
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

「麒麟」論 : 人間内部の二つの力の争いをめぐって

吉, 美顯
九州大学大学院比較社会文化研究科

https://doi.org/10.15017/15969

出版情報：Comparatio. 2, pp.84-107, 1998-04-10. Society of Comparative Culｔural Studies,
Graduate School of Social and Cultural Studies, Kyushu University
バージョン：
権利関係：



　
　
　
　
　
　
　
「
麟
麟
」
論

人
間
内
部
の
二
つ
の
力
の
争
い
を
め
ぐ
っ
て

吉
　
美
顯

　
第
・
一
作
品
集
『
刺
青
』
の
畑
作
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
「
刺
青
」
と
「
麟
麟
」
の
畝
編
で
あ
る
。
何
故
な
ら
数

え
で
二
十
四
歳
の
谷
崎
の
手
に
な
る
こ
の
二
選
に
は
、
や
が
て
展
開
さ
－
れ
惹
長
い
作
家
活
動
の
全
体
を
支
え
る
不
抜
の
基
底
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
い
わ
ば
谷
崎
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
の
源
泉
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
＝
言
に
し
て
言
え
ば
、
「
美
し
き
も
の
の
カ
」

へ
の
讃
仰
で
あ
る
。
「
す
べ
て
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
文
章
は
、
「
刺
青
」
の
主
題
に
違

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
鼠
麟
」
の
主
題
も
同
じ
主
題
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
、
「
鱗
衣
電
裳
を
ま
と
っ
た
」

毒
婦
南
子
夫
人
の
「
美
」
と
偉
大
の
前
に
は
聖
人
孔
子
の
影
も
薄
ら
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
三
三
」
に
於
け
る
「
強
者
」
と
し
て
の
「
美
」
は
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
孔
子
と
霊
公
と
南
子
夫
人

の
三
角
関
係
に
注
目
し
つ
つ
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
「
鼠
麟
」
は
、
仁
治
四
十
三
年
十
二
月
、
．
雑
誌
『
新
思
潮
』
の
第
四
号
に
発
表
さ
れ
、
前
号
の
「
消
息
」
欄
に
「
谷
崎
は
孔
子
を
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材
料
と
し
た
戯
曲
を
書
い
て
満
天
下
を
聾
動
さ
せ
る
意
気
組
で
あ
る
。
」
と
予
告
さ
れ
て
い
る
。
「
戴
麟
」
の
舞
台
は
つ
ね
に
中
国

古
代
と
い
え
、
人
の
世
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
「
子
心
」
に
お
い
て
の
「
歴
史
上
較
著
の
事
実
」
ぱ
、
主
に
『
史
記
』
の
記
述
に
あ
る
よ
う
な
、
孔
子
が
霊
公
の
夫
人
南
子
と
同

乗
し
、
の
ち
に
「
吾
未
見
好
徳
如
色
黒
也
」
と
言
っ
て
、
衛
を
去
っ
た
と
い
う
「
事
実
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
南
子
と
孔
子
の
対
決
と

い
う
虚
構
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
孔
子
が
衛
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
因
縁
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
「
麟
麟
」
と
い
う
題
目
は
、
孔
子
を
さ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
麟
麟
」
の
主
題
は
沸
「
精
神
と
．
肉
体
」
の
対
立
、
「
道
徳
と
官
能
」

の
対
立
．
で
あ
り
、
後
者
が
圧
倒
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
於
け
る
孔
子
は
「
前
者
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
り
、
南
子
は

「
後
者
を
具
現
」
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
刺
青
」
が
刺
激
的
で
あ
る
の
に
比
較
す
る
と
、
た
し
か
に
「
農
」
は
地
味
に
、
く
す
ん
で
い
る
幽
．
江
藤
淳
も
「
鶉
な
印
象
」
恐

が
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
「
麟
麟
」
の
中
で
は
「
強
烈
な
印
象
」
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
質
に
お
い
て
谷
崎
の
面

目
が
充
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
永
井
荷
風
は
「
麟
麟
」
を
「
今
日
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
氏
の
作
品
中
背

に
注
目
す
べ
き
も
の
」
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
い
る
。

　
吉
田
精
一
も
「
鼠
麟
」
は
「
語
彙
の
華
麗
さ
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
い
る
。

眼
に
つ
く
の
は
、
骨
格
た
く
ま
し
い
、
堂
々
た
る
構
想
で
あ
り
、
と
く
に
豊
か
な
語
彙
を
縦
横
に
駆
使
し
た
、
古
典
的
な
ほ
ど

律
格
正
し
い
文
体
が
も
の
を
言
う
。
ま
さ
に
地
ひ
び
き
が
す
る
か
も
知
れ
な
い
よ
う
な
た
く
ま
し
い
力
が
こ
こ
に
は
あ
ふ
れ
て

い
る
。
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
華
麗
で
荘
重
な
表
現
は
谷
崎
以
外
の
何
者
に
も
見
ら
れ
ぬ
「
語
の
織
物
師
」
の
特
色
を
発
揮
し
た



も
の
で
あ
る
。
竺

　
「
麟
麟
」
が
中
国
の
古
典
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
冒
頭
の
題
辞
と
結
末
に
ひ
か
れ
た
孔
子
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、

谷
崎
が
図
書
館
に
通
っ
て
、
勉
強
し
た
「
支
那
の
物
語
」
は
、
『
論
語
』
と
『
史
記
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
作
者
の
奔
放
に
し
て
豊
か
な
空
想
力
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
谷
崎
の
芸
術
的
空
想
が
「
文
学
芸
術
の
根
源
」

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
早
春
雑
感
」
（
大
正
六
）
の
中
で
は
、
「
一
編
の
物
語
を
形
成
し
得
る
よ
う
な
整
然
と
し
た
一
貫
し
た
連
絡
の
あ
る
空
想
で
は

な
く
、
漂
砂
と
し
て
補
足
し
が
た
い
一
種
の
音
楽
的
情
調
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。

　
こ
の
作
者
の
芸
術
境
に
古
典
的
格
調
の
美
の
優
れ
た
素
質
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
酒
井
森
之
介
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
、
そ
の
内
容
が
明
治
末
の
新
文
化
の
風
潮
の
中
で
旧
套
幽
幽
と
化
し
つ
つ
あ
っ
た
孔
子
と
い
う
存
在
を
と
り
あ
げ

な
が
ら
、
誰
し
も
思
い
つ
か
な
か
っ
た
全
く
斬
新
な
、
趣
向
の
芸
術
世
界
の
人
物
に
据
え
て
し
ま
っ
た
点
と
共
に
、
そ
の
書
き

出
し
の
文
体
が
新
時
代
の
青
年
に
は
よ
う
や
く
過
去
の
も
の
と
し
て
鼻
に
つ
き
出
し
て
い
た
に
違
い
な
い
漢
文
調
か
ら
出
て
漢

文
臭
を
脱
し
、
漢
文
古
体
の
も
つ
蒼
古
衡
動
で
余
韻
に
富
む
古
典
調
の
雅
趣
を
生
か
し
、
一
種
清
新
な
典
雅
で
印
象
的
な
口
語

文
を
創
出
し
た
点
は
、
明
治
末
期
の
小
説
界
に
異
彩
を
放
つ
も
の
で
、
今
日
な
お
好
短
編
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
注
二

．86凶

注
一
　
吉
田
精
一
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
　
’
九
　
谷
崎
潤
一
郎
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
三
十
四
・
十
）

注
二
　
　
酒
井
森
之
介
「
『
麟
麟
』
の
意
義
」
『
明
治
大
正
文
学
研
究
』
（
明
治
二
十
六
・
四
）
，



吉
田
精
一
は
、
「
戯
麟
」
の
主
題
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
小
説
は
孔
子
の
生
涯
、
も
し
く
は
孔
子
の
そ
の
人
を
．
書
く
こ
と
を
主
題
と
し
て
も
の
で
は
な
い
。
主
人
公
は
孔
子
で
も
、

主
題
は
精
神
と
肉
体
、
道
徳
と
官
能
と
い
う
人
間
内
部
の
二
つ
の
力
の
争
い
で
あ
り
、
後
者
が
前
者
を
圧
倒
す
る
と
い
う
事
実

で
あ
り
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
孔
子
は
前
者
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
南
子
は
後
者
を
具
現
し
だ
も
の
で
あ
る
。
注
三

　
吉
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
精
神
・
肉
体
」
「
道
徳
・
官
能
」
と
い
う
ふ
う
に
孔
子
と
南
子
の
対
立
の
関
係
が
拡
が
っ
て
い

く
の
で
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乳

　
背
に
刺
青
を
負
う
前
の
娘
は
「
臆
病
な
心
」
、
世
上
の
道
徳
を
顧
慮
し
て
、
自
身
に
ひ
そ
む
魔
性
の
本
質
に
よ
っ
て
お
そ
わ
れ
る
　
　
瑠

意
識
を
も
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
「
麟
麟
」
で
は
、
道
徳
意
識
で
は
な
く
、
道
徳
そ
の
も
の
を
体
現
す
る
人
物
が
具
体
的
に
た
ち
あ

ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
場
面
は
孔
子
の
動
き
に
そ
っ
て
展
開
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
麟
麟
」
の
展
開
は
魯
の
国
政
に
志
を
え
ず
、
弟
子
た
ち
と
と
も
に
、
や
む
な
く
「
伝
道
」
の
、
し
か
し
目
的
の
な
い
流
浪
の
旅

に
の
ぼ
ろ
う
と
す
る
孔
子
の
姿
を
描
く
と
こ
ろ
が
ら
は
じ
ま
る
。

　
全
編
の
主
題
は
い
か
に
も
孔
子
の
伝
道
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
実
は
、
歓
楽
を
尽
く
す
豪
奢
な
生
活
の
中
で
残
酷
な
血
の
刺
戟

注
三
　
　
前
掲
書
　
注
一
に
・
同
じ



に
ま
で
酔
い
疲
れ
た
南
子
の
変
質
的
愛
欲
が
、
作
者
の
狙
い
に
他
な
ら
な
い
。
孔
子
と
弟
子
た
ち
は
、
旅
を
つ
づ
け
て
い
く
の
に
「
の

ど
か
な
春
の
日
」
に
照
ら
さ
れ
た
衛
に
は
い
っ
た
が
、
「
其
の
宮
殿
の
奥
で
打
ち
鳴
ら
す
鐘
の
響
は
、
猛
獣
の
弾
く
よ
う
に
国
の
四

方
へ
轟
」
い
た
。

　
こ
の
鐘
の
響
を
聞
い
て
、
孔
子
は
子
路
に
「
由
や
、
お
前
に
は
あ
の
鐘
の
音
が
ど
う
聞
こ
え
る
。
」
と
聞
く
。

こ
れ
に
対
し
て
子
路
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
あ
の
鐘
の
音
は
、
天
に
訴
え
る
よ
う
な
果
敢
な
い
先
生
の
調
と
も
違
い
、
天
に
う
ち
任
せ
た
よ
う
な
自
由
な
林
野
の
歌
と
も

違
ぞ
実
に
背
い
た
歓
楽
藷
え
る
、
恐
ろ
し
い
意
味
を
歌
っ
て
居
ま
す
．
」
　
　
　
　
　
　
　
塾

　
宮
殿
か
ら
響
き
わ
た
っ
た
鐘
の
音
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
「
天
に
背
い
た
歓
楽
を
讃
え
る
、
恐
ろ
し
い
意
味
」
と
い
う
響
き
で
あ

っ
た
。
「
わ
れ
魯
を
望
ま
ん
と
欲
す
れ
ば
」
と
歌
っ
た
孔
子
の
歌
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
孔
子
の
歌
は
「
天
に
訴
え
る
よ
う
な
果
敢

な
い
」
歌
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
か
ら
孔
子
の
心
の
中
に
は
悲
し
み
が
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
恐
ろ
し
い
意
味
」
と
い
う
歌
は
、

は
た
し
て
何
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
「
美
」
を
誇
る
南
子
夫
人
の
驕
慢
を
象
徴
す
る
し
、
孔
子
の
悲
し
み
と
は
相
侯
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　
鼠
麟
は
聖
人
に
よ
る
「
王
者
の
道
の
現
実
を
伝
え
る
吉
兆
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
何
ご
と
に
よ
ら
ず
、
す
ぐ
れ
た
能
力
を
も
ち
、

卓
越
し
た
人
物
」
を
意
味
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
道
徳
の
典
型
で
あ
る
孔
子
に
対
し
て
、
美
と
権
化
で
あ
る
南
子
夫
人
、
人
々
か
ら



「
夫
人
の
額
は
羅
馬
に
似
て
居
る
。
夫
人
の
眼
は
褒
鰍
に
似
て
居
る
」
と
い
っ
て
驚
嘆
さ
れ
る
こ
の
ダ
性
に
関
し
て
遠
藤
脚
注
四
は
、

「
麟
麟
の
語
を
に
な
う
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
絶
対
の
価
値
を
有
す
る
も
の
は
、
ひ
と
つ
の
世
界
に
両
立
し
え
な
い
の
が
、
古
来
か
ら
の
宿
命
で
あ
る
。

　
　
「
わ
た
し
は
世
の
中
の
美
色
を
求
め
て
南
子
を
得
た
。
ま
た
四
方
の
財
宝
を
工
め
て
此
の
宮
殿
を
造
っ
た
。
此
の
上
は
天
下
に

　
　
覇
を
唱
え
て
、
此
の
夫
人
と
宮
殿
と
に
ふ
さ
わ
し
い
権
威
を
持
ち
た
く
思
っ
て
居
る
。

　
こ
の
よ
う
に
心
密
は
美
貌
の
夫
人
と
宮
殿
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
権
威
を
得
た
い
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ

は
聖
人
の
手
伝
い
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
霊
公
は
聖
人
の
カ
を
借
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
文
章
を
み
れ
ば
、
霊
牌
　
　
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弔

の
心
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
「
ど
う
か
し
て
其
の
聖
人
を
此
処
へ
呼
び
入
れ
て
、
天
下
を
平
げ
る
術
を
授
か
り
た
い
も
の
じ
ゃ
。
」

　
し
か
し
大
事
な
の
は
、
「
彼
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
っ
て
、
南
子
夫
人
の
唇
か
ら
洩
れ
る
言
葉
」
で
あ
っ
た
。

注
四
　
遠
藤
祐

矧
谷
崎
潤
一
郎
－
小
説
の
構
造
1
』

（
明
治
書
院
、
昭
和
六
十
二
・
九
）



「
妾
は
世
の
中
の
不
思
議
と
云
う
者
に
遇
っ
て
見
た
い
。

思
議
を
見
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

あ
の
悲
し
い
顔
を
し
た
男
が
真
の
聖
人
な
ら
、
妾
に
い
ろ
い
ろ
の
不
’

と
い
う
夫
人
の
望
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
望
み
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
不
思
議
」
へ
の
挑
戦
と
い
う
こ
と
に

違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
き
る
の
は
、
南
子
夫
人
が
絶
対
美
を
持
っ
て
い
る
女
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
南
子
夫
人
の
「
不

思
議
」
へ
匹
挑
戦
は
、
「
自
己
の
肉
体
へ
の
絶
対
の
自
信
」
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。

「
私
は
聖
人
か
ら
罪
悪
に
打
ち
克
つ
道
を
教
わ
っ
た
が
、
ま
だ
美
し
き
も
の
の
カ
を
防
ぐ
術
を
知
ら
な
い
か
ら
。
」

こ
の
文
章
は
、
作
者
哀
心
の
土
ハ
感
と
関
心
を
示
す
箇
所
で
．
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
は
「
防
ぐ
術
を
知
ら
な
い
」
ほ
ど
絶
対
的
な
美
に

隷
属
す
る
至
福
の
境
地
が
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
隷
属
す
る
霊
公
に
反
し
て
、
南
子
夫
人
は
、
驕
慢
な
女
性
で
あ
る
。
南
子
は

霊
公
を
下
僕
と
し
て
得
ら
れ
る
の
は
自
分
自
身
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
る
。

あ
の
孔
丘
と
云
う
男
は
、
何
時
の
問
に
か
あ
な
た
を
妾
の
手
か
ら
奪
っ
て
了
つ
た
。
妾
が
昔
か
ら
あ
な
た
を
愛
し
て
居
な
か
っ

た
の
に
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
妾
を
愛
さ
ぬ
と
云
う
法
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。

　
南
子
夫
人
は
、
自
分
こ
そ
最
高
の
「
美
」
の
顕
現
を
持
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

想
に
ひ
き
も
ど
そ
う
と
す
る
孔
子
に
挑
戦
を
試
み
る
。

南
子
夫
人
は
、
霊
公
を
王
者
の
理
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先
生
は
何
故
い
つ
ま
で
も
其
の
よ
う
に
、
悲
し
い
顔
を
し
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
妾
に
は
悲
し
い
顔
は
凡
べ
て
醜
く
見
え

る
。
（
中
略
）
豊
か
な
心
に
ふ
さ
わ
し
い
、
麗
か
な
顔
を
持
た
ね
ば
な
る
ま
い
。
妾
は
今
先
生
の
顔
の
憂
の
雲
を
彿
…
ひ
、
悩
ま

し
い
影
を
拭
っ
て
上
げ
る
。

　
荒
正
人
　
注
五
は
南
子
夫
人
の
顔
の
描
写
に
対
し
て
、
「
自
分
の
美
貌
に
く
わ
え
る
武
器
と
す
る
の
は
珍
貴
の
沈
香
で
あ
り
腸
を
も

焼
く
各
酒
で
あ
り
、
奇
獣
の
肉
で
あ
っ
た
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
孔
子
を
お
と
し
い
れ
よ
う
と
す
る
カ
は
そ
れ
が
「
南
の
海
の
底
の
幾
百
年
に
旦
る
奇
し
き
夢
が
こ
も
っ
て
」
い
よ
う
と
も
香
な
の

で
あ
り
、
「
碧
光
を
放
っ
て
透
き
徹
る
碧
瑠
の
杯
に
盛
ら
れ
た
」
、
「
．
人
間
の
味
わ
ぬ
天
の
歓
楽
を
伝
え
た
甘
露
の
如
く
」
で
あ
っ
た

と
し
て
も
そ
れ
は
酒
で
あ
り
、
い
か
に
珍
獣
奇
獣
の
絶
美
の
味
覚
で
あ
ろ
う
と
食
肉
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
は

精
神
的
内
的
な
も
の
よ
り
物
質
的
現
在
的
逸
楽
が
い
っ
さ
い
に
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
衛
の
国
に
お
い
て
も
、
南
子
と
孔
子
と
の
対
峙
は
、
い
ず
れ
避
け
ら
れ
ぬ
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
王
宮
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
孔
子

は
、
賢
明
に
南
子
を
避
け
て
霊
公
と
の
み
語
る
よ
う
に
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
国
に
き
て
王
妃
た
る
自
分
に
拝
脆
し
な
い
の
は

聖
人
と
し
て
礼
に
反
し
た
行
為
で
は
な
い
か
と
い
う
南
子
の
論
理
に
抗
し
き
れ
ず
、
つ
い
に
そ
の
宮
殿
に
伺
候
す
る
。

　
王
宮
に
迎
え
い
ら
れ
た
孔
子
に
南
子
夫
人
ば
、
香
水
と
酒
を
勧
め
る
。
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七
つ
の
香
櫨
を
捧
げ
て
、
聖
人
の
周
囲
を
取
り
続
い
た
。
夫
人
は
香
箱
を
開
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
香
を
一
つ
一
つ
香
櫨
に
投
げ

た
。
七
す
じ
の
重
い
煙
は
、
金
繍
の
帳
を
這
っ
て
静
に
上
っ
た
。
或
は
黄
に
、
或
は
紫
に
、
或
は
白
き
壇
香
の
煙
に
は
、
南
の

海
の
底
の
、
幾
百
年
に
挙
る
奇
し
き
夢
が
こ
も
っ
て
居
た
。
十
二
種
の
欝
金
香
は
、
春
の
霞
に
．
育
ま
れ
た
芳
草
の
精
の
、
凝
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
石
口
の
澤
中
に
棲
む
龍
の
誕
を
、
練
り
固
め
た
龍
挺
香
の
香
、
中
州
に
生
る
る
密
香
樹
の
根
よ
り
造
っ

た
沈
香
の
気
は
、
人
の
心
を
、
遠
く
甘
い
想
像
の
国
に
誘
う
カ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
聖
人
の
顔
の
雲
は
深
く
な
る
ば
か
り
で

あ
っ
た
。

夫
人
は
に
こ
や
か
に
笑
っ
て
、
「
お
お
、
先
生
の
顔
は
漸
く
美
し
う
輝
い
て
来
た
。
妾
は
い
ろ
い
ろ
の
酒
と
杯
と
を
持
っ
て
居

る
、
（
中
略
）
夫
人
は
、
　
一
つ
一
つ
珍
奇
な
杯
に
酒
を
酌
む
，
で
、
　
一
行
に
す
す
め
た
。
其
の
味
わ
い
の
妙
な
る
働
き
は
、
人
々

に
正
し
き
も
の
の
値
を
卑
し
み
、
美
し
き
者
の
値
を
愛
ず
る
心
を
与
え
た
。
碧
光
を
放
っ
て
透
き
徹
る
碧
揺
の
杯
に
盛
ら
れ
た

酒
は
、
人
間
の
嘗
て
味
わ
ぬ
天
の
歓
楽
を
伝
え
た
甘
露
の
如
く
で
あ
っ
た
。
紙
の
よ
う
に
薄
い
青
玉
色
の
自
暖
の
杯
に
、
冷
え

た
る
酒
を
注
ぐ
時
は
、
少
頃
に
し
て
沸
々
と
熱
し
、
悲
し
き
人
の
腸
を
も
焼
い
た
。
南
海
の
鍛
の
頭
を
以
て
作
っ
た
籔
魚
頭
の

杯
は
、
怒
れ
る
如
く
煩
き
数
尺
の
髭
を
伸
ば
し
て
、
浪
の
飛
沫
の
玉
の
よ
う
に
金
銀
を
鑛
め
て
居
た
。
し
か
し
、
聖
人
の
眉
の

静
み
は
濃
く
な
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
夫
人
は
い
よ
い
よ
に
こ
や
か
に
笑
っ
て
、
「
先
生
の
顔
は
、
更
に
美
し
う
輝
い
て
来
た
。

妾
は
い
ろ
い
ろ
の
鳥
の
獣
と
の
肉
を
持
っ
て
居
る
。
香
の
煙
に
魂
の
悩
み
を
濯
ぎ
、
酒
の
力
に
体
の
括
り
を
弛
め
た
人
は
、
豊

か
な
食
物
を
舌
に
培
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
夫
人
は
ま
た
其
の
皿
の
一
つ
一
つ
を
厚
層
に
す
す
め
た
。
そ
の
中
に
は
玄
豹

の
飴
も
あ
っ
た
。
丹
穴
の
雛
竜
あ
っ
た
。
昆
山
回
の
哺
、
封
獣
の
幡
も
あ
っ
た
。
其
の
甘
い
肉
の
一
片
を
口
に
御
む
時
は
、
人

の
心
に
凡
べ
て
の
善
と
悪
と
を
考
え
る
暇
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
聖
人
の
顔
の
雲
は
晴
れ
な
か
っ
た
。
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こ
の
一
節
は
「
麟
麟
」
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
孔
子
の
「
悲
し
い
顔
」
と
南
子
の
「
に
こ
や
か
な
顔
」

と
い
う
表
情
の
対
比
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
孔
子
の
「
悲
し
い
顔
」
は
徳
で
あ
り
、
南
子
の
「
に
こ
や
か
な
顔
」
は
色
で
あ
る
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
南
子
夫
人
は
孔
子
の
憂
欝
な
顔
を
拭
っ
て
あ
げ
る
つ
も
り
で
、
香
を
、
美
酒
を
、
勧
め
る
。
が
、
孔
子
の
顔

は
曇
っ
て
い
る
よ
う
に
探
く
な
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
た
し
か
に
意
識
し
て
、
徳
の
か
な
し
み
と
美
の
笑
み
と
を
、
対
照
さ
せ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
谷
崎
に
と
っ
て
美
徳
と
美
と
が
、
決
し
て
相
い
れ
な
い
価
値
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

「
人
の
心
に
凡
べ
て
の
善
と
悪
と
を
考
え
る
暇
が
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
は
南
子
夫
人
の
色
に
対
し
て
．
の
非
難
で
あ
る
だ
ろ
う
。

南
子
が
自
身
の
宮
殿
に
吼
子
を
招
待
し
、
対
面
を
果
た
し
た
後
で
は
、
状
況
は
あ
き
ら
か
に
変
化
を
み
せ
て
い
る
。
徳
の
カ
の
南
　
餌

子
に
適
わ
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
意
識
し
た
孔
子
は
、
衛
を
去
る
こ
と
に
な
る
・
そ
の
か
わ
り
に
霊
長
が
遠
の
い
て
い
た
南
子
の
許
　
の

に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
孔
子
の
悲
し
さ
と
南
子
夫
人
の
に
こ
や
か
さ
の
対
決
は
ど
う
な
る
の
か
。

此
の
世
の
憂
と
悶
と
を
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
妾
は
今
先
生
の
眼
の
前
に
、
其
の
世
界
を
見
せ
て
上
げ
よ
う
。
」
（
中
略
）

帳
の
彼
方
は
庭
に
面
す
る
階
で
あ
っ
た
。
階
の
下
、
芳
草
の
青
々
と
萌
ゆ
る
地
の
上
に
、
暖
な
春
の
日
に
照
ら
さ
れ
て
或
は
天

を
仰
ぎ
、
或
は
地
に
つ
く
ば
い
、
躍
り
か
か
る
よ
う
な
、
闘
う
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
し
た
姿
の
も
の
が
、
数
知
れ
ず
轄

び
合
い
、
重
な
り
合
っ
て
蚕
い
て
居
た
。
（
中
略
）
其
れ
は
半
は
此
の
国
の
厳
し
い
法
律
を
犯
し
た
息
め
、
半
は
此
の
夫
人
の

眼
の
刺
激
と
な
る
が
為
め
に
、
酷
刑
を
施
さ
る
る
罪
人
の
群
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
其
の
光
景
を
悦
惚
と
眺
め
入
る
南
子
の
顔



は
、
詩
人
の
如
く
美
し
く
、
哲
人
の
如
く
厳
粛
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
妾
は
今
日
も
公
と
先
生
と
を
伴
っ
て
都
の
市
中
を
通
っ

て
見
た
い
。
そ
の
罪
人
達
を
見
た
な
ら
ば
、
先
生
も
妾
の
心
に
逆
う
事
は
な
さ
る
ま
い
。
」
こ
う
云
っ
た
夫
人
の
言
葉
に
は
、

人
を
憎
し
付
け
る
よ
う
な
威
力
が
潜
む
で
居
た
。
優
し
い
眼
つ
き
を
し
て
、
酷
い
言
葉
を
述
べ
る
の
が
、
此
の
夫
人
の
常
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
文
章
は
荷
風
が
「
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
」
（
『
三
田
文
学
』
明
治
四
十
四
・
一
）
の
中
で
指
摘
し
た
谷
崎
文
学
の
特
色
で
あ

る
「
肉
体
上
の
惨
忍
」
の
も
た
ら
す
戦
慎
に
満
ち
た
情
景
で
あ
る
。
無
惨
な
情
景
を
見
せ
る
こ
と
は
、
道
徳
に
対
す
る
南
子
夫
人
の

美
し
い
強
者
の
自
己
顕
示
の
極
致
で
あ
っ
た
。

　
遠
藤
祐
　
注
｛
へ
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
「
南
子
の
美
の
威
容
の
前
に
は
、
い
か
な
る
徳
性
を
王
道
も
無
力
で
あ
る
こ
と
を
、
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

的
に
意
識
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
｝
説
明
す
る
。
と
す
る
と
、
こ
れ
は
孔
子
と
南
子
と
は
敗
北
の
関
係
で
、
こ
こ
で
は
南
子
に
孔
子
　
　
つ

が
負
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
「
敗
北
」
と
い
う
の
は
、
道
徳
を
持
っ
て
い
る
孔
子
が
色
を
持
っ
て
い
る
南
子

に
征
服
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
孔
子
は
前
と
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
南
子
夫
人
か
ら
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
。
孔
子
は

前
と
は
変
わ
ら
な
く
て
、
南
子
夫
人
か
ら
も
影
響
も
受
け
な
か
っ
た
の
で
あ
く
ま
で
も
道
徳
家
と
し
て
生
き
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
不
思
議
な
の
は
、
こ
の
場
面
を
よ
く
見
た
ら
、
孔
子
に
つ
い
て
の
話
は
な
い
。
「
先
生
は
妾
の
心
に
逆
ら
う
事
は
な
さ
る
ま
い
」

と
言
っ
て
い
る
の
を
み
た
ら
、
孔
子
は
単
な
る
「
聞
き
手
」
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
子
の
独
壇
場
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

注
六
前
掲
書
。
　
注
四
に
同
じ
。
．



う
。　

ま
た
こ
こ
で
は
「
刺
青
」
の
女
の
よ
う
に
驕
慢
な
イ
メ
ー
ジ
が
・
窺
え
る
。
「
刺
青
」
の
中
で
「
肥
料
」
と
い
う
言
葉
が
ど
ん
な
に

大
事
な
役
を
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
肥
料
と
い
う
の
は
、
刺
青
師
清
吉
が
宿
願
の
女
性
に
見
せ
た
二
幅
の
絵
の
題
名
で

あ
る
。
「
刺
青
」
の
「
肥
料
」
と
い
う
絵
を
見
せ
る
場
面
と
「
藤
麟
」
の
こ
の
場
面
は
類
似
点
を
持
っ
て
い
る
。
「
刺
青
」
の
絵
の

中
で
は
次
の
よ
う
な
内
容
が
あ
る
。

若
い
女
が
桜
の
幹
へ
身
を
僑
せ
て
、
足
下
に
累
累
と
算
を
乱
し
て
発
れ
た
る
幾
年
の
男
の
屍
骸
を
見
つ
め
て
居
る
。

こ
の
よ
う
に
「
刺
青
」
・
の
美
女
と
「
麟
麟
」
の
南
子
は
悪
魔
的
な
面
を
持
っ
て
い
る
。

「
親
方
、
私
は
も
う
今
迄
の
よ
う
な
臆
病
な
心
を
、

な
っ
た
ん
だ
ね
え
。
」

さ
ら
り
と
捨
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
i
お
前
さ
ん
は
真
先
に
私
の
肥
料
に
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と
い
う
ふ
う
に
「
刺
青
」
の
女
性
は
晴
れ
や
か
に
言
っ
た
。

　
男
が
女
の
肥
料
に
な
る
と
い
う
の
は
、
確
か
に
谷
崎
の
重
要
な
テ
ー
マ
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
悪
魔
的
で
あ
り
、
驕
慢
な
南
子
が
霊
媒
と
衛
の
国
の
権
力
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
衛
と
い
う
国
は
「
善
と
悪
と
を

考
え
る
暇
」
が
な
く
な
る
し
、
衛
の
国
に
徳
が
な
い
と
孔
子
が
と
ど
ま
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
孔
子
の
道
徳
の
典
型
は
「
麟
麟
」
の
冒
頭
か
ら
見
ら
れ
る
。



時
々
車
上
の
夫
子
が
老
顔
を
窃
み
視
て
、
傷
ま
し
い
放
浪
の
師
の
身
の
上
に
涙
を
流
し
た
。

　
「
傷
ま
し
い
」
、
「
悲
し
い
顔
」
、
「
放
浪
の
師
の
上
」
と
い
う
言
葉
は
や
は
り
孔
子
の
道
徳
の
観
念
を
よ
く
現
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
谷
崎
文
学
の
世
界
に
お
い
て
つ
い
に
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
宿
命
か
も
し
れ
な
い
。

　
庭
前
め
光
景
を
眼
に
し
た
時
、
そ
れ
は
孔
子
の
徳
の
対
決
を
超
越
し
て
、
犯
し
が
た
い
壮
厳
さ
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
光
景
を
見

せ
た
南
子
の
顔
は
、
「
詩
人
の
如
く
美
し
く
、
哲
人
の
如
く
厳
粛
で
あ
っ
た
。
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
彼
女
の
容
貌
の

現
す
美
は
、
感
性
の
域
を
越
え
て
、
絶
対
性
を
獲
得
し
た
の
だ
と
い
っ
て
い
い
。

　
「
鼠
麟
」
に
お
い
て
南
子
の
顔
に
現
れ
た
こ
の
お
ご
そ
か
な
美
に
、
．
な
ら
び
た
ち
・
う
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
安
ら
か
な
、
屈
托
の
な
い
歌
の
声
」
、
「
林
類
老
人
の
心
境
」
、
そ
の
「
楽
し
み
」
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
　
　
3

　
子
項
は
老
人
に
聞
く
。
老
人
は
か
ら
か
ら
笑
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
わ
し
の
楽
し
み
と
す
る
も
の
は
、
世
間
の
人
が
皆
持
っ
て
居
て
、
却
っ
て
憂
と
し
て
居
る
。
幼
い
時
に
行
を
勤
め
ず
、

て
時
を
競
わ
ず
、
老
い
て
妻
子
も
な
く
、
漸
く
死
期
が
近
づ
い
て
居
る
。
そ
れ
だ
か
ら
此
の
よ
う
に
楽
し
ん
で
居
る
。
」

長
じ

ま
た
、
子
項
は
か
さ
ね
て
聞
い
た
。
老
人
の
答
え
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
死
と
生
と
は
、
二
度
二
っ
て
一
度
返
る
の
じ
や
。
此
処
で
死
ぬ
の
は
．
、
彼
処
で
生
ま
れ
る
の
じ
ゃ
。
わ
し
は
、
生
．
を
求
め
て



醒
齪
す
る
の
は
惑
じ
ゃ
と
云
う
事
を
知
っ
て
居
る
．
今
死
ぬ
る
も
昔
生
れ
た
の
と
変
わ
り
は
な
い
と
思
っ
て
居
る
。

　
そ
し
て
老
人
は
歌
い
始
め
る
。
こ
の
老
人
は
現
世
の
い
と
な
み
の
一
切
を
、
み
ず
か
ら
相
対
化
す
る
境
地
に
立
つ
。
ま
た
、
こ
の

老
人
こ
そ
何
も
の
に
も
拘
ら
ず
、
自
由
を
確
保
し
て
お
り
、
徳
を
越
え
た
美
と
肩
と
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
読
者

か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
無
用
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
者
に
と
っ
て
は
、
南
子
の
輝
く
美
の
絶
対

性
と
対
比
さ
せ
る
た
め
に
、
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
文
章
は
美
の
絶
対
性
を
持
っ
て
い
る
驕
慢
な
南
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

あ
あ
、
彼
の
聖
人
の
徳
も
、

の
法
律
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

あ
の
夫
人
の
暴
虐
に
は
及
ば
ぬ
と
見
え
る
。
今
日
か
ら
ま
た
、
あ
の
夫
人
の
言
葉
が
此
の
衛
の
国

平
常
の
美
貌
と
は
異
な
る
。
光
輝
が
感
じ
さ
せ
る
美
、
で
あ
る
。
人
々
は
天
人
の
美
貌
を
仰
ぐ
と
き
、
同
時
に
そ
れ
を
侍
む
驕
慢
、

「
暴
虐
」
の
所
為
の
数
々
を
思
い
浮
か
べ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
人
の
中
で

一
人
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
霊
公
で
あ
る
。
こ
の
「
享
楽
人
」
は
決
定
的
に
、
南
子
の
美
の
虜
に
な
る
。

「
あ
の
聖
人
は
、
何
と
云
う
悲
し
い
姿
を
し
て
居
る
の
だ
ろ
う
。

か
し
今
日
程
夫
添
の
顔
の
美
し
く
見
え
た
事
は
な
い
。
」

あ
の
夫
人
は
何
と
云
う
驕
っ
た
風
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

し
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こ
の
よ
う
に
南
子
夫
人
の
美
し
さ
と
聖
人
の
「
悲
し
い
姿
」
は
対
照
的
に
映
っ
て
い
る
。
こ
の
光
景
は
南
子
夫
人
が
聖
人
を
自
身

の
宮
殿
に
招
待
し
た
時
と
状
況
が
変
わ
ら
な
い
。
宮
殿
の
場
面
に
見
ら
れ
た
聖
人
の
顔
は
「
聖
人
の
顔
の
雲
は
深
く
な
る
ば
か
り
で

あ
っ
た
」
「
雲
は
晴
れ
て
」
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
南
子
の
顔
ば
「
に
こ
や
か
に
」
笑
っ
て
い
た
。
二
人
の
関
係
か
ら
緊
張

感
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
美
の
壮
厳
が
南
子
の
顔
に
示
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
麟
麟
」
を
手
が
か
り
と
し
て
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
孔
子
と
南
子
と
に
は
さ
ま
れ
た
霊
公
の
態
度
で
あ
る
。

　
霊
公
は
南
子
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
私
は
お
前
を
愛
さ
ぬ
と
云
う
で
は
な
い
。
今
日
．
か
ら
私
は
、
夫
が
妻
を
愛
す
る
よ
う
に
お
前
を
愛
し
よ
う
。
今
迄
私
は
、
奴

隷
が
主
に
事
え
る
よ
う
に
、
人
間
が
神
を
崇
め
る
よ
う
に
、
お
前
を
愛
し
て
居
た
。
私
の
国
を
捧
げ
、
私
の
富
を
捧
げ
、
私
の
　
8

民
を
捧
げ
・
私
の
命
を
捧
げ
て
お
前
の
歓
を
購
う
事
が
・
私
の
今
迄
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
聖
人
の
言
葉
に
よ
っ
て
・
　
　
つ

其
れ
よ
り
も
貴
い
仕
事
の
あ
る
事
を
知
っ
た
。
今
迄
は
お
前
の
肉
体
の
美
し
さ
が
、
，
私
に
取
っ
て
最
上
の
力
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
聖
人
の
心
の
響
は
、
お
前
の
肉
体
よ
り
も
更
に
強
い
力
を
私
に
与
え
た
。
」

　
孔
子
の
教
え
に
接
し
て
か
ら
は
、
そ
れ
が
当
初
の
予
期
と
多
少
ち
が
い
、
急
速
に
そ
の
徳
目
に
感
化
さ
れ
て
い
く
。
聖
人
の
話
に

目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
妻
事
は
、
た
ち
ま
ち
態
度
を
改
め
、
国
政
に
意
を
用
い
、
南
子
か
ら
の
自
立
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

あ
る
日
霊
宝
は
南
子
夫
人
に
今
引
用
し
た
言
葉
の
よ
う
に
言
う
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
自
己
と
南
子
夫
人
と
対
等
の
関

係
を
表
明
し
た
、
い
わ
ぜ
独
立
宣
言
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
怒
れ
る
夫
人
の
顔
に
面
」
す
る
よ
う
に
な
る
。
七
か
し
［
怒
れ
る
夫
人

の
顔
」
に
相
対
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
霊
公
と
南
子
の
対
立
は
、
同
時
に
孔
子
と
南
子
と
の
対
立
の
関
係
で
あ
る
と
見
て
も



い
い
だ
ろ
う
。
霊
公
と
い
う
人
物
は
孔
子
に
ま
た
、
南
子
に
動
か
さ
れ
る
立
場
に
な
る
の
で
あ
る
。
南
子
夫
人
が
霊
公
に
対
し
て
「
強

い
方
」
で
は
な
い
と
評
し
て
い
る
。

　
霊
公
は
「
聖
人
の
心
の
響
き
」
と
「
肉
体
の
美
し
さ
」
と
の
間
に
挟
ま
れ
て
、
迷
っ
て
い
る
。
こ
の
迷
い
い
つ
ま
で
つ
づ
け
る
の

か
。　

し
か
し
「
西
暦
紀
元
前
四
百
九
十
三
年
」
の
春
が
終
わ
り
に
近
づ
く
と
と
も
に
、
揺
れ
て
い
た
彼
の
生
の
指
針
は
、
お
の
ず
か
ら

一
方
に
傾
い
て
い
く
。
道
徳
の
享
楽
か
、
美
の
享
楽
か
。

　
「
西
暦
紀
元
前
四
百
九
十
三
年
の
春
の
某
の
日
」
の
深
更
、
ひ
そ
か
に
南
子
の
〈
閨
〉
の
戸
を
あ
け
て
迎
え
い
れ
た
南
の
腕
の
な

か
に
自
身
を
み
い
だ
し
た
時
、
霊
公
は
南
子
夫
人
に
言
う
。

「
私
は
お
前
を
憎
む
で
い
る
。

ら
離
れ
る
事
が
出
来
な
い
。

お
前
は
恐
ろ
し
い
女
だ
。
お
前
は
私
を
亡
ぼ
す
悪
魔
だ
。
し
か
し
私
は
ど
う
し
て
も
、
お
前
か

　
そ
し
て
霊
公
は
自
己
を
滅
す
悪
魔
の
中
に
身
を
投
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
南
子
夫
人
の
前
に
全
く
無
力
を
哀
れ
な
男
性
の
姿
が
そ

こ
に
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
哀
れ
な
男
を
好
ん
で
描
き
続
け
る
こ
と
に
即
し
て
、
谷
崎
は
作
家
と
し
て
自
己
を
確
立
し

て
行
っ
た
。
こ
こ
に
谷
崎
の
世
界
の
基
本
的
性
格
の
一
面
が
見
出
せ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
文
章
か
ら
「
哀
れ
な
」
霊
公
が
、
南
子
の
美
し
さ
に
戻
っ
て
来
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
す
べ
て
の
男
性
の
支
配
を
求
め
て
や
ま
な
い
南
子
の
真
と
権
威
と
栄
耀
を
尽
く
し
た
必
死
の
術
策
の
た
め
に
二
品
の
魂
は
再
び
南

子
の
虜
と
な
る
。
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熱
い
南
子
の
抱
擁
に
身
を
投
じ
た
時
、
彼
は
、
孔
子
と
出
会
う
以
前
の
お
の
れ
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
霊
草
に
「
お
前
か
ら
離
れ

る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
い
わ
せ
た
も
の
、
自
身
の
破
滅
を
恐
れ
て
も
な
お
絆
を
断
つ
こ
と
の
不
可
能
を
悟
ら
せ
た
契
機
は
、
た
ん

な
る
官
能
美
で
は
な
か
っ
た
。

　
事
実
如
上
の
哀
れ
な
人
間
が
如
何
に
お
び
た
だ
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
刺
青
」
の
刺
青
師
清
吉
、
「
人
魚
の
嘆
き
」
の
孟

世
寿
、
「
魔
術
師
」
の
「
私
」
等
な
ど
。
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
初
期
の
作
品
に
限
ら
な
い
。
「
卍
」
、
「
盲
目
物
語
」
、
「
春
子
抄
」

等
後
期
に
属
す
る
野
作
に
も
、
等
し
く
美
し
き
も
の
の
力
の
前
に
全
く
無
力
な
、
そ
の
意
識
で
哀
れ
な
人
間
の
姿
は
鮮
や
か
に
描
か

れ
て
い
る
。

　
霊
公
は
南
子
の
美
に
魅
せ
ら
れ
て
、
つ
い
に
聖
人
孔
子
を
見
捨
て
た
。
こ
の
よ
う
な
霊
公
の
態
度
に
つ
い
て
、
高
田
端
穂
　
注
七
は
、

「
恐
ろ
し
い
人
で
あ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
南
子
の
前
に
全
く
無
力
で
あ
る
霊
公
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
無
力
故
に
、
孔
子
に
対
・
し

て
は
驚
く
べ
き
決
断
を
下
し
て
い
く
。
哀
れ
な
人
が
【
質
し
て
恐
ろ
し
い
人
に
な
る
例
は
、
他
の
谷
崎
作
品
に
も
求
め
ら
れ
る
。

100　一

「
ど
う
ぞ
私
の
望
み
を
か
な
へ
、
お
前
の
奴
隷
に
使
っ
て
お
く
れ
。
」
1
「
魔
術
師
」
注
八

大
洋
の
水
の
底
に
、
か
く
ま
で
微
妙
な
生
き
物
の
住
む
不
思
議
な
世
界
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
む
し
ろ
人
間
よ
り
も
人
魚
の
種

注
七
　
副
田
端
穂
『
日
本
近
代
作
家
の
美
意
識
』
（
明
治
書
院
、
昭
和
六
十
二
」
二
）

注
人
　
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
第
四
巻
』
中
「
魔
術
師
」
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
二

・
二
）



属
に
堕
落
し
た
い
。

1

「
人
魚
の
嘆
き
」
注
丸

　
い
ず
れ
も
、
哀
れ
な
人
で
あ
る
と
と
も
に
い
か
に
も
恐
ろ
し
い
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
は
作
者
谷
崎
の
血
縁
者

で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
作
は
い
ず
れ
も
「
美
し
き
も
の
」
の
描
写
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
力
の
描
写
を
最
後
に
支
え
る
も
の
こ
そ
哀
れ
な
人
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
谷
崎
の
心
情
と
態
度
を
最
も
よ
く
伝
え
る
の
は
「
哀
れ
な
人
」
、
「
恐
ろ
し
き
人
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
作
家
谷
崎
の
感
性
美
に
対
す
る
絶
対
の
誠
実
そ
の
も
の
の
反
映
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

霊
公
は
美
し
い
肉
体
を
憎
み
恐
れ
な
が
ら
も
、
な
お
南
子
へ
の
惑
溺
に
抗
し
き
れ
ず
、
歓
楽
に
の
め
り
こ
ん
で
い
く
。
「
享
楽
人
」

霊
公
の
資
質
の
明
瞭
な
顕
現
で
あ
る
と
見
て
い
い
だ
ろ
．
う
。
美
し
い
強
者
を
憎
み
恐
れ
な
が
ら
も
霊
公
は
、
孔
子
と
は
対
照
的
、
谷

崎
の
作
中
に
身
を
お
ち
つ
け
る
場
を
、
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
霊
子
の
声
は
「
震
え
て
」
い
た
。
し
か
し
南
子
の
眼
は
、
「
悪
の
誇
に
輝
い
て
」
い
た
と
い
う

目
つ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
章
か
ら
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
南
子
は
魔
性
を
帯
び
て
い
る
女
性
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
南
子
は
、
自
分
の
魅
力
に
誇
り
を
も
ち
、
そ
れ
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
を
怒
り
、
自
分
の
魅
力
に
負
け
な
い
男
性
を
悲
し

ま
せ
、
苦
し
め
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
女
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
性
と
聖
人
の
関
係
は
、
緊
張
感
を
読
者
に
与
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
日
夏
取
之
介
は
、
「
決
し
て
読
者
を
魅
了
す
る
こ
と
が
到
底
出
来
な
い
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

一　101　一

注
九
　
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
第
四
巻
』
中
「
人
魚
の
．
嘆
き
」
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
二
．
二
）



南
子
夫
人
が
甲
子
の
描
写
に
至
っ
て
は
、
耽
美
的
主
観
の
立
ち
こ
め
る
現
実
相
の
危
な
い
足
ど
り
が
読
む
人
の
受
け
と
る
印
象

を
稀
薄
な
ら
し
め
、
現
実
の
威
力
を
以
て
し
て
も
、
幻
想
の
権
威
を
以
て
し
て
も
、
そ
の
何
れ
を
以
て
し
て
も
、
決
し
て
読
者

を
魅
了
す
る
こ
と
が
到
底
出
来
な
い
。
注
＋

ま
た
吉
田
精
一
も
、
「
麟
麟
」
は
「
何
か
足
り
な
い
」
と
非
難
し
て
い
る
。

作
者
は
善
と
悪
、
徳
と
美
と
の
対
立
を
ね
ら
っ
て
い
る
が
、
そ
し
て
外
面
的
に
は
そ
の
限
り
で
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
内
面
に
立
ち
入
っ
て
見
る
と
、
甚
だ
も
の
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
に
眠
る
。
聖
人
の
理
想
を
邪
魔
す
る
も
の
は
「
悪
」
と
，

見
る
な
ら
救
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
思
想
の
単
純
さ
は
酬
え
ず
、
と
く
に
「
悪
」
と
「
官
能
的
誘
惑
」
・
と
を
同
一
視
し
て
い

て
点
は
、
作
者
が
ま
だ
封
建
的
倫
理
観
か
ら
ぬ
け
切
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
注
±
，
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し
か
し
ワ
イ
ル
ド
の
場
合
は
、
「
悪
」
に
対
し
て
倫
理
的
、
心
理
的
な
深
い
解
釈
を
つ
け
る
こ
と
よ
り
逆
説
的
に
理
解
し
て
い
る
。

注
十
　
　
日
夏
歌
之
介
『
谷
崎
文
学
』

注
十
円
　
前
掲
書
。
　
注
一
に
同
じ
。

（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
二
十
五
・
三
）



悪
と
は
善
良
な
’
る
人
々
が
、
他
人
の
奇
妙
な
る
魅
力
を
説
明
せ
ん
と
し
て
発
明
し
た
る
神
話
な
り
。

つ
は
愚
か
な
こ
と
だ
。
人
間
は
魅
力
が
あ
る
か
、
退
屈
な
の
か
で
あ
る
。
注
士
一

人
間
を
薔
と
悪
と
に
分
か

　
南
子
が
「
悪
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
魅
力
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
れ
も
善
良
な
人
々
に
は
理
解
し
に
く
い
「
奇
妙
な
魅
力
」
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
「
刺
青
」
の
娘
に
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
彼
女
に
「
悪
」
の
め
ば
え
が
あ
り
、
南
子
に
「
悪
」
の
完
成
し
た
姿
態

が
あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
な
ら
「
悪
の
讃
美
」
と
い
う
こ
と
が
堂
々
と
主
張
で
き
る
か
も
知
れ

な
い
。
少
し
も
魅
力
が
そ
れ
も
奇
妙
な
魅
力
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
価
値
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
「
夫
人
の
眼
は
悪
の
誇
に
輝
い
て
居
た
。
」
と
い
う
文
章
に
対
し
て
、
日
夏
は
、
「
無
思
慮
な
、
お
お
ざ
っ
ぱ
な
、
大
学
青
年
臭

の
生
く
さ
い
｝
行
で
あ
る
。
」
と
い
う
ふ
う
に
指
摘
し
て
い
る
し
、
作
品
中
の
南
子
に
関
す
る
描
写
に
つ
い
て
も
「
耽
美
的
主
観
に

よ
る
幻
想
や
作
品
上
の
現
実
化
に
い
か
に
筆
が
尽
く
さ
れ
て
い
て
も
魅
力
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
刺
青
」
「
麟
麟
」
に
始
ま
り
、
「
卍
」
に
到
る
谷
崎
の
最
も
盛
な
活
動
期
は
、
こ
の
「
悪
の
誇
の
輝
く
」
愛
欲
の
一
筋
道
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
悪
魔
的
変
質
的
愛
欲
も
後
に
は
「
精
緻
な
も
の
に
な
る
」
が
、
「
刺
青
」
な
ど
で
そ
の
素
材
の
も
つ
変
態
性

で
随
分
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
初
期
か
ら
さ
ま
で
病
的
で
は
な
か
っ
た
。

　
孔
子
は
衛
の
国
を
去
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
話
を
す
る
。
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注
十
ニ
　
ワ
イ
ル
ド
『
ド
リ
ア
ン
・
グ
レ
イ
の
肖
像
』
（
福
田
恒
存
訳
、
新
潮
文
庫
、
昭
和
三
十
七
・
四
）



吾
未
見
好
徳
如
好
色
者
也
（
わ
れ
い
ま
だ
と
く
を
こ
の
む
こ
と
い
う
を
こ
の
む
が
ご
と
く
な
る
も
の
を
み
ざ
る
な
り
）

　
衛
の
国
を
去
る
孔
子
の
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
荒
正
人
注
＋
三
は
、
「
蛇
足
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
上
の
文
章
の
中
で
「
徳
を
好
む
者
」
と
「
色
を
好
む
者
」
と
は
、
「
一
人
の
霊
公
の
中
に
存
在
す
る
二
つ
の
人
格
で
あ
る
」

と
林
四
郎
注
＋
四
は
言
っ
て
い
る
。
　
一
般
的
真
理
で
い
え
ば
、
徳
は
所
詮
、
色
に
は
か
な
わ
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
文
章
に
対
し
て
は
色
々
意
見
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
孔
子
が
南
子
夫
人
に
敗
北
の
意
味
と
し
て
言
っ
て
い
る
と
は
思

わ
な
い
。

　
や
は
り
「
色
」
と
「
徳
」
と
が
互
い
に
相
反
し
な
が
ら
、
し
か
も
常
・
に
共
に
人
間
に
と
っ
て
の
最
大
関
心
事
で
あ
る
こ
と
を
心
か

ら
ふ
し
ぎ
に
思
う
情
が
あ
る
。
谷
崎
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
感
を
考
え
た
．
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
ら
「
色
」
と
「
徳
」
を
相
反

し
て
い
る
世
の
中
で
あ
る
の
に
な
ぜ
谷
崎
が
孔
子
を
登
場
さ
せ
た
の
か
に
対
し
て
、
考
え
．
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
は
男
に
と
っ
て
女
の
魅
力
は
到
底
あ
ら
が
い
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
女
色
と
相
沿
い
れ
な
い
徳
の
追
求
を
止
め
る

こ
と
も
、
ま
た
人
間
に
と
っ
て
、
で
き
な
い
の
で
孔
子
が
現
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
こ
で
は
人
聞
一
般
の
中
に
同
時

共
存
的
あ
る
い
は
随
時
交
替
的
に
ふ
た
つ
の
本
性
、
「
麟
麟
」
の
中
で
は
色
と
徳
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
が
生
ま
れ
る
の
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注
十
三
　
前
掲
書
。
注
五
に
同
じ
。

注
十
四
　
荒
正
人
『
谷
崎
潤
一
郎
研
究
』

（
八
木
書
店
、
昭
和
四
十
七
・
十
一
）
の
中
に
入
っ
て
い
る
小
論
文
で
あ
る
。



で
あ
る
。
こ
れ
も
谷
崎
の
プ
ロ
ト
・
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
二
重
人
格
を
持
っ
て
い
る
「
享
楽
人
」
霊
公
は
「
色
」

と
「
徳
」
を
得
る
た
め
に
享
楽
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
吾
未
見
好
徳
如
好
色
者
也
」
と
い
う
の
は
な
げ
き
の
声
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
麟
麟
」
に
お
い
て
は
、
享
楽
人
置
公
に
む
け
ら

れ
た
感
嘆
の
声
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
遠
藤
祐
　
隼
五
は
、
「
〈
哀
れ
な
人
〉
霊
公
も
ま
た
、
享
楽
に
徹
し
た
一
個
の
『
戴

麟
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
南
子
の
容
色
に
溺
れ
て
、
国
政
と
人
道
を
顧
み
な
い
霊
公
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
す
べ
て
夫
人
と
の
〈
歓
楽
〉
を
あ
が

な
う
た
め
に
犠
牲
に
供
し
、
夫
人
の
一
態
度
を
気
に
す
る
霊
公
は
、
ま
さ
に
官
能
の
奴
隷
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
形
象
は
現
世
享
楽

者
の
そ
れ
で
あ
る
か
に
見
え
る
。

　
「
離
麟
」
の
冒
頭
と
結
尾
の
古
典
的
格
調
の
美
は
孔
子
ま
で
も
風
格
の
あ
る
美
的
存
在
と
し
て
い
る
が
初
期
か
ら
こ
う
し
た
美

へ
の
希
求
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
南
子
夫
人
は
、
衛
の
富
合
を
め
ぐ
っ
て
、
聖
人
孔
子
と
対
立
す
る
悪
と
善
の
権
化
と
し
て
の
役
割
の
与
え
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
か

ら
、
正
に
妖
婦
淫
婦
型
の
典
型
と
し
て
最
初
か
ら
登
場
す
る
。

　
こ
の
南
子
夫
人
の
本
質
や
性
格
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
孔
子
と
霊
公
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
妖
婦
的
な
美
は
男
性
と
し

て
の
弱
さ
を
天
性
と
す
る
霊
公
の
前
に
強
烈
に
発
揮
さ
れ
る
。

　
霊
公
が
「
お
前
は
私
を
亡
ぼ
す
悪
魔
だ
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
南
子
夫
人
の
悪
魔
的
な
面
が
見
ら
れ
る
。
男
性
を
服
従
さ
せ
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前
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書
。
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に
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。



る
妖
婦
性
を
誇
示
し
た
南
子
夫
人
は
、
権
力
を
土
台
に
美
を
誇
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
霊
公
は
、
南
子
の
妖
し
い
美
と
孔
子
の
徳
と

の
間
を
揺
れ
動
く
だ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
麟
麟
」
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
主
題
は
、
「
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
い
者
は
弱
者
で
あ
っ
た
。
」
の
で

あ
る
。

　
妖
艶
な
女
で
あ
る
南
子
夫
人
に
霊
公
は
脆
く
よ
う
に
な
る
。
霊
公
は
「
色
」
の
南
子
夫
人
と
「
徳
」
の
孔
子
の
間
で
迷
う
が
、
結

局
は
「
色
」
の
南
子
夫
人
に
敗
北
す
る
。
霊
亀
に
対
し
て
の
夫
人
は
「
強
者
」
に
な
る
。
し
か
し
孔
子
は
、
南
子
夫
人
が
徳
の
カ
に

及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
、
衛
を
離
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
孔
子
は
悪
魔
的
な
南
子
夫
人
に
敗
北
し
て
い
な

い
と
言
え
る
。
孔
子
の
場
合
は
前
と
は
、
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
「
徳
」
の
孔
子
と
し
て
生
き
ら
れ
る
。

谷
崎
が
「
懸
」
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
た
の
縁
、
「
刺
青
」
と
嚢
じ
よ
・
つ
に
「
女
性
美
」
蕩
り
、
男
性
に
恥
し
て
の
薯
の

「
美
」
で
あ
っ
た
。
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谷
崎
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一
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全
集
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「
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」
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昭
和
五
十
六
・
五
）
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谷
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一
郎
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巻
』
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「
魔
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潮
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潤
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昭
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潤
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構
造
1
』
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院
、
昭
和
六
十
二
・
九
）
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介
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谷
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田
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穂
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代
作
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の
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識
』
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治
書
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昭
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六
十
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・
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）

雑
誌

酒
井
森
之
介
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『
明
治
大
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文
学
研
究
』
第
五
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明
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