物

語
か
ら
な
る
。
終
戦
直
前
に
、
あ
る
父
が
防
空
壕
の
中
で
五
歳
の
女
の
子
の

た
め
に
絵
本
を
読
ん
で
聞
か
せ
た
と
い
う
設
定
で
、
四
つ
の
物
語
は
子
供
に

読
ん
で
や
っ
た
内
容
で
あ
る
。

太
宰
治
は
、
「
癌
取
り
」
の
書
き
出
し
で
「
こ
の
癌
取
り
の
話
に
限
ら
、
ず
、

次
に
展
開
し
て
見
よ
う
と
思
う
浦
島
さ
ん
の
話
で
も
、
ま
ず
日
本
書
紀
に
そ

の
事
実
が
ち
ゃ
ん
と
記
載
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
万
葉
に
も
浦
島
を
詠
じ

た
長
歌
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
、
丹
後
風
土
記
や
ら
本
朝
神
仙
伝
な
ど
と
い
う

も
の
に
依
っ
て
も
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
し
、
ま

た
、
つ
い
最
近
に
於
い
て
は
鴎
外
の
戯
曲
が
あ
る
し
、
遺
遥
な
ど
も
こ
の
物

語
を
舞
曲
に
し
た
事
は
な
か
っ
た
か
し
ら
、
と
に
か
く
、
能
楽
、
歌
舞
伎
、

芸
者
の
手
踊
り
に
至
る
ま
で
、
こ
の
浦
島
さ
ん
の
登
場
は
お
び
た
だ
し
い
」

（注
1
）
と
書
い
て
、
「
浦
島
さ
ん
」
の
原
典
と
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
、
『
万
葉

集
』
、
『
丹
後
風
土
記
』
、
『
本
朝
神
仙
伝
』
、
「
森
鴎
外
の
戯
曲
」
、
「
遁
遥
の
舞

曲
」
な
ど
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
太
宰
治
が
、
こ
れ
ら
の
本
を
実
際
に
読
ん

だ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
読
ん
だ
と
し
て
も
「
む
か
し
読
ん

だ
筈
」
の
本
で
、
「
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
」
が
残
っ
て
い
た
だ
け
な
の
で
、
「
浦

島
さ
ん
」
に
与
え
た
影
響
は
限
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
太
宰
治
と
の
関
連
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
ま
っ
た
く
言
及
さ

れ
て
い
な
い
『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
続
浦
島
子
伝
記
」
を
中
心
に
し
て
、

「
浦
島
さ
ん
」
の
成
立
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
室
町
時
代
以
前
の
浦
島
説
話

重
松
明
久
の
論
（
注
2
）
に
依
る
と
、
浦
島
説
話
は
室
町
時
代
に
な
っ
て
か

ら
、
明
ら
か
な
変
容
を
遂
げ
、
主
人
公
の
名
前
は
「
浦
島
子
」
か
ら
「
浦
島

太
郎
」
へ
、
物
語
の
舞
台
は
「
蓬
莱
山
」
か
ら
「
龍
宮
城
」
へ
移
り
変
わ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
室
町
時
代
以
前
の
浦
島
説
話
の
舞
台
は
「
万
葉
集
」
に
お

け
る
「
海
若
の
宮
」
の
ほ
か
は
、
す
べ
て
「
蓬
莱
山
」
に
設
定
さ
れ
て
い
た

が
、
室
町
時
代
に
入
っ
て
説
話
の
舞
台
が
一
変
し
、
「
蓬
莱
山
」
は
一
向
現
れ

ず
、
代
わ
り
に
「
龍
宮
城
」
が
現
れ
る
。
太
宰
治
の
「
浦
島
さ
ん
」
に
お
い

て
は
、
「
蓬
莱
も
龍
宮
も
同
じ
様
な
場
所
な
ん
だ
か
ら
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

室
町
時
代
以
前
の
舞
台
で
あ
っ
た
「
蓬
莱
」
が
出
て
き
て
、
「
龍
宮
」
と
同
一

視
し
て
い
る
の
で
、
「
浦
島
さ
ん
」
の
執
筆
に
際
し
て
、
太
宰
は
室
町
時
代
以

前
の
浦
島
説
話
を
参
照
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、
室
町
時
代
以
前
の
主
人
公
の
名
前
は
「
浦
島
子
」
で
あ
る
。
こ
の

「
浦
島
子
」
の
「
子
」
と
い
う
文
字
は
中
国
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な

い
か
。
古
代
の
中
国
で
、
聖
人
と
か
神
仙
と
か
の
名
前
に
「
子
」
と
い
う
文

字
を
つ
け
て
、
尊
敬
の
意
を
表
わ
す
の
は
あ
り
ふ
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
例
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え
ば
、
聖
人
の
場
合
は
孔
子
、
老
子
、
荘
子
な
ど
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。

名
前
に
「
子
」
と
い
う
字
が
付
い
て
い
る
神
仙
は
、
「
列
仙
伝
」
で
は
、
赤
松

子
、
寧
封
子
、
老
子
、
滑
子
、
幼
伯
子
、
窪
文
子
、
慣
子
、
赤
髪
子
、
邪
子

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
神
仙
伝
」
で
は
、
広
成
子
、
墨
子
、
天
円
子
、
玉
子
、

北
極
子
が
あ
る
。
室
町
時
代
以
降
、
主
人
公
の
名
前
は
一
変
し
て
、
「
浦
島
太

郎
」
に
変
わ
っ
た
。
こ
の
「
太
郎
」
と
い
う
宇
は
男
ま
た
は
長
男
の
名
前
に

付
け
る
だ
け
で
、
格
別
な
尊
敬
の
意
は
込
め
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
太
宰
治
の
「
浦
島
さ
ん
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
お
け
る
「
さ
ん
」

は
苗
字
の
後
に
つ
け
て
、
尊
敬
を
表
わ
し
て
お
り
、
室
町
時
代
以
前
の
「
浦

島
子
」
の
「
子
」
に
依
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
浦
島
さ
ん
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
に
お
け
る
「
さ
ん
」
は
太
宰
治
は
室
町
時
代
以
前
の
浦
島
説
話
を

参
照
し
た
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
先
行
研
究
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
「
浦
島
さ
ん
」
に
お

い
て
、亀

の
甲
羅
に
浦
島
が
腰
を
お
ろ
し
た
と
み
る
み
る
亀
の
背
中
は
ひ
ろ
が
っ

て
畳
二
枚
く
ら
ゐ
敷
け
る
く
ら
い
の
大
き
さ
に
な
り
、
ゆ
ら
り
と
動
い
て
海

に
は
ひ
る
。
汀
か
ら
一
了
ほ
ど
泳
い
で
、
そ
れ
か
ら
亀
は
、
「
引
判
寸
札
制
剖

つ
ぶ
っ
て
。
」
と
き
び
し
い
口
調
で
命
令
し
、
浦
島
は
素
直
に
眼
を
つ
ぶ
る
と

夕
立
ち
の
如
き
音
が
し
て
、
身
選
ほ
の
あ
た
た
か
く
、
春
風
に
似
て
春
風
よ

り
も
少
し
重
た
い
風
が
耳
染
を
な
ぶ
る
。
（
『
太
宰
治
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩

書
一
房
、
一
九
九
八
年
十
一
月
、
三
二
五
頁
。
以
下
の
「
浦
島
さ
ん
」
の
引
用

は
同
書
に
よ
り
、
頁
数
だ
け
示
す
。
）

「
ち
ょ
っ
と
ま
た
眼
を
つ
ぶ
っ
て
。
」
亀
は
厳
粛
な
口
調
で
言
ひ
、
「
こ
こ

は
ち
ゃ
う
ど
、
龍
宮
の
入
口
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
人
聞
が
海
の
底
を
探

検
し
て
も
、
た
い
て
い
こ
こ
が
海
底
の
ど
ん
や
つ
ま
り
だ
と
見
極
め
て
引
き
上

げ
て
い
く
の
で
す
。
こ
こ
を
超
え
て
い
く
の
は
、
人
間
で
は
、
あ
な
た
が
最

初
で
、
ま
た
最
後
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
」
ご
う
と
い
ふ
凄
ま
じ
い
音
と
共
に
烈

風
の
如
き
も
の
が
押
し
寄
せ
て
来
て
、
浦
島
は
も
う
少
し
で
亀
の
背
中
か
ら

こ
ろ
げ
落
ち
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
（
三
二
八
頁
）

と
い
う
描
写
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
異
界
に
行
く
に
当
た
っ
て
目
を
膜
ら

な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
室
町
時
代
以
前
の
浦
島
説
話
に
よ
く

現
れ
る
。

『
丹
後
風
土
記
逸
文
』
の
「
女
娘
教
令
眠
眼
」
（
女
娘
が
眼
を
眠
ら
せ
て
）
、

『
古
事
談
』
所
収
の
「
浦
島
子
伝
」
の
「
願
合
眼
」
（
眼
を
閉
じ
て
ほ
し
い
）
、

『
群
書
類
従
』
（
注
3
）
所
収
の
「
続
浦
島
子
伝
記
」
の
「
願
令
眼
眠
」
（
眼
を

膜
っ
て
ほ
し
い
）
、
『
扶
桑
略
記
』
の
「
君
暫
可
眠
」
（
暫
く
眼
を
膜
っ
て
）
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
室
町
時
代
以
降
の
浦
島
説
話
に
「
眼

を
膜
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
ま
っ
た
く
出
て
来
な
い
。
つ
ま
り
、
太
宰
治

は
室
町
時
代
以
前
の
浦
島
説
話
を
読
ん
で
、
「
眼
を
膜
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ

を
引
用
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

室
町
時
代
以
前
の
浦
島
説
話
と
い
え
ば
、
『
日
本
書
紀
』
、
『
万
葉
集
』
、
『
丹

後
風
土
記
逸
文
』
及
び
『
古
事
談
』
所
収
の
「
浦
島
子
伝
」
、
『
群
書
類
従
』

所
収
の
「
浦
島
子
伝
」
、
『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
続
浦
島
子
伝
記
」
、
『
帝
王

編
年
記
』
（
雄
略
天
皇
二
十
二
年
秋
七
月
条
）
、
『
扶
桑
略
記
』
（
雄
略
二
十
二

年
七
月
条
）
、
『
本
朝
神
仙
伝
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
、
『
帝
王
編
年
記
』
と
『
本
朝
神

仙
伝
』
に
お
け
る
浦
島
子
に
関
す
る
叙
述
は
（
漢
字
で
そ
れ
ぞ
れ
五
四
字
、

一
九
八
字
、
二

O
四
字
で
）
き
わ
め
て
短
く
て
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
「
浦
島

さ
ん
」
の
出
典
に
つ
い
て
、
太
宰
治
は
『
日
本
書
紀
』
と
『
本
朝
神
仙
伝
』

に
言
及
し
て
い
る
が
、
二
書
か
ら
影
響
を
受
け
た
所
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

太
宰
治
は
『
万
葉
集
』
の
巻
第
三
に
掲
載
さ
れ
た
柿
本
人
麻
呂
の
歌
「
飼
飯

の
海
の
庭
良
く
あ
ら
し
刈
り
薦
の
乱
れ
て
出
づ
見
ゆ
海
人
の
釣
船
」

の
後
半
部
分
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
、
「
浦
島
さ
ん
」

に
影
響
を
与
え
た
所
は
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
『
丹
後
風
土
記
逸
文
』
、

『
古
事
談
』
所
収
の
「
浦
島
子
伝
」
、
『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
浦
島
子
伝
」
、

『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
続
浦
島
子
伝
記
」
及
び
『
扶
桑
略
記
』
の
五
点
の

何
れ
か
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
体
太
宰
治
は
ど
れ
を
参
照
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
『
群
書
類
従
』
所
収
の

「
続
浦
島
子
伝
記
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
続
浦
島
子
伝
記
」
は
、
重
松
明
久
が
「
浦
島
子

伝
」
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
央
官
僚
と
し
て
の
坂
上
高
明
が

職
務
の
余
暇
に
当
時
か
な
り
流
布
し
て
い
た
「
古
事
談
」
所
収
の
「
浦
島
子

伝
」
に
基
づ
き
、
美
辞
麗
句
の
厚
化
粧
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
の
坂

上
高
明
は
延
喜
二
十
年
（
九
二

O
）
に
大
体
の
骨
組
み
と
し
て
「
古
事
談
」

所
収
の
「
浦
島
子
伝
」
を
潤
色
し
、
さ
ら
に
末
尾
に
七
言
二
十
二
韻
の
詩
を

そ
え
、
最
初
の
「
続
浦
島
子
伝
記
」
を
作
り
出
し
た
。
そ
し
て
後
の
承
平
二

年
（
九
三
二
）
に
、
浦
島
子
関
係
十
首
、
亀
姫
関
係
四
首
の
計
十
四
首
の
和

歌
を
追
加
し
た
。
こ
の
よ
う
に
二
次
的
に
成
立
し
た
こ
の
伝
記
の
回
目
頭
に
、

作
者
は
二
次
的
成
立
の
時
点
と
し
て
の
年
月
日
と
勤
務
場
所
を
序
文
と
し
て

追
記
し
た
よ
う
で
あ
る
。

二
、
太
宰
治
の

「
浦
島
さ
ん
」
と
『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
続
浦
島
子
伝
記
」

次
に
太
宰
治
の
「
浦
島
さ
ん
」
と
『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
続
浦
島
子
伝

記
」
に
共
通
す
る
表
現
、
及
び
似
て
い
る
描
写
を
挙
げ
、
両
作
を
比
較
し
て

み
た
い
。

V
浦
島
に
関
す
る
描
写

①
そ
こ
に
わ
が
浦
島
太
郎
が
住
ん
で
ゐ
た
。
も
ち
ろ
ん
ひ
と
り
暮
ら
し
を
し

て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
。
父
も
母
も
あ
る
。
弟
も
妹
も
あ
る
。
（
中
略
）
先
祖

伝
来
の
所
謂
恒
産
が
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
お
の
づ
か
ら
恒
心
も
生
じ
て
、
な

か
な
か
礼
儀
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
（
二
二
五
頁
）
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一
天
之
蒼
生
為
父
母
。
四
海
之
赤
子
為
兄
弟
。
形
似
可
咲
。
而
志
難
奪
者

也
。
（
川
俣
馨
一
編
『
新
校
群
書
類
従
』
第
六
巻
内
外
書
籍
株
式
会
社
昭

和
六
年
十
月
四
七

O
頁

「

続

浦

島

子

伝

記

」

の

引

用

は

同

書

に

よ
り
、
頁
数
だ
け
示
す
。
）

以
下
の

（
天
下
の
百
姓
を
父
母
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
修
養
の
あ
る
人
を
兄
弟
と
す

る
。
容
貌
が
劣
る
が
、
志
気
は
揺
る
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
l
拙
訳
）

主
人
公
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
浦
島
説
話
で
は
、
家
族
構

成
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、
出
身
地
が
丹
後
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
は
ご
天
之
蒼
生
為
父
母
、
四
海
之



赤
子
為
兄
弟
」
（
天
下
の
百
姓
を
父
母
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
修
養
の
あ
る
人
を

兄
弟
と
す
る
）
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
主
人
公
の
人
格
の
高
尚
さ
を
述
べ
て

い
る
く
だ
り
で
あ
る
。
真
の
兄
弟
が
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど

も
、
「
父
母
」
と
「
兄
弟
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
。
一
方
、
「
浦
島
さ
ん
」

に
「
父
も
母
も
あ
る
。
弟
も
妹
も
あ
る
」
と
い
う
描
写
が
あ
る
の
は
「
続
浦

島
子
伝
記
」
を
踏
ま
え
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
主
人
公
の
性
格
に
関
す
る
描
写
で
は
、
「
浦
島
さ
ん
」
に
お
い
て
、

「
先
祖
伝
来
の
所
謂
恒
産
が
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
お
の
づ
か
ら
恒
心
も
生
じ

て
」
と
表
現
し
て
い
る
。
「
恒
産
な
き
者
は
恒
心
な
し
」
と
い
う
成
句
に
拠
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
こ
こ
に
お
け
る
「
恒
心
」
と
「
続
浦
島
子
伝
記
」

に
お
け
る
「
志
難
奪
」
（
志
気
は
揺
る
が
な
い
）
は
意
味
合
い
に
お
い
て
似
て

い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

②
「
あ
れ
、
あ
な
た
は
ま
だ
朝
腐
を
は
い
て
ゐ
る
ね
。
脱
ぎ
な
さ
い
よ
、
失

礼
な
。
」

浦
島
は
赤
面
し
て
輯
腐
を
脱
い
だ
。
は
だ
し
で
歩
く
と
、
足
の
裏
が
い
や

に
ぬ
ら
ぬ
ら
す
る
。
（
三
一
一
二
頁
）

「
さ
か
な
の
世
界
に
は
、
床
な
ん
で
も
の
は
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

が
ま
あ
、
陸
上
の
家
に
た
と
え
た
な
ら
ば
、
廊
下
の
床
に
で
も
当
た
る
か
と

思
っ
て
私
は
あ
ん
な
説
明
を
し
て
あ
げ
た
の
で
、
決
し
て
い
い
加
減
を
言
っ

た
ん
ぢ
ゃ
な
い
。
な
に
、
さ
か
な
た
ち
は
痛
い
な
ん
て
思
ふ
も
ん
で
す
か
。

海
の
底
で
は
、
あ
な
た
の
か
ら
だ
だ
っ
て
矧
」
l

樹
州
劃
剖
く
ら
ゐ
し
か
無
い

の
で
す
よ
。
な
ん
だ
か
、
ご
自
分
の
か
ら
だ
が
、
ふ
は
ふ
は
浮
く
や
う
な
気

が
す
る
で
せ
う
？
」
（
三
三
三
頁
）

「
な
に
、
踏
み
は
づ
し
た
っ
て
、
す
と
ん
と
落
下
す
る
気
づ
か
ひ
は
あ
り

ま
せ
ん
が
ね
、
何
せ
、
あ
な
た
も
矧
↓
判
例
劃
討
な
ん
だ
か
ら
。
」
（
三
三
四

頁
鶏
衣
不
重
。
羽
服
似
軽
。
（
四
七

O
頁）

（
鶏
の
衣
は
羽
衣
の
よ
う
に
軽
く
な
っ
た
。
ー
拙
訳
）

「
浦
島
さ
ん
」
に
お
い
て
、
主
人
公
が
龍
宮
を
訪
れ
る
時
、
草
履
を
履
い

て
い
る
の
は
、
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け
る
「
鶏
衣
」
を
連
想
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
。
両
方
と
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
つ
ま
ら
な
い
衣
類
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
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え
し

一
方
、
中
国
に
は
人
間
は
神
仙
に
な
っ
た
ら
、
体
が
異
常
に
軽
く
な
る
と

い
う
考
え
方
が
存
在
す
る
。
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け
る
「
鶏
衣
不
重
、
羽

服
似
軽
」
（
鶏
の
衣
は
羽
衣
の
よ
う
に
軽
く
な
っ
た
）
と
い
う
よ
う
な
表
現
は

そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
太
宰
治
が
主
人
公
の
体
を

「
紙
一
枚
の
重
さ
」
に
表
現
し
た
の
は
こ
の
「
鶏
衣
不
重
、
羽
服
似
軽
」
（
鶏

の
衣
は
羽
衣
の
よ
う
に
軽
く
な
っ
た
）
に
依
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

V
乙
姫
の
容
貌
に
関
す
る
描
写

①
こ
れ
と
い
ふ
同
封
寸
刻
倒
鮒
一
つ
も
施
し
て
ゐ
な
い
乙
姫
の
か
ら
だ
が
、

い
よ
い
よ
真
の
気
品
を
有
し
て
ゐ
る
も
の
の
如
く
、
奥
ゆ
か
し
く
思
は
れ
て

き
た
。
（
三
三
九
頁
）



雲
髪
峨
々
、
不
加
芳
津
。
花
容
片
々
、
無
御
鉛
粉
。
（
四
七

O
頁）

（
髪
を
雲
の
よ
う
に
結
い
上
げ
、
香
油
は
つ
け
て
い
な
い
。
花
の
よ
う
な

顔
に
白
粉
を
つ
け
て
い
な
い
。
ー
拙
訳
）

「
浦
島
さ
ん
」
に
お
け
る
「
目
立
っ
た
粉
飾
一
つ
も
施
し
て
ゐ
な
い
」
と

い
う
表
現
は
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け
る
「
不
加
芳
津
」
（
香
油
は
つ
け
て

い
な
い
）
と
「
無
御
鉛
粉
」
（
白
粉
を
つ
け
て
い
な
い
）
を
集
約
し
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
化
粧
し
な
く
て
も
美
し
い
と
い
う
乙
姫
の
容
貌
に
関

す
る
描
写
は
他
の
浦
島
説
話
に
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
表
現
に
お
け
る
共

通
は
偶
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

②
乙
姫
は
身
に
ま
と
っ
て
ゐ
る
薄
布
を
な
び
か
せ
裸
足
で
歩
い
て
ゐ
る
が
、

（
三
三
八
頁
）

神
女
整
衣
服
欽
顔
容
。
而
動
霧
穀
以
閑
登
於
碧
巌
。
奪
氷
統
。
以
徐
歩
於

玉
期
。
（
四
七

O
頁）

（
神
女
が
衣
服
を
整
え
、
顔
に
化
粧
を
施
し
た
あ
と
、
霧
穀
を
揺
ら
し
て

静
か
に
碧
い
巌
に
登
り
、
氷
軌
を
奪
っ
て
ゆ
っ
く
り
に
玉
の
畳
に
歩
く
。
｜

拙
訳
）「

続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け
る
「
霧
穀
」
と
「
氷
軌
」
は
ど
ち
ら
も
極
薄

い
絹
で
あ
る
。
太
宰
治
は
そ
れ
を
薄
い
布
と
と
ら
え
て
、
「
薄
布
」
と
表
現
し

た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
浦
島
さ
ん
」
に
お
け
る
「
な
び
か
せ
」
と
い
う

動
詞
と
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け
る
「
動
」
（
揺
ら
す
）
と
は
、
意
味
合
い

に
お
い
て
似
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

V
竜
宮
に
行
く
際
の
感
覚
に
関
す
る
描
写

①
浦
島
は
素
直
に
眼
を
つ
ぶ
る
と
夕
立
ち
の
如
き
音
が
し
て
、
身
選
ほ
の
あ

た
た
か
く
、
春
風
に
似
て
春
風
よ
り
も
少
し
重
た
い
風
が
耳
菜
を
な
ぶ
る

D

（
三
二
五
頁
）

そ
の
う
ち
に
、
あ
た
り
は
異
様
に
暗
く
な
り
、
ご
う
と
い
ふ
凄
ま
じ
い
音

と
共
に
烈
風
の
知
き
も
の
が
押
し
寄
せ
て
来
て
、
浦
島
は
も
う
少
し
で
亀
の

背
中
か
ら
こ
ろ
げ
落
ち
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
（
三
二
八
頁
）

如
夢
如
電
。
（
四
七

O
頁）

（
夢
見
る
ご
と
く
、
稲
妻
の
走
る
ご
と
く
。
！
拙
訳
）

-44一

と
い
え
ば
、
夏
の
夕
方
に
急
に
降
り
出
す
雨
で
、
そ
の
特
徴
は

雷
を
伴
い
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
雷
神
が
夕
方
に
斎
場
に
降

臨
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
人
為
の
音
を
除
い
て
、
ご

う
（
轟
）
と
い
う
音
を
言
え
ば
、
す
ぐ
雷
鳴
を
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
太
宰

治
は
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け
る
「
如
電
」
（
稲
妻
の
走
る
ご
と
く
）
を
読

ん
で
、
稲
妻
か
ら
雷
鳴
を
連
想
し
た
の
で
は
な
い
か
。

「
夕
立
」

②
「
あ
な
た
は
ど
う
も
陸
上
の
平
面
の
生
活
ば
か
り
し
て
ゐ
る
か
ら
、
目
標

は
東
西
南
北
の
い
づ
れ
か
に
あ
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
し
か



し
、
海
に
は
も
う
二
元
の
方
向
が
あ
る
。
切
な
は
ち
、
上
と
下
で
。
あ
な

剖
同
封
寸
剖
利
引
斗
司
矧
州
周
到
剖
制
対
吋
同
州
引
利
剣
寸
パ
バ
斗
つ
し
斗
剖
叫

斗
斗
吋
刻
制
対
州
劃
対
刻
調
謝
料
樹
剖
リ
寸
刻
刻
料
叶
剖
ォ
刻
剖
ォ
刻
刻
刻

同
調
』
剖
則
樹
パ
倒
寸
判
ォ
討
対
1
刺
判
剖
則
材
川
叫
寸
叶
。
海
の
世
界
は

浮
い
て
漂
っ
て
ゐ
る
も
の
で
す
。
さ
っ
き
の
正
門
も
、
ま
た
あ
の
真
珠
の
山

だ
っ
て
、
み
ん
な
少
し
浮
い
て
動
い
て
ゐ
る
の
で
す
。
あ
な
た
自
身
が
ま
た

上
下
左
右
に
ゆ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
他
の
物
の
動
い
て
ゐ
る
の
が
、
わ
か
ら

な
い
だ
け
な
の
で
す
。
制
材
対
同
1
討
寸
剖
付
引
判
制
刻
刈
制
対
同
科
週
刊
明

に
な
っ
た
や
う
に
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
ま
あ
、

岡
凶
倒
聞
寸
引
制
ォ
バ
ベ
寸
寸
倒
週
リ
寸
刻
引
料
叫
矧
判
刻
パ
ォ
パ
剖
同
潮

叫
闘
倒
廿
ィ
寸
川
升
川
引
リ
引
吋
淵
割
判
寸
刻
討
対
。
さ
う
し
て
、
さ
っ
き

か
ら
見
る
と
、
百
尋
く
ら
ゐ
み
ん
な
一
緒
に
上
方
に
浮
き
ま
し
た
。
」
（
三
三

四
頁
）未

知
所
志
之
遠
近
。
不
悟
所
遊
之
東
西
。
（
四
七

O
頁）

（
志
す
と
こ
ろ
が
遠
い
の
か
近
い
の
か
分
か
ら
ず
、
訪
れ
よ
う
と
す
る
と

こ
ろ
が
東
に
あ
る
の
か
西
に
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

ー
拙
訳
）

「
浦
島
さ
ん
」
に
「
あ
な
た
は
、
さ
っ
き
か
ら
ず
ゐ
ぶ
ん
前
方
に
お
進
み

に
な
っ
た
や
う
に
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
ま
あ
、

同
じ
位
置
で
す
ね
。
か
へ
っ
て
後
退
し
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ま
は
潮

の
関
係
で
、
ず
ん
ず
ん
う
し
ろ
に
流
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
し
て
、
さ
っ
き

か
ら
見
る
と
、
百
尋
く
ら
ゐ
み
ん
な
一
緒
に
上
方
に
浮
き
ま
し
た
」
と
い
う

表
現
が
あ
る
。
距
離
を
判
断
す
る
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
対
照
物
の
す

べ
て
が
浮
い
て
動
い
て
い
る
の
で
、
前
に
進
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
実
際

は
動
い
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
後
退
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
距
離
が
分

か
ら
な
く
な
る
海
の
世
界
に
関
す
る
描
写
は
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け
る

「
未
知
所
志
之
遠
近
」
（
志
す
と
こ
ろ
が
遠
い
の
か
近
い
の
か
分
か
ら
ず
）
を

敷
街
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

「
浦
島
さ
ん
」
で
は
、
東
西
南
北
お
よ
び
上
下
の
方
向
の
中
で
迷
う
主
人

公
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
「
続
浦
島
子
伝
記
」
で
は
、
東
西
の
方
向
が
不

明
に
な
る
主
人
公
が
描
写
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
自
分
の
位
置
が

不
明
で
あ
る
と
い
う
方
向
感
覚
の
喪
失
が
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。

V
竜
宮
に
関
す
る
描
写

①
亀
と
並
ん
で
正
殿
の
階
段
の
前
に
立
っ
て
ゐ
た
。
階
段
と
は
言
っ
て
も
、

段
々
が
一
つ
づ
っ
分
明
に
な
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
く
、
灰
色
の
鈍
く
光
る

川
討
川
淵
叫
剰
剖
寸
刻
引
判
対
ゆ
る
い
傾
斜
の
坂
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
三
三
六
頁
）
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模
糊
と
霞
ん
で
ゐ
る
そ
の
高
畳
敷
と
で
も
言
ふ
べ
き
慶
場
に
は
、
や
は
り

一
薮
の
や
う
な
小
粒
の
珠
が
敷
き
つ
め
ら
れ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
黒
い
岩
が
秩

序
無
く
こ
ろ
が
っ
て
ゐ
て
、
さ
う
し
て
そ
れ
っ
き
り
で
あ
る
。
（
三
三
八
頁
）

金
精
玉
英
敷
於
丹
塀
之
内
。
稽
珠
珊
瑚
満
於
玄
圃
之
表
。
（
四
七
一
頁
）

（
金
精
と
玉
英
は
丹
塗
り
の
塀
に
固
ま
れ
る
神
仙
の
庭
に
敷
き
つ
め
ら
れ
、

揺
珠
と
珊
瑚
は
玄
圃
（
昆
忠
岡
山
に
あ
る
神
仙
の
住
居
）
に
満
ち
る
。

l
拙
訳
）



「
浦
島
さ
ん
」
に
お
い
て
、
「
鈍
く
光
る
小
さ
い
珠
の
敷
き
つ
め
ら
れ
た
ゆ

る
い
傾
斜
の
坂
」
と
「
慶
場
に
は
、
や
は
り
一
憲
の
や
う
な
小
粒
の
珠
が
敷
き

つ
め
ら
れ
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
竜
宮
は
、
所
々
に
「
小
さ
い
珠
」

が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
こ
の
「
小
さ
い
珠
」
は
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け

る
「
曙
珠
」
を
踏
ま
え
て
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
「
稽
珠
」
は
美
し
い

粒
状
の
丸
い
玉
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
海
底
で
生
成
し
た
珊
瑚
と
と

も
に
現
れ
る
か
ら
、
海
底
生
物
の
員
殻
か
ら
生
成
し
た
真
珠
を
思
わ
せ
る
で

あ
ろ
う
。
太
宰
治
は
「
瑳
珠
」
を
真
珠
の
よ
う
な
も
の
と
と
ら
え
て
、
「
一
憲
の

や
う
な
小
粒
の
珠
」
と
表
現
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「
敷
き
詰
め
る
」
と
い
う

動
詞
、
が
両
作
に
共
通
す
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
『
古
事
談
』
所
収
の
「
浦
島
子
伝
」
に
も
「
謡
珠
珊
瑚
満
於
玄
圃
之

表
」
が
見
え
る
が
、
こ
れ
以
外
に
太
宰
治
の
「
浦
島
さ
ん
」
と
共
通
す
る
所

が
全
く
な
い
か
ら
、
太
宰
治
は
「
続
浦
島
子
伝
記
」
か
ら
影
響
を
受
け
た
と

言
っ
た
ほ
う
が
信
憲
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
『
群
書
類
従
』
所
収
の

「
浦
島
子
伝
」
に
「
瑚
瑚
珊
瑚
満
於
玄
圃
之
表
」
が
、
『
扶
桑
略
記
』
に
「
瑚

樹
珊
瑚
満
於
玄
圃
之
表
」
が
見
え
る
が
、
「
理
稽
」
や
（
美
玉
の
総
称
）
「
曙

樹
」
（
玉
の
よ
う
に
白
い
樹
）
は
太
宰
治
に
「
霞
の
や
う
な
小
粒
の
珠
」
を
連

想
さ
せ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

②
か
す
か
に
、
琴
の
音
が
脚
下
に
聞
こ
え
る
。
日
本
の
琴
の
音
に
よ
く
似
て

ゐ
る
が
、
し
か
し
あ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
く
、
も
っ
と
柔
ら
か
で
、
は
か
な
く
、

さ
う
し
て
へ
ん
に
揚
々
た
る
余
韻
が
あ
る
。
菊
の
露
。
薄
ご
ろ
も
。
夕
空
。

き
ぬ
た
。
浮
寝
。
き
ぎ
す
。
ど
れ
で
も
な
い
。
風
流
人
の
浦
島
に
も
、
何
だ

か
見
当
の
つ
か
ぬ
可
憐
な
、
た
よ
り
な
い
、
け
れ
ど
も
闘
』
寸
同
岡
引
割
釧

出
剰
叫
気
高
い
凄
し
さ
が
、
そ
の
底
に
流
れ
て
ゐ
る
。

「
不
思
議
な
曲
で
す
ね
。
あ
れ
は
、
何
と
い
ふ
曲
で
す
か
。
」

亀
も
ち
ょ
っ
と
耳
を
す
ま
し
て
聞
い
て
、
「
聖
諦
。
」
と
一
言
、
答
へ
た
。

「
せ
い
て
い
？
」

「
神
聖
の
聖
の
字
に
、
あ
き
ら
め
。
」

「
あ
あ
、
さ
う
、
聖
諦
。
」
と
肱
い
て
浦
島
は
、
は
じ
め
て
海
の
底
の
龍
宮

の
生
活
に
、
自
分
た
ち
の
趣
味
と
段
違
い
の
崇
高
な
も
の
を
感
得
し
た
。
（
三

三
四
頁

i
三
三
五
頁
）

弾
一
弦
之
琴
。
歌
万
種
之
曲
。
貫
裳
羽
衣
。
（
四
七
一
頁
）

（
一
本
の
弦
し
か
な
い
琴
を
弾
き
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
曲
を
歌
う
。
寛

裳
羽
衣
の
曲
を
聞
き
な
が
ら
、
仙
境
を
遁
遥
す
る
。

l
拙
訳
）
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太
宰
治
が
「
浦
島
さ
ん
」
に
お
い
て
、
菊
の
露
、
薄
ご
ろ
も
、
夕
空
、
き

ぬ
た
、
浮
寝
、
き
ぎ
す
な
ど
の
曲
名
を
列
挙
し
た
の
は
「
続
浦
島
子
伝
記
」

に
お
け
る
「
歌
万
種
之
曲
」
（
さ
ま
ざ
ま
な
曲
を
歌
う
）
と
い
う
描
写
を
読
ん

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け
る
「
寛
裳
羽
衣
の
曲
」

は
唐
の
玄
宗
が
夢
に
月
宮
の
天
女
の
舞
を
見
て
、
こ
れ
に
倣
っ
て
作
っ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
「
不
思
議
な
曲
」
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
「
浦

島
さ
ん
」
に
お
け
る
「
聖
諦
」
と
い
う
曲
は
「
寛
裳
羽
衣
の
曲
」
と
お
な
じ

く
、
「
陸
上
で
は
聞
く
事
の
出
来
ぬ
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
二
つ
の
曲
は
人
間

界
で
は
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
不
思
議
さ
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る

か
ら
、
た
と
え
太
宰
治
の
「
聖
諦
」
を
「
震
裳
羽
衣
の
曲
」
に
置
き
換
え
て

も
、
「
浦
島
さ
ん
」
の
文
脈
か
ら
み
る
と
、
な
ん
の
不
自
然
さ
も
な
い
と
言
わ



ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
太
宰
治
は
「
続
浦
島
子
伝
記
」
に
お
け
る

裳
羽
衣
の
曲
」
を
踏
ま
え
て
「
聖
諦
」
と
い
う
不
思
議
な
曲
を
作
り
出
し
た

と
思
わ
れ
る
。

「寛

③
こ
れ
は
海
の
桜
桃
の
花
で
す
。
ち
ょ
っ
と
・
に
似
て
ゐ
ま
す
ね
。
こ
の
花

び
ら
を
食
べ
る
と
、
そ
れ
は
気
持
よ
く
酔
ひ
ま
す
よ
。
龍
宮
の
お
酒
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
あ
の
岩
の
や
う
な
も
の
、
あ
れ
は
藻
で
す
。
何
万
年
も
経
っ
て

ゐ
る
の
で
、
こ
ん
な
岩
み
た
い
に
か
た
ま
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
で
も
、
羊
糞
よ

り
も
柔
い
く
ら
ゐ
の
も
の
で
す
。
あ
れ
は
、
陸
上
の
ど
ん
な
ご
ち
そ
う
よ
り

も
お
い
し
い
で
す
よ
。
剥
同
列
寸
寸
寸
寸
寸
寸
羽
川
刻

（
三
三
九
頁
）

は
ひ
が
違
ひ
ま

桜
桃
の
花
び
ら
だ
け
で
は
、
は
じ
め
て
の
人
に
は
少
し
匂
ひ
が
強
す
ぎ
る

か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
桜
桃
玉
、
六
粒
と
一
緒
に
舌
の
上
に
載
せ
る
と
、
し

ゅ
っ
と
溶
け
て
適
当
に
爽
涼
の
お
酒
に
な
り
ま
す
。
討
剖
創
剖
d

寸
1
パ
引
刈
刻
射
吋
刻
倒
リ
割
引
か
ら
ま
あ
、
（
三
四
二
頁
）

方
一
つ

自
に
見
え
る
岩
す
A
て
麟
蜘
で
す
。
油
っ
こ
い
の
が
い
い
で
す
か
。
軽
く

ち
ょ
っ
と
酸
っ
ぱ
い
や
う
な
の
が
い
い
で
す
か
。
剖
刈
刻

J

り
ま
す
よ
。
（
三
四
四
百
九
）

の
も
の
で
も
あ

朝
服
金
丹
石
髄
。
是
分
百
種
千
名
曲
。
暮
飲
玉
酒
理
壊
。
亦
有
九
阻
十
旬

也
。
（
四
七
一
頁
）

（
朝
に
金
丹
と
石
髄
を
食
べ
る
が
、
こ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
。

暮
れ
に
玉
酒
と
理
策
を
飲
む
が
、
こ
れ
に
も
亦
九
臨
と
か
十
句
と
か
い
う
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
。
ー
拙
訳
）

「
続
浦
島
子
伝
記
」
で
は
、
仙
境
の
食
べ
物
と
し
て
、
金
丹
と
石
髄
を
、

飲
み
物
と
し
て
玉
酒
と
理
柴
を
挙
げ
て
い
る
。
食
べ
物
の
種
類
も
飲
み
物
の

種
類
も
さ
ま
ざ
ま
あ
る
と
、
そ
の
多
様
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
太
宰
治
の
「
浦
島
さ
ん
」
で
は
、
龍
宮
の
飲
み
物
と
し
て
、
海
の
桜
桃

の
花
び
ら
で
調
合
し
た
酒
が
出
て
く
る
。
「
玉
、
酒
と
理
策
」
と
同
じ
よ
う
に
、

不
老
不
死
の
薬
と
し
て
の
働
き
が
あ
る
。
こ
の
酒
も
い
ろ
ん
な
味
に
変
化
す

る
。
働
き
に
お
い
て
も
味
わ
い
の
多
様
さ
に
お
い
て
も
、
「
続
浦
島
子
伝
記
」

に
お
け
る
「
玉
酒
と
瑳
柴
」
と
共
通
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
龍
宮

の
食
べ
物
と
し
て
、
何
万
年
も
経
っ
て
い
る
の
で
、
岩
み
た
い
に
固
ま
っ
て

い
る
藻
が
あ
る
。
こ
の
藻
も
岩
じ
よ
っ
て
味
が
違
う
。
「
石
」
と
い
う
と
、
「
岩
」

を
連
想
す
る
の
は
有
り
触
れ
た
こ
と
だ
か
ら
、
太
宰
治
は
「
続
浦
島
子
伝
記
」

に
お
け
る
仙
境
の
食
べ
物
で
あ
る
「
石
髄
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
「
岩
み
た

い
に
固
ま
っ
て
い
る
藻
」
を
描
き
出
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、
『
古
事
談
』
所
収
の
「
浦
島
子
伝
」
、
『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
浦
島

子
伝
」
及
び
『
扶
桑
略
記
』
に
も
「
朝
服
金
丹
石
髄
。
暮
飲
玉
酒
理
策
」
と

あ
る
が
、
仙
境
の
食
べ
物
の
多
様
さ
を
表
現
す
る
「
百
種
千
名
」
と
、
飲
み

物
の
多
様
さ
を
表
現
す
る
「
九
酪
十
旬
」
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
太
宰
治
の

「
浦
島
さ
ん
」
と
の
関
連
が
希
薄
だ
と
思
わ
れ
る
。

総
じ
て
言
え
ば
、
太
宰
治
が
「
浦
島
さ
ん
」
の
執
筆
に
際
し
て
、
有
力
な

底
本
の
一
っ
と
し
て
「
続
浦
島
子
伝
記
」
を
参
照
し
た
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。
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三
、
太
宰
治
の
漢
文
カ

「
続
浦
島
子
伝
記
」
は
漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
浦
島
さ
ん
」

の
執
筆
時
期
ま
で
に
、
日
本
語
訳
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、

太
宰
治
が
こ
の
漢
字
だ
け
の
文
章
を
読
め
た
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
出
て

く
る
だ
ろ
う
。
次
に
太
宰
治
の
漢
文
力
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

小
学
校
に
漢
文
科
目
は
設
け
な
い
の
で
、
中
学
校
か
ら
考
察
し
よ
う
。
太

宰
治
は
大
正
十
二
年
か
ら
昭
和
二
年
ま
で
の
四
年
間
、
旧
制
青
森
中
学
校
に
、

昭
和
二
年
か
ら
昭
和
五
年
ま
で
の
三
年
間
、
旧
制
弘
前
高
等
学
校
に
在
学
し

て
い
た
。
百
瀬
孝
の
『
事
典
昭
和
戦
前
期
の
日
本
制
度
と
実
態
』
（
注
4
）

に
よ
る
と
、
明
治
三
十
四
年
か
ら
昭
和
六
年
ま
で
、
中
学
校
に
漢
文
科
目
が

存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
全
時
間
で
占
め
る
比
重
が
き
わ
め
て
高
い
よ
う
で

あ
る
。一

方
、
太
宰
治
の
弘
前
高
等
学
校
に
在
学
中
の
履
修
科
目
（
注
5
）
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
二
年
：
：
：
修
身
・
国
語
・
漢
文
・
英
語
・
独
語
・
国
史
・
地
理
・

数
学
・
自
然
科
学
・
体
操

昭
和
三
年
：
：
：
修
身
・
国
語
・
漢
文
・
英
語
・
東
洋
史
・
西
洋
史
・
心

理
・
法
制
・
自
然
科
学
・
体
操

昭
和
四
年
：
：
：
修
身
・
国
語
・
漢
文
・
英
語
・
西
洋
史
・
哲
学
・
論
理
・

経
済
・
体
操

弘
前
高
等
学
校
に
在
学
し
て
い
た
三
年
間
、
ど
の
学
年
の
履
修
科
目
に
も

漢
文
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
太
宰
治
は
青
森
中
学
校
と
弘
前
高
等
学
校
に

在
学
中
の
七
年
間
、
ず
っ
と
漢
文
を
勉
強
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

太
宰
治
は
『
聯
斎
志
異
』
に
取
材
し
て
「
清
貧
語
」
と
「
竹
青
」
二
篇
の

翻
案
物
を
書
い
た
。
参
照
し
た
底
本
は
田
中
貢
太
郎
訳
『
柳
斎
志
異
』
（
昭
和

四
年
、
北
隆
堂
書
店
）
で
あ
る
。
訳
文
の
後
ろ
に
漢
文
の
原
文
が
載
っ
て
い

る。
太
宰
治
は
「
清
貧
誇
」
の
前
書
き
で
「
以
下
に
記
す
の
は
、
か
の
聯
斎
志

異
の
中
の
一
篇
で
あ
る
。
原
文
は
、
千
八
百
三
十
四
字
、
之
を
私
た
ち
の
普

通
用
ゐ
て
ゐ
る
四
百
字
詰
の
原
稿
用
紙
に
書
き
写
し
て
も
、
わ
づ
か
に
四
枚

半
く
ら
ゐ
の
、
極
く
短
い
小
片
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
読
ん
で
ゐ
る
う

ち
に
様
々
の
空
想
が
湧
い
て
出
て
、
優
に
三
十
枚
前
後
の
好
短
篇
を
読
了
し

た
時
と
同
じ
く
ら
ゐ
の
満
酌
の
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

原
文
は
読
ま
な
け
れ
ば
、
そ
の
字
数
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
『
柳
斎
志
異
』
の
「
竹
青
」
の
原
文
に
「
別
来
無
差
」
と
い
う
表
現

が
あ
る
。
田
中
貢
太
郎
は
そ
れ
を
「
お
別
れ
を
し
て
か
ら
、
御
無
事
で
し
た

か
」
と
翻
訳
し
て
い
る
が
、
太
宰
治
は
そ
の
文
句
を
訓
読
そ
の
ま
ま
の
「
別

来
、
慈
無
き
や
。
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
依
っ
て
も
、
太
宰
治
が

「
柳
斎
志
異
」
の
原
文
を
見
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
小
山
清
の
「
風
貌
l
太
宰
治
の
こ
と
l
」
の
「
私
が
初
め
て
太
宰

さ
ん
を
三
鷹
の
家
に
訪
ね
た
の
は
、
太
宰
さ
ん
が
甲
府
か
ら
三
鷹
へ
移
っ
た

翌
年
で
、
昭
和
十
五
年
の
十
一
月
の
中
旬
で
あ
っ
た
。
ち
ゃ
う
ど
太
宰
さ
ん

が
新
潟
の
高
等
学
校
か
ら
招
か
れ
て
、
講
演
に
行
く
直
前
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）

／
そ
の
日
太
宰
さ
ん
の
机
の
上
に
は
、
田
中
貫
太
郎
訳
の
『
聯
斎
志
異
』
の

原
文
の
箇
所
が
ひ
ら
か
れ
で
あ
っ
た
。
翻
訳
を
し
て
ゐ
る
の
か
と
問
ふ
と
、

翻
案
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
答
で
あ
っ
た
。
翻
案
と
い
ふ
言
葉
は
使
は
な
か
っ
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た
が
。
「
黄
英
」
に
取
材
し
た
「
清
貧
謹
」
を
執
筆
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

原
文
を
読
ん
で
ゐ
る
と
色
々
空
想
が
湧
い
て
き
て
楽
し
い
と
云
っ
た
」
（
注

6
）
と
い
う
一
節
も
太
宰
治
が
『
聯
斎
志
異
』
の
原
文
を
読
ん
で
い
た
こ
と

を
裏
付
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

七
年
間
に
わ
た
る
学
習
履
歴
と
『
聯
斎
志
異
』
の
原
文
が
読
め
る
こ
と
か

ら
、
太
宰
治
の
漢
文
力
を
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
浦
島
さ
ん
」

の
執
筆
に
際
し
て
、
太
宰
治
は
『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
続
浦
島
子
伝
記
」

に
お
け
る
蓬
莱
山
に
関
す
る
描
写
に
基
づ
い
て
、
独
特
な
龍
宮
像
を
描
き
出

し
た
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
群
書
類
従
』
所
収
の
「
続
浦
島
子

伝
記
」
は
太
宰
治
の
「
浦
島
さ
ん
」
の
有
力
な
粉
本
で
あ
る
の
は
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。

〔
付
記
〕
太
宰
治
の
参
看
し
た
『
群
書
類
従
』
の
版
本
を
特
定
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
た
め
、
本
論
に
お
け
る
「
続
浦
島
子
伝
記
」
の
引
用
は

の
執
筆
時
点
で
は
最
新
の
昭
和
六
年
版
に
拠
っ
た
。

「
浦
島

さ
ん
」

注
（
注
1
）
『
太
宰
治
全
集
』
第
八
巻

九
八
頁

（注
2
）
『
浦
島
子
伝
』

（注
3
）
『
群
書
類
従
』

筑
摩
書
房

一
九
九
八
年
十
一
月

現
代
思
潮
社
昭
和
五
十
六
年
一
月

江
戸
時
代
の
塙
保
己
一
の
編
。
日
本
古
今
の
書
冊

を
編
集
合
刻
し
た
も
の
。
そ
の
数
千
二
百
七
十
三
種
を
五
百
三
十

巻
と
し
、
二
十
五
類
に
部
門
分
け
し
て
い
る
。
な
お
、
別
に
続
群

書
類
従
が
あ
り
、
群
書
類
従
に
入
ら
な
い
も
の
を
収
集
網
羅
し
、

二
千
三
百
種
を
収
め
て
い
る
。

（注
4
）
吉
川
弘
文
館
平
成
二
年
二
月

（注
5
）
弘
前
大
学
附
属
図
書
館
編
「
官
立
弘
前
高
等
学
校
資
料
目
録
！
北

漢
の
学
舎
の
資
料
群
！
」
弘
前
大
学
出
版
会
二

O
O
九
年
六

月
二
四
頁
の
表
二
l
一
に
よ
る
。

（注
6
）
『
太
宰
治
全
集
』
第
十
二
巻

六

O
頁

筑
摩
書
房

一
九
九
九
年
四
月

五
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