
は
し
が
き

森
鵡
外
の
初
期
の
作
品
の
中
に、

「
舞
姫
」
r
う
た
か
た
の
記」

『
文
づ
か
ひ
』
の
三
篇
が
あ
る
。
『
舞
姫
』
は、

明
治
二
十
三

年
一
月、

「
國
民
の
友
」

第
六
巻、

第
六
十
九
号
の
付
録
に
発
表

さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て、

鴎
外
は、

小
説
家
と
し
て、

世
に
立

ち
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
同
年
八
月、

「
柵
草
紙」

第
十

一

号
に
r
う
た
か
た
の
記
」

を
発
表
し、

翌
二
十
四
年
一

月
に、

「
文
づ
か
ひ
」

を
「
新
著
百
種」

第
十
二
号
に
掲
載
し
た。

こ
の

よ
う
に、

こ
れ
ら
三
篇
は、

短
期
間
の
う
ち
に、

矢
継
ぎ
早
に
発

表
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

閾
外
は、

明
治
十
七
年、

数
え
年
二
十
三
歳
の
時、

陸
軍
省
か

ら
官
費
留
学
生
七
し
て、

ド
イ
ツ
ヘ
渡
る
よ
う
に
と
い
う
命
を
受

け
た。

そ
し
て
そ
の
年
の
八
月
に、

横
浜
を
出
航
し
た
。

四
年
蘭

の
留
学
を
終
え、

横
浜
に
入
港
し
た
の
が、

明
治
二
十
一

年
九
月

で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
「
舞
姫
」

r
う
た
か
た
の
記」

「
文
づ
か
ひ
」

は、

帰
国
直
後
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

ド
イ
ッ
留
学

と
い
う
大
き
な
体
験
が、

何
ら
か
の
形
で、

こ
れ
ら
の
作
品
に
影

を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

遡
れ
ば、

佐
藤
春
夫

氏
が`

「
森
閾
外
の
ロ
マ
ソ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
（
昭
和
二
十
四
年
九

注
一

月
「
群
像
」

筑
摩
書
房
「
森
閾
外
研
究」

所
収
）
の
中
で、

「

こ

れ
等
三
つ
の
短
篇
は
鵡
外
の
ド
イ
ッ
み
や
げ
と
も
い
ふ
ぺ
き
作
品
」

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に、
r
舞
姫」

「
う
た
か

た
の
記」

「
文
づ
か
ひ
」

が
一

纏
り
に
さ
れ
る
の
は、

発
表
時
期

を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る、

と
い
う
埋
由
が
あ
る
。

が、

そ
の

他
に、

内
容
面
か
ら
見
て、

三
節
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

そ
こ
で、

三
篇
を
通
し
て
の
内
容
的
共
通
点
を、

特
に

登
場
人
物、

小
説
技
法
の
面
か
ら
探
り、

「
舞
姫
」

「
う
た
か
た

の
記」

「
文
づ
か
ひ
」

が
一
括
さ
れ
た
所
以
と
そ
の
妥
当
性
に
つ

い
て、

本
稿
で
述
ぺ
て
み
た
い
。

森

閾

外

初

期

三

部

作
の

基
底

亀

池

峰

子
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ま
ず、
三
篇
の
女
主
人
公`

エ
リ
ス、
マ
リ
イ、
イ
、
ダ
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う。
こ
れ
ら
の
三
女
性
に
つ
い
て
は、
類
似
し

た
形
容
が
成
さ
れ
て
い
る。
「
舞
姫」
の
エ
リ
ス
は、
「
こ
の
青

く
清
ら
に
て
物
問
ひ
た
げ
に
愁
を
含
め
る
目
の、
半
ば
露
を
宿
せ

る
長
き
屁
毛
に
掩
は
れ
た
る
は、
何
故
に
一
顧
し
た
る
の
み
に
て、

用
心
深
き
我
心
の
底
ま
で
は
徹
し
た
る
か。」
と
描
写
さ
れ
て
い
る。

「
う
た
か
た
の
記」
の
マ
リ
イ
に
つ
い
て
は、
「
そ
の
お
も
て
の

美
し
さ、
濃
き
藍
い
ろ
の
目
に
は、
そ
こ
ひ
知
ら
ぬ
憂
あ
り
て‘

一
た
び
顧
み
る
と
き
は
人
の
腸
を
断
た
む
と
す。」
と
描
か
れ
て
い

る。
そ
し
て、
「
こ
の
目
は
常
に
を
ち
方
に
の
み
迷
ふ
や
う
な
れ

ど、
一
た
び
人
の
面
に
向
ひ
て
は、
言
葉
に
も
増
し
て
心
を
あ
ら

は
せ
り。」
と
い
う
の
が、
「
文．つ
か
ひ」
の
イ
、
ダ
の
風
貌
で
あ

る。
一
t一
篇
は
別
個
の
作
品
で
あ
る
が、
女
主
人
公
の
形
容
は、
同

―
女
性
と
も
言
い
得
る
程、
酷
似
し
て
い
る。
い
ず
れ
も、
「
憂

い
を
帯
び
た
目」
に
そ
の
特
徴
が
あ
る。

r

膚瀑
日
記」
明
治
十
七
年
十
月
二
十＿―-
日
の
記
述
に、
次
の

よ
う
な
件
り
が
あ
る。

ル
チ
ウ
ス
F
ra
eul
ein
 
Luci
us

と
い
ふ
二
十
五
六

歳
と
覺
し
き
虜
女
の
い
つ
も
黒
き
衣
滸l
て、
面
に
憂
を
帯
び

た
る
も
あ
り。
t

ル
チ
ウ
ス
と
の
初
対
面
の
印
象
を、
閾
外
は
「
面
に
憂
を
帯
び

た
る」
と
述
べ
て
い
る。
こ
れ
は、
三
篇
の
女
主
人
公
と
共
通
し

た
特
徴
で
あ
る。
さ
ら
に、
「
文
づ
か
ひ」
の
イ
、
ダ
の
「
上
衣

も
裳
も
黒
き
を
着
た
る」
と
い
う
描
写
も、
ル
チ
ウ
ス
の
「
い
つ

も
黒
き
衣
著
て」
と
い
う
記
述
と
重
な
り
合
う。
長
谷
川
泉
氏
が、

注11
、

著
書
「
森
繭
外
論
考」
の
中
で、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

ル
チ
ウ
ス
は、
「
獨
逸
日
記」
中
に
最
も
多
く
登
場
す
る
女
性
で

あ
る。
ル
チ
ウ
ス
と
鵡
外
の
仲
が
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
は、
閾
外

が
ラ
イ
プ
チ
ヒ
か
ら
ド
レ
ス
デ
ソ
に
発
っ
た、
朋
治
十
八
年
＋
月

十一
日
の
記
述
か
ら
も
窃
う
こ
と
が
で
き
る。
そ
こ
に
は、
「
ル

チ
ウ
ス
氏
は
別
に
臨
み
て
余
が
小
照
を
求
む。」
と
あ
る。
日
記
中

の
登
場
回
数
や、
姻
外
に
小
照
を
求
め
た
と
い
う
事
実
か
ら
し
て、

ル
チ
ウ
ス
は、
鵡
外
に
と
っ
て
特
定
の
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
想

像
で
き
る。
鵡
外
は、
約
束
の
二
箇
月
後
に
ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
戻
っ

て
来
て、
ル
チ
ウ
ス
に
再
会
す
る
が、
明
治
十
八
年
十
二
月
三
十

日
に、
再
び
ド
レ
ス
デ
ソ
ヘ
と
向
か
っ
て
い
る。
こ
の
日
を
も
っ

て、
閾
外
と
ル
チ
ウ
ス
の
交
渉
は
終
わ
る。
け
れ
ど
も、
「
黒
き

衣」
の
「
面
に
憂
を
帯
び
た」
ル
チ
ウ
ス
の
思
い
出
は、
関
外
の

心
に
強
く
残
っ
て
い
た
に
違
い
な
い。
そ
の
面
影
が、
三
篇
を
創

作
し、
女
主
人
公
を
形
造
っ
た
際
に、
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
よ
う
に、
共
通
の
風
惰
で
も
っ
て
描
写
さ
れ
た
女
主
人
公

で
あ
る
が、
次
に、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
目
を
向
け
て
み
る。
ま

ず、
エ
リ
ス
に
つ
い
て
で
あ
る
が、
「
舞
姫」
中
の
彼
女
の
性
格
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描
写
は
非
常
に
少
な
い。
直
接
表
現
は、
「
エ
リ
ス
が
こ
れ
（
賤

し
き
限
り
な
る
業・・・
筆
者
注
）
を
追
れ
し
は、
お
と
な
し
き
性
格

と、
剛
気
あ
る
父
の
守
護
と
に
依
り
て
な
り。」
と
い
う
箇
所
だ
け

で
あ
る。
し
か
し、
母
を
説
き
動
か
し
て、
太
田
と
一
緒
に
住
む

よ
う
に
す
る
場
面
や、
太
田
を
追
っ
て
日
本
に
や
っ
て
来
る
こ
と

を
既
に
決
め
て
い
る
と
い
う
手
紙
の
文
面
等
か
ら
し
て‘
ェ
リ
ス

の
積
極
性
・
強
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る。
最
後
に
ェ
リ
ス
は、

'「
我
豊
太
郎
ぬ
し、
か
く
ま
で
に
我
を
ば
欺
き
玉
ひ
し
か」
と
い

う
言
葉
を
吐
い
て、
「
狂
女」
と
な
っ
て
し
ま
う。
こ
の
一
言
に、

ェ
リ
ス
の
気
持
ち
は
結
集
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う。
自

我
に
目
覚
め
始
め
て、
そ
れ
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
が、
果
敢
無

く
も、
太
田
に
よ
っ
て
打
ち
崩
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。

で
は、
「
う
た
か
た
の
記
J

の
マ
リ
イ
は、
ど
う
で
あ
ろ
う
か。

彼
女
は、
こ
の
作
品
の
冒
頭
に
描
か
れ
た、
威
厳
あ
る
「
女
神
バ

ワ
リ
ア
像」
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る0
性
格
が
如
実
に
現
わ

れ
て
い
る
の
は‘
次
の
三
箇
所
で
あ
る。

少
女
は
卓
越
し
に
伸
び
あ
が
り
て`

俯
き
ゐ
た
る
巨
勢
が

頭
を、
ひ
ら
手
に
抑
へ、
そ
の
額
に
接
吻
し
つ。

少
女
は
「
さ
て
も
澄
餞
知
ら
ず
の
繊
子
ど
も
か
な、
汝
等

に
ふ
さ
は
し
き
接
吻
の
し
か
た
こ
そ
あ
れ。」
と
叫
び、
ふ
り

ほ
ど
き
て
突
立
ち、
美
し
き
目
よ
り
は
栢
褻
出．つ
と
思
ふ
ば

か
り、
し
ば
し一
座
を
貌
み
つ。

少
女
は
誰
が
飲
み
ほ
し
け
む
珈
琲
碗
に
蔀
へ
た
り
し
「
n

ッ
プ」
を
取
り
て、
中
な
る
水
を
口
に
術
む
と
見
え
し
が、

唯
一
喋゚

こ
の
よ
う
な
奇
怪
な
行
動
を
す
る
た
め、
マ
リ
イ
は、
人
か
ら

「
狂
女」
と
呼
ば
れ
る。
実
際
に
「
バ
ラ
ノ
イ
ア」
と
い
う
病
名

の
精
神
病
に
な
っ
た
ェ
リ
ス
と
は、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ、
同
じ

よ
う
に
「
狂
女」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
所
に‘
共
通
点
を
見
い

出
す
こ
と
が
で
き
る。
マ
リ
イ
の
奇
怪
な
振
舞
も、
自
己
発
見
か

ら
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
不
幸
な
身
上
の
た
め
に
抑
圧
さ
れ

て
い
た
自
我
は‘
巨
勢
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る。
そ
し
て
マ

リ
イ
は、
必
死
に
な
っ
て
自
己
主
張
を
す
る。
そ
の
主
張
は、
断

固
と
し
て
い
て、
少
し
も
揺
る
が
せ
な
い
威
厳
を
持
っ
て
い
る。

し
か
し、
そ
う
し
た
マ
リ
イ
の
威
厳
も、
王
の
前
で
砕
け
散
っ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る。

次
に、
「
文
づ
か
ひ」
の
イ
、
ダ
で
あ
る
が、
彼
女
の
行
動
も

ま
た、
並
み
ー
通
り
で
は
な
い。
そ
れ
は、
「
櫃
兵
の
勇
ま
し
さ

見
む
と
て、
人
々
騒
げ
ど
か
へ
り
み
ぬ」
と
か、
「
さ
い
つ
頃
ま

で
は、
鳩
あ
ま
た
飼
ひ
し
が、
あ
ま
り
に
馴
れ
て、
身
に
緊
は
る

も
の
を
ば
イ
、
ダ
い
た
＜
嫌
へ
ば、
皆
人
に
取
ら
せ
つ。」
と
い
う

箇
所
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る。
イ
、
ダ
も、
自
我
意
識
の
強
い

女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る。
彼
女
は、
貴
族
社
会
の
中
で
決
め

ら
れ
て
し
ま
っ
た、
許
婚
と
の
結
婚
を
回
避
す
る
た
め
に、
王
宮
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入
り
を
決
意
し
、

実
行
す
る
。

与
え
ら
れ
た
社
会
環
境
に
妥
協
す

る
こ
と
な
く
、

自
己
を
主
張
し
続
け、

イ
、

ダ
の
場
合`

そ
の
自

己
主
張
は
遂
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
自
我
に
目
覚
め
て
、

そ
の
自
我

に
忠
実
に
生
き
た
、

近
代
女
性
の
姿
を、

浮
き
彫
り
に
し
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

イ
、

ダ
は
、

ニ
リ
ス
や
r

リ
イ
の
よ
う
に
、

「
狂
女
」

に
は
な
れ
な
い
。

そ
れ
は、

社
会
現

境
に
対
処
し
な
が
ら
も
、

自
分
自
身
を
守
っ

て
い
こ
う
と
す
る
理

性
が
、

大
き
く
働
い
て
い
る
こ
と
に
依
る
と
思
わ
れ
る
。

感
情
の

域
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
エ

リ
ス
や
マ
リ
イ
が
、

情
の

女
だ
と
す
れ
ば
、

イ
、

ダ
は
理
性
の
女
で
あ
る
と
言
え
る
。

さ
ら

に
ま
た、

「
狂
女
」

に
な
れ
な
い
理
由
と
し
て、

イ
、

ダ
が
、

エ

リ
ス
や
マ
リ
イ
に
較
ぺ

て、

高
い
身
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
挙

げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

三
篇
の
そ
れ
ぞ
れ
の
女
主
人
公
、

エ
リ
ス
、

マ
リ
イ
、

イ
、

ダ
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
て
み
る
と、

性
格
的
な

共
通
点
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、

一

途
さ、

自
我

の
強
さ
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
性
格
は、

三
女
性
の
心
の
奥
底

に
据
え
ら
れ
た、・

同
一

の
基
石
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、

表
出

の
仕
方
・

程
度
に
は
差
が
あ
る
。

エ
リ
ス
の
場
合、

自
我
に
目
覚

•

•

•

•

•

•

•

•

 

め
つ
つ
あ
る
の
に
対
し
て、

マ
リ
イ
の
場
合
は、

自
我
に
目
覚
め

•

•

•

 

て、

自
己
主
張
を
始
め
る
。

そ
し
て
イ
、

ダ
の
場
合
に
な
る
と、

．

．

．

．

．

．

．

目
覚
め
た
自
我
を
主
張
し
続
け
、

そ
れ
を
行
動
で
果
た
す
。

こ
の

よ
う
に
三
篇
の
女
主
人
公
を
通
じ
て、
近
代
女
性
と
し
て
、
自
我
に

目
覚
め
て
い
く
段
階
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
篇
が
発
表
さ
れ

た
明
治
と
い
う
時
代
か
ら
考
え
て
も、

女
性
の
自
己
確
立
の
描
写

は
、

非
常
に
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

自
我
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
分
と
い
う
存
在
の
必
然

性
を
、

自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

初
期
三
部
作
の
女
主
人
公
の
自

我
は
、

自
分
は
自
分
の
た
め
に
生
き
る
と
い
う、

狭
い

意
味
で
の

自
我
で
あ
る
。

そ
れ
が
、

「
雁
J
(

明
治
四
十
四
年
九
月
1
大
正
二

年
五
月
）

の
お
玉
に
な
る
と
、

そ
こ
に
表
わ
れ
て
く
る
の
は
、

他

と
の
関
連
に
よ
っ

て
自
覚
さ
れ
る
自
我
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

「
安

井
夫
人
」

（

大
正一＿一
年
四
月
）

の
お
佐
代
に
な
っ

て
く
る
と、

自

我
を
減
す
る
覚
悟
に
よ
っ

て
他
を
生
か
す
と
い
う、

言
わ
ぱ
自
己

筏
牲
的
な
、

広
い
意
味
で
の
自
我
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
佐

代
の
「
美
し
い
目
の
視
線
は
遠
い
、

遠
い
所
に
注
が
れ
て
」

い
て、

「
未
来
に
何
物
を
か
望
ん
で
」

い
る
。

遠
い
未
来
を
目
差
す
お
佐

代
の
態
度
に
は
、

狭
い
自
我
を
脱
却
し
た、

晴
れ
晴
れ
し
さ
が
あ

る
。

遠
大
な
理
想
の
た
め
に
、

生
き
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ

の
広
い
意
味
で
の
自
我
は
、

「
山
椒
大
夫
」

（

大
正
四
年
一

月
）

の
安
壽、

「
殴
後
の
一

句
」

（

同
年
十
月
）

の
い
ち
に
つ
い
て
も

言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

鵡
外
の
後
の
作
品
を
展
望

し
て
見
る
と、

女
主
人
公
の
自
我
は、

単
に
自
分
を
生
か
す
こ
と

か
ら、

身
を
捨
て
て
他
を
生
か
す、

ひ
い
て
は、

社
会
全
体
を
生
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さ
て
次
に、

三
篇
の
男
主
人
公
に
目
を
転
じ
て
み
る
。

太
田
に

し
ろ、

巨
勢
に
し
ろ、

小
林
に
し
ろ、

ド
イ
ッ
留
学
中
の
閾
外
自

身
の
投
影
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
部
分
が、

少
な
か
ら
ず
あ
る
。

こ
こ
で
は、

こ
れ
ら
の
男
主
人
公
の
性
格
描
写
に、

ス
ボ
ッ
ト
を

当
て
て
見
る
。

ま
ず、

r
舞
姫
」

の
太
田
に
目
を
や
れ
ば‘

女
主
人
公
エ
リ
ス

の
性
格
描
写
が
非
常
に
少
な
い
の
と
全
く
対
照
的
に、

男
主
人
公

太
田
の
そ
れ
は、

三
作
中
最
も
多
い
。

顕
著
な
箇
所
を
抽
出
し
て、

次
に
掲
げ
る
。

余
は
守
る
所
を
失
は
じ
と
思
ひ
て、

お
の
れ
に
敵
す
る
も

の
に
は
抗
抵
す
れ
ど
も、

友
に
封
し
て
否
と
は
え
射
へ
ぬ
が

嘴
な
り
。
（
中
略
）

余
は
お
の
れ
が
信
じ
て
頼
む
心
を
生
じ
た
る
人
に、

卒
然

も
の
を
問
は
れ
た
る
と
き
は、

咄
磋
の
間、

そ
の
答
の
範
囲

を
善
く
も
羹
ら
ず、

直
ち
に
う
べ
な
ふ
こ
と
あ
り
。

さ
て
う

ペ
な
ひ
し
上
に
て、

そ
の
為
し
難
き
に
心
づ
き
て
も、

強
て

嘗
時
の
心
虚
な
り
し
を
掩
ひ
隠
し、

耐
忍
し
て
こ
れ
を
賓
行

す
る
こ
と
僕
々
な
り
。

こ
れ
ら
の
箇
所
は、

薄
志
弱
行
で、

他
律
的
な
太
田
の
性
格
描

か
す
と
い
う
方
向
へ
、

発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
字
句
が
見
ら
れ
る。

嗚
呼、

獨
逸
に
来
し
初
に、

自
ら
我
本
領
を
悟
り
き
と
思

ひ
て、

ま
た
器
械
的
人
物
と
は
な
ら
じ
と
誓
ひ
し
が、

こ
は

足
を
縛
し
て
放
た
れ
し
鳥
の
暫
し
羽
を
動
か
し
て
自
由
を
得

た
り
と
誇
り
し
に
は
あ
ら
ず
ゃ
。

足
の
絲
は
解
く
に
由
な
し
。

太
田
は
、

自
分
自
身
を、

綺
ら
れ
た
烏
の
イ
ノ
ー
ジ
と
し
て
い

る
。

太
田
を
綺
っ
た
糸
を
先
に
絵
っ
て
い
た
の
は、

某
省
の
長
官

で
あ
り、

今
度
は
天
方
伯
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に、

太
田
の
世
界

は、

常
に
他
人
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
。

r
舞
姫
」

は、

現
実

社
会
と、

内
の
世
界
（
エ
リ
ス
と
の
世
界
）
の
絡
み
合
い
に
よ
っ

て、

織
り
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で、

太
田
は
、
一
旦
は
自
己

再
発
見
に
よ
っ
て、

自
律
的
に
生
き
よ
う
と
し
た
が、

現
実
社
会

に
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て、

他
律
的
・

受
身
的
に
生
き
る
こ
と
に
帰

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
‘

r
う
た
か
た
の
記
」

の
男
王
人
公
巨
勢
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

巨
勢
は、

マ
リ
イ
の
脇
役
的
存
在
で
あ
り、

明
確
な

性
格
付
け
は
さ
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
巨
勢
の
登
場
は‘

r
ぅ

た
か
た
の
記」

の
中
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が、

物
語
は、

明
ら

か
に
マ
リ
イ
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。

そ
れ
が、

「
文
づ
か
ひ
」

に
な
る
と、

男
主
人
公
の
影
は
ま
す

ま
す
薄
ら
い
で
く
る
。

小
林
の
登
場
意
義
は、

イ
、
ダ
か
ら
頼
ま

れ
た
文
を
渡
す、

と
い
う
使
命
を
果
た
し
た
こ
と
だ
け
に
あ
る
。

写
で
あ
る
。

こヽ．
 

さ
ら
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ク
イ
ト
ル
か
ら
し
て、

こ
れ
が
r
文
づ
か
ひ
」

の
ボ
イ
ソ
ト
で
あ

る
と
も
言
え
る
が
、

全
体
の
物
語
展
開
に
於
い
て
、

小
林
は
、

常

に
傍
観
者
で
し
か
な
い
。

ィ
、

ダ
と
小
林
と
の
関
係
は
、

エ
リ
ス

と
太
田、

あ
る
い
は
、

マ
リ
イ
と
巨
勢
の
よ
う
に
親
密
で
は
な
い
。

ィ
、

ダ
は
、

言
わ
ば

負
婦
人
で
あ
る
。

小
林
は
、

イ
、

ダ
を
崇
拝
す
る
こ
と
は
で
き
る

け
れ
ど
も、

あ
る
程
度
以
上
は
近
づ
け
な
い
。

し
た
が
っ

て
、

小

林
の
イ
、

ダ
に
対
す
る
恋
の
進
展
は
、

見
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
、

·

殴
掃
人
崇
拝
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。

つ
ま
り、

現
実
的
な
恋
愛
の
成

就
を
前
提
と
し
な
い
、

愛
の

奉
仕
で
あ
る
。

小
林
は
、

一

見、

利

用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、

文
使
い
と
し
て
慟
<

こ
と
自
体
が
、

小
林
か
ら
イ
、

ダ
ヘ
の
愛
の

奉
仕
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
こ
に
、

相
手
か
ら
の
愛
の
報
酬
を
望
む
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
。

こ
れ
は
、

ド
イ
ッ

中
世
以
来
の、

恋
愛
奉
仕
の
思
想
で

あ
る
。

田
外
は、

ド
イ
ツ
の
騎
士
道
文
学
の
特
質
で
も
あ
る
、

こ

の
貨
婦
人
崇
拝
の
ル
ー
ル
に
従
っ

た
―

つ
の
愛
の
形
態
を、

r
文

づ
か
ひ
」

の
中
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

小

林
の
上
に
、

一

稲
の
威
圧
惑
め
い
た
も
の
が

瀕
っ

て
い
る
の
は
‘

こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

小
林
に
つ
い
て
の
描
写
は
、

全
く
曖
昧

で
あ
る
。

r
う
た
か
た
の
記
」

「
文
づ
か
ひ
」

の
男
主
人
公
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
女
主
人
公
程、

明
確
な
性
格
描
写
が
成
さ
れ
て
い
な

‘

.
A

、

し

カ

r
舞
姫
」

の
男
主
人
公
と
同
様
に、

他
律
的
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

い
ず
れ
も、

女
性
に
重
点
が
置
か
れ、

男
性
像
は
模
糊

と
し
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら、

女
主
人
公
と
男

主
人
公
を
合
わ
せ

考
え
る
時、

そ
の
間
に
、

一

種
の
相
関
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
。

女
主
人
公
の
描
写
が
多
い
の
は
、
r
文
づ
か
ひ
」

「
う
た
か
た
の
記
」

「
舞
姫
」

の
順
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て、

男
主
人
公
に
つ
い
て
は、

「
舞
姫
」

r
う
た
か
た
の
記
」

r
文
づ

か
ひ
」

の
顧
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。

何
故

こ
の
よ
う
な
現
わ
れ
方
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

―

つ
に
は
、

女
主
人
公
の
身
分
に
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

ニ
リ
ス
は
舞
姫
と
い
う
朦
業
で、

一

般
的
に
言

っ
て
、

低
い
階
層
の
女
で
あ
る
。

マ
リ
イ
は
、

美
術
学
校
の
モ
デ

ル
で
あ
る
が
、

名
高
い
画
工
の
娘
で
あ
り、

三
女
性
の
内
で
は
中

r

的
身
分
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
、

グ
は
、

貨
族
の
姫
と
い
う、

高

い
陪
級
に
身
を
設
い
て
い
る
。

ち
な
み
に
、

太
田
は
官
費
留
学
生

で
あ
り、

エ
リ
ス
よ
り
身
分
が
上
で
あ
る
。

巨
勢
は
画
工
で
あ
り、

言
わ
ば
、

マ
リ
イ
と
同
等
で
あ
る
。

小
林
は
少
年
士
官
で
あ
る
が
、

ィ
、

ダ
の
身
分
よ
り
は
劣
る
。

こ
の
よ
う
な
相
互
の
地
位
の
差
が

原
因
し
て
｀

ェ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、

太
田
の
口
を
通
し
て
し
か
語
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ら
れ
な
い
の
で
あ
り、
ま
た、
小
林
の
存
在
が、
イ
、・ク
の
陰
に

隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
ろ
う。

も
う―
つ
に
は、
男
女
の
親
疎
の
度
合
が、
描
写
分
益
に
関
係

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
ェ
リ
ス
と
太
田
と
は、
心
身
共
に
通
じ

合
っ
た
仲
で
あ
り、
最
も
親
密
で
あ
る。
マ
リ
イ
と
巨
勢
と
は、

同

ピヘ
ル
で
交
わ
っ
て
い
た
か
の
親
が
あ
る。
彼
ら
に
対
し
て、

ィ
、
ダ
と
小
林
の
間
に
は、
前
述
し
た
如
く、
あ
る
種
の
威
圧
惑

め
い
た
も
の
が
介
在
し、
必
ず
し
も
親
し
く
は
な
い
0

貴
婦
人
崇

拝
の
立
場
か
ら、
自
然
に、
小
林
の
目
か
ら
見
た
姫
イ
、
ダ
の
叙

述
が、
「
文
づ
か
ひ」
の
大
半
を
占
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に、
身
分
階
級
の
違
い
と、
男
女
の
親

疎
の
程
度
に
よ
っ
て、
「
舞
姫」
で
は、
男
主
人
公
の
描
写
が
多

く
な
り、

「
文
づ
か
ひ」
で
は、
女
主
人
公
の
叙
述
が
主
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る。
そ
し
て、
両
要
因
共
に
三
作
中、
中
間
的
で

あ
る
「
う
た
か
た
の
記」
が、
描
写
の
面
に
於
い
て
も、
「
舞
姫」

と、
r
文
づ
か
ひ」
の
中
閾
に
位
置
す
る。
こ
の
よ
う
に、
三
篇

を
通
し
て
見
る
と、
女
主
人
公
と
男
主
人
公
の
間
に、
相
関
関
係

を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。

さ
ら
に
言
及
す
れ
ば、
こ
の
相
関
関
係
は、
無
関
係
な
異
国
の

人
に
自
分
の
運
命
を
託
す
と
い
う、
三
篇
に
一
貫
し
た
女
主
人
公

の
態
度
に
も、
関
連
し
て
く
る。
自
我
に
目
覚
め
た、
あ
る
い
は

目
覚
め
つ
つ
あ
る
女
主
人
公
が、
現
在
の
境
遇
か
ら
抜
け
出
そ
う

さ
て、
三
篇
を、
登
場
人
物
の
使
い
方
と
い
う
観
点
か
ら
誂
め

が
時、
特
異
な
存
在
が
目
を
引
く。
そ
れ
は、
「
う
た
か
た
の
記」

の
王
と、
「
文
づ
か
ひ」
の
中
の
牧
童
で
あ
る。
い
ず
れ
も、
物

語
の
本
質
か
ら
考
え
る
と、
文
中
に
登
場
す
べ
き
必
然
性
は
な

い。
そ
し
て、
他
の
物
語
構
成
要
素
に
較
ぺ
て、
非
現
実
的
で
あ

る。ル
ウ
ド
ヰ
ヒ
ニ
世
に
つ
い
て
は、
史
実
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た

。
こ
の
国
王
の
溺
死
革
件
の
真
相
は、
闇
に
包
ま
れ

注
――

も
の
で
あ
る

て
い
て、
明
ら
か
で
は
な
い。
繭
外
は、
こ
の
王
の
謎
の
死
に
つ

い
て、
マ
リ
イ
を
登
場
さ
せ、
彼
女
へ
の
王
の
熱
狂
的
な
思
慕
と

四

よ
り

と
飛
随
す
る。
そ
し
て、
自
分
の
運
命
を、
男
主
人
公
に
託
す
の

で
あ
る。
そ
こ
に
は、
一
種
の
冒
険
が
試
み
ら
れ
て
い
る。
そ
の

試
み
が
成
功
す
る
か
否
か
は、
女
主
人
公
が
理
性
的
で
あ
る
か
ど

う
か、
と
い
う
点
に
関
わ
っ
て
く
る。
エ
リ
ス
の
場
合、
情
の
世

界
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め、
冒
険
は
失
敗
に
終

わ
る
0

マ
リ
イ
も、
正
常
な
理
性
を
保
ち
得
な
か
っ
た
が
故
に‘

試
み
は
成
功
し
な
い。
常
に
理
性
的
で
あ
っ
た
イ
、
ダ
だ
け
が、

新
し
い
撓
遇
へ
の
脱
皮
に、
成
功
を
お
さ
め
る
の
で
あ
る。
閾
外

の
目
は、
理
性
の
女
の
方
に
向
き、
後
の
作
品
に
於
い
て、

理
性
的
な
女
性
を、
模
索
し
て
い
く
の
で
あ
る。
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い
う
原
因
を
設
定
し
て、
問
題
解
決
を
試
み
て
い
る。
r
う
た
か

た
の
記」
に
於
け
る
王
の
死
は、
マ
リ
イ
の
死
と
絡
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て、
積
極
的
な
意
味
を
帯
び
て
く
る。
そ
の

点
か
ら
し
て
も、
「
う
た
か
た
の
記」
に
於
け
る、
ル
ウ
ド
キ
ヒ

二
世
の
溺
死
は、
非
常
に
人
工
的
で
あ
る
と
言
え
る。

実
在
の
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
ニ
世
に
つ
い
て、
他
の
作
品
で
は、
ど

の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。
i
)

こ
で
一
例
と
し

て、
カ
ロ
ッ
サ
の
r
美
し
き
惑
い
嘩
ざ
を
取
り
挙
げ
て
み
る。

ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
ニ
世
に
関
す
る
記
述
は、
次
の
如
く
で
あ
る。

（
テ
キ
ス
ト
と
し
て、
岩
波
文
庫
の
r
美
し
き
惑
い
嘩
年」
を
用

い
た。
以
下
の
引
用
は、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
J

溺
死
し
た
王
を
い
つ
ま
で
も
悲
し
ん
で
い
る
疑
い
深
い．^

イ
エ
ル
ソ
国
民
の
心
を
こ
の
人
は
一
歩
々
々
と、
こ
の
よ
う

な
信
頼
感
に
転
化
さ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
（
八
頁
）

夢
想
家
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
王
が
す
で
に
あ
ら
わ
き
常
軌
を
逸

し
て
彼
の
国
を
ほ
と
ん
ど
弁
済
不
能
の
負
債
の
状
態
に
陥
れ

た
と
き
（
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
単
純
な
こ
の
国
の
国
民

は
そ
れ
を
少
し
も
王
に
対
し
て
悪
く
は
思
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
）
王
の
近
親一
同
は
大
臣
た
ち
と
謀
っ
て、
こ
の
病
め

る
君
主
を
後
見
人
の
監
督
の
も
と
に
お
く
こ
と
に
決
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た。
（
ニ
ー
五
頁
）

好
ま
し
く
な
い
現
代
と
壮
麗
な
王
者
の
夢
と
の
あ
い
だ
の

分
裂
は、
ど
う
手
を
つ
け
よ
う
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た。
極

度
に
ま
で
誇
り
高
い
心
に
の
こ
さ
れ
た
唯一
の
道
は、
華
麗

な
装
い
を
こ
ら
し
た
孤
独
へ
の
没
入
で
あ
っ
た。

そ
れ
が
し

だ
い
に
彼
を
現
実
世
界
か
ら
永
遠
な
自
由
の
境
へ
誘
い
出
し

た
の
で
あ
る。
こ
う
い
う
王
者
た
ち
は
む
ろ
ん
為
政
の
人
で

は
あ
り
え
な
い。
し
か
し
国
民
は
悩
め
る
高
貸
な
姿
の
も
っ

．
．
．
 

不
思
議
な
魅
力
の
と
り
こ
と
な
っ
て、
そ
の
姿
を
お
の
が
空

想
の
世
界
中
へ
迎
え
入
れ
る
の
で
あ
る。
（
二
四
七
ー
ニ
四

八
頁
）

こ
の
よ
う
に、
「
美
し
き
惑
い
の
年」
に
は、
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ

二
世
に
つ
い
て、
再
三
言
及
さ
れ
て
い
る。
し
か
も、
常
に
深
い

親
愛
の
情
を
込
め
て、
述
べ
て
あ
る。
r
美
し
き
惑
い
の
年」
が、

ヵ
ロ
ッ
サ
の
自
叙
伝
と
言
っ
て
も
い
い
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
て、

繭
外
の
「
う
た
か
た
の
記」
は、
あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
で

あ
る。
こ
の
相
違
か
ら
で
あ
ろ
う
か、
「
う
た
か
た
の
記」
の
ル

ウ
ド
キ
ヒ
ニ
世
は、．
少
な
く
と
も、
親
愛
の
情
を
も
っ
て
描
か
れ

て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い。
そ
れ
は、
国
外
が
異
国
人
で
あ
っ
た

こ
と
も、
原
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る。

当
時
の
日
本
人
で、
こ
の
国
王
の
溺
死
事
件
を
知
っ
て
い
た
人

は、
少
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る。
し
て
み
れ
ば、

「
う
た
か
た
の
記」
に
国
王
を
登
場
さ
せ
た
の
は、
時
の
話
題
と

な
っ
て
い
る
事
柄
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て、
読
者
の
気
を
引
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こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
と
言
え
る。
当
時
の
日
本
の
読
者
に
と

っ
て
は、
国
王
自
体
が、
西
洋
そ
の
も
の
の
如
く、
バ
ク
臭
く
惑

じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い。
ま
し
て、
そ
の
国
王
が、
恋
の
た
め
に

横
死
し
た
と
な
れ
ば、

現
実
と
は
全
く
異
な
る
別
世
界
で
の
出
来

事
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う。

帰
国
し
た
ば
か
り
の
閑
外
の
頭
の
中
に、
ド
イ
ツ
で
の
様
々
な

思
い
出
が
渦
巻
い
て
い
た
こ
と
は、
疑
う
余
地
も
な
い。
閾
外
は、

そ
の
思
い
出
を
顆
々
に
再
生
し
て、
小
説
に
習
き
表
わ
し
て
い
っ

た。
そ
の
時、
意
識
し
て
い
た
か
否
か
は
知
る
由
も
な
い
が、
よ

り
西
洋
ら
し
さ
を
出
し
た
い
が
た
め
に、
史
実
に
創
作
を
付
け
加

え
た
国
王
を
も、
登
場
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る。
．

鵡
外
の
創
り
上
げ
た
国
王
の
話
は、
ま
る
で
神
話
か
伝
説
で
あ

る。
こ
の
こ
と
は、
「
文
づ
か
ひ」
の
牧
庶
に
つ
い
て
も
言
え
る。

本
文
中
知
ら
ぬ
問
に
現
わ
れ、
ま
た
す
っ
と
消
え
て
い
く。
笛
吹

き
の
牧
童
も、
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
故
に、
題
材
と
し
て
は
新

鮮
で
あ
る。
「
文
づ
か
ひ」
の
中
で
は、
城
や
王
宮
の
描
写
で、

十
分
に
西
洋
を
描
い
て
い
る
が、
牧
磁
と
い
う
別
の
ク
’
チ
で、

そ
れ
に
色
を
添
え
て
い
る。

こ
の
王
や
牧
童
の
挿
話
は、
現
実
か
ら
離
れ
た、
捉
わ
れ
な
い

世
界
に
於
け
る‘
闊
外
の
夢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
閾
外
の

捉
わ
れ
な
い
世
界
は、
西
洋
に
あ
っ
た。
し
か
し
そ
れ
は、
西
洋

そ
の
ま
ま
で
は
な
く、
人
工
的
に
創
り
上
げ
た
西
洋
的
世
界
で
あ

で
は、
次
に、
三
篇
を
小
説
技
法
の
面
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う。

「.9
た
か
た
の
記」
は、

物
語
の
す
ぺ
て
が
ド
イ
ツ
で
終
始
し
て

い
る
が、
「
舞
姫」
と
「
文
づ
か
ひ」
は‘
述
痰
か
ら
回
想
へ
と

い
う、
い
わ
ゆ
る
枠
構
造
を
用
い
て
い
る。
「
舞
姫」
の
場
合、

そ
の
枠
の
部
分
は、
帰
途
の
船
中
で
あ
る。
そ
こ
で、
回
想
が
語

ら
れ
始
め
る。
図
外
は、
こ
の
形
式
を
ッ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
r
春
の

芭
か
ら
学
ん
だ
ち
し
き
こ
と
を、
「
再
び
氣
取
半
之
丞
に
典
ふ

る
書」
の
中
で
述
べ
て
い
る。
こ
れ
は、
石
掘
忍
月
の
「
舞
姫」

五

る。
悶
外
は、
物
語
の
中
で、
王
ゃ
牧
蛮
を
自
由
に、
空
想
的
に

描
く
こ
と
に
よ
っ
て、
あ
る
意
味
で
の
笑
へ
の
憧
れ
を
表
現
し
よ

う
と
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る。
こ
の
点
か
ら
す
る
と、
非
現
実
的

な
王
ゃ
牧
菰
の
挿
話
は、
「
う
た
か
た
の
記」
「
文
づ
か
ひ」
の

そ
れ
ぞ
れ
の
ロ
マ
ソ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
引
き
立
て
る、
直
要
な
紫
材

に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る。
こ
の
意
味
で
は、
こ
の
二
つ
の
挿
話

に
は、
画
期
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る。
し
か
し、
こ
れ
ら
の
挿
話

は、
最
終
的
に、
王
の
死、
あ
る
い
は
牧
童
の
失
踪
と
い
う
形
で、

締
め
括
ら
れ
る。
こ
れ
は、
品
外
の
夢
が、
現
実
の
世
界
で
は
通

ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る。

王
・
牧
蛮
が
消
え
て
ゆ
く
の
は、
つ
ま
り
は、
磁
外
の
夢
の
消
失

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
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批
判
に
対
す
る、
閾
外
の
二
度
目
の
反
駁
文
で
あ
り、
相
澤
謙
吉

の
筆
名
で、
明
治
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で、

六
回
に
わ
た
っ
て、

云四
民
新
聞」
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。

そ
の
中
に、
次
の
よ
う
な一
文
が
あ
る。

．
足
下
は
ツ
ル
ゲ
ニ
エ
フ
が
春
波
を
讀
み
し
か。
起
手
主
人

公
た
る
半
老
の
男
子
が
夜
二
時
に
疲
れ
て
宴
よ
り
闘
り
し
朕

を
窯
し
彼
を
し
て
筐
中
な
る
美
人
の
胎
を
見
て
恢
悟
の
心
を

起
こ
さ
し
め、
こ
れ
よ
り
本
停
に
入
る
0

猶
舞
姫
の
舟
中
の

一
段
あ
り
て、
さ
て
郷
貫
な
ど
を
叙
す
る
文
に
入
る
如
し。

此
蓮
接
の
虞
太
田
生
は
岡
々
浮
々
い
で
そ
の
あ
ら
ま
し
を
文

に
綴
り
て
見
む
と
筆
を
一
縛
し
た
れ
ど、
ツ
ル
ゲ
ニ
エ
フ
は

紙
晟
老
錬
に
し
て、

様
に
依
り
て
胡
直
を
書
か
ざ
る
た
め、

許
多
の
重
複
語
あ
る
を
顧
み
ず。

こ
の
記
述
中
の
「
春
波」
が、
r
春
の
水」
で
あ
る。
悶
外
は、

述
懐
か
ら
回
想
へ
と
移
る
際
の
策
の
運
び
方
は、
ツ
ル
ゲ
9
ネ
フ

よ
り
自
分
の
方
が
簡
潔
で
良
い
と、
自
負
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る。
こ
こ
に
は、
小
説
技
法
の
面
に
於
い
て、
よ
り
完

璽
な
も
の
を
目
差
そ
う
と
す
る、
閾
外
の
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で

き
る。さ

ら
に、
枠
構
造
を
細
か
く
見
る
と、

「
春
の
水」
が、

述
俄

↓
回
想
↓
述
懐
と
い
う
構
成
で
あ
る
の
に
対
し
て、
「
舞
姫」
の

方
は、
述
楔
↓
回
想
と
い
う
形
を
採
り、
再
び
述
懐
部
分
に
は
戻

っ
て
来
な
い。
こ
の
形
式
は、
「
文
づ
か
ひ」
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る。
枠
の
部
分
は、

「
そ
れ
が
し
の
宮
の
催
し
た
ま
ひ
し
星

が
岡
茶
寮
の
獨
逸
會」
で
あ
る。
そ
し
て、
そ
の
場
面
か
ら、
小

林
の
留
学
体
験
談
へ
と
移
っ
て
い
く。
し
か
し、
そ
の
回
想
部
分

か
ら、
元
の
場
面
へ
は
返
ら
な
い。

二
作
共、
読
者
が
予
想
す
る、
シ
ソ
ノ
ト
リ
カ
ル
な
棉
成
に
は

な
っ
て
い
な
い。
換
言
す
る
な
ら
ば、
い
ず
れ
も、
未
完
成
に
終

わ
っ
て
い
る
と
言
え
る。
こ
の
途
中
切
れ
の
よ
う
な
構
成
は、
よ

り
良
い
小
説
技
法
を
目
差
し
た、
鵡
外
の
作
為
で
あ
ろ
う。
し
た

が
っ
て、
内
容
と
も
関
述
し
て
く
る。
r
舞
姫」
で
は、
一
方
的

に
恋
人
エ
リ
ス
を
捨
て
て
帰
国
し
て
い
く、
太
田
の
自
分
自
身
へ

の
恨
が、
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま、
後
に
残
る。
ま
た、

r
文
づ
か

ひ」
の
場
合
に
も、
「
け
ふ
の
靖
衣
の
水
い
ろ
の
み
ぞ
名
残
な
り

け
る。」
と
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に、
小
林
の
イ
、
ダ
姫
に
対
す
る

名
残
り
惜
し
さ
が、
余
韻
と
し
て
襟
っ
て
い
る。
こ
の
よ
う
に
見

て
く
る
と、
枠
構
造
は
採
っ
て
い
な
い
が、
物
語
の
終
わ
り
方
に

oo
し
て
は‘
r
う
た
か
た
の
記」
に
も、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る。

つ
ま
り`

マ
リ
イ
の
死
に
よ
っ
て、
巨
勢
の
恋
も
消
え、
a
オ
＞

ラ
イ
の
図
も
完
成
を
見
な
い
ま
ま、
そ
こ
に
残
る
の
で
あ
る。

未
完
成
に
よ
っ
て
譲
し
出
さ
れ
た、
こ
の
結
尾
の
余
韻
は、
三

篇
の
男
主
人
公
の
惑
慨
で
あ
る。
＿―-
篇
は
す
ぺ
て、
途
中
で
終
わ

ら
せ
な
け
れ
ば、
精
神
的
緊
張
力
を
表
現
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
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う
し、
ま
た
読
者
も、
そ
の
心
理
を
理
解
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う。
太
田
・
巨
勢
・
小
林
に
は、
ド
イ
ッ
留
学
中
の
閾
外
の
影
を

見
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
の
三
男
性
が
皆、
満
た
さ
れ
な
い
感
慨

を
後
に
残
し
て
い
る
の
は、
前
に
も
述
ぺ
た、
関
外
の
夢
が
現
央

に
は
通
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
の、
証
し
と
も
考
え
ら
れ
る。
こ

れ
は、
閾
外
精
神
の
一
っ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
言
え
よ
う。
「
舞

姫」
と
r,っ
た
か
た
の
記」
は、
悲
劇
的
な
結
末
と
な
り、
そ
こ

に
は
挫
折
が
見
ら
れ
る。
し
か
し、
r
文
づ
か
ひ」
に
な
る
と、

そ
れ
程
の
苦
悩
は
感
じ
ら
れ
な
い。
そ
れ
は、
は
や
こ
の
作
品
に

於
い
て、
諦
念
の
意
識
が
芽
生
え
始
め
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か。
こ
の
点
に
つ
い
て
は、
以
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い。

以
上
述
ぺ
て
き
た
よ
う
に、
「
舞
姫」
r
う
た
か
た
の
記」
「
文

づ
か
ひ」
を
通
し
て
見
る
と、
人
物
造
形
や
小
説
技
法
の
面
に、

種
々
の
共
通
点
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
よ
う
な
内
容

的
共
通
点
が、
三
篇
の
基
氏
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
初
期一＿一
部
作
は、

内
容
面
か
ら
見
て
も、
閾
外
の
全
作
品

中
で、
特
徴
的
で
あ
る。
が、
同
時
に、
こ
れ
ら
三
篇
は、
人
物

造
形、
あ
る
い
は
閾
外
精
神
の
表
出
等
の
点
に
於
い
て、
後
の
作

品
へ
の
崩
芽
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る。

〔
注
u

住
—

r
森
鵡
外
研
究」
（
筑
摩
書
房、
昭
和
三
十
五
年、
三

月
）
三
二
頁。

注
二

長
谷
川
泉
r
森
闊
外
論
考」
（
明
治
書
院、
昭
和
三
十

七
年、
十一
月
）
「
同一
人
物
で
最
も
回
数
の
多
い
記
述

を
得
た」
ニ
ニ
四
頁。

注
三

（
一
八
四
五
ー一
八
八
六
）
・ハ
イ
エ
ル
ソ
国
王、
ル
ー

ド
ウ
ィ
ヒ
ー
世
の
孫。
精
神
病
が
品
じ
て
鹿
さ
れ
（
一
八

八
六
•
六
·

I
 

0
)
.:,.
ュ
ク
ル
ソ
ペ
ル
ク
湖
畔
に
移
さ
れ

た
が、
翌
日
（
一
八
八
六
•
六
・
ー
ニ
）
、
侍
医
グ
ッ
デ

ソ
と
共
に‘
溺
死
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
た。

―'
Das
 J
ahr
 der
 schinen
 T
A..ischm
gen

:-

(
]
九
四
一
）

注
五

手
塚
冨
雄
訳
「
美
し
き
惑
い
の
年」

和
二
十
九
年、
七
月
）

注
六

鵡
外
が
読
ん
だ
の
は、
こ
の
小
説
の
ド
イ
ツ
語
訳
で、

レ
ク
ラ
ム
文
庫
本

W
i
l

he
l

m

"
 Fr�
hl
 in
 gs
Y.O
gen"

注
四

L
き
愕
訳

で
あ
る。

（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）

（
岩
波
書
店、
昭
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