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の
関
係
の
中
で
、
副
主
人
公
と
言
え
る
お
蘭
に
惚
れ
込
ん
だ
高
木
直
次
郎

に
つ
い
て
も
付
随
的
に
検
証
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の

先
行
研
究
自
体
が
、
お
蘭
の
「
魔
性
」
性
に
重
点
を
置
き
過
ぎ
、
そ
の
結

果
、
高
木
直
次
郎
や
、
長
年
松
川
邸
に
仕
え
て
お
蘭
と
共
に
暮
ら
し
て
い

た
佐
助
・
お
そ
よ
と
い
う
老
夫
婦
に
つ
い
て
の
検
証
は
置
き
去
り
に
さ
れ

て
き
た
。

　
『
や
み
夜
』
は
、
中
山
清
美
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
お
蘭
が
、
自
ら

の
心
の
奥
底
に
沈
む
「
女
夜
叉
の
本
性
」
を
語
」
る
「
語
る
女
の
側
の
物

語
」
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
（
注
２
）。
し
か
し
、
作
品
は
、「
語
る
女
」

＝
お
蘭
の
言
葉
だ
け
で
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
語
り
手
は
、
直
次

郎
や
佐
助
・
お
そ
よ
夫
婦
に
つ
い
て
も
語
り
、
ま
た
、
彼
ら
に
語
る
権
利

を
与
え
て
い
る
。『
や
み
夜
』
は
、
決
し
て
、
お
蘭
の
独
り
語
り
の
物
語

で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、従
来
の
先
行
研
究
は
、お
蘭
の
「
魔

性
」
性
や
松
川
邸
の
イ
メ
ー
ジ
、
作
品
最
後
で
お
蘭
が
直
次
郎
に
波
崎
暗

一
．
は
じ
め
に

　

樋
口
一
葉
『
や
み
夜
』（
明
治
二
十
七
年
七
、九
、十
一
月
『
文
學
界
』）

に
つ
い
て
は
、
一
葉
作
品
の
分
岐
点
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
と
い
う
見

方
が
定
着
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
作
品
分
析
が
行
わ
れ
て
き

た
と
言
え
る
。
北
川
秋
雄
氏
は
、「『
や
み
夜
』
論
―
年
上
の
悪
女
―
」
の

中
で
『
や
み
夜
』
の
研
究
史
に
つ
い
て
丁
寧
に
整
理
し
て
い
る
が
、
そ
の

な
か
で
、
北
川
氏
は
、
関
良
一
氏
、
前
田
愛
氏
の
「「
や
み
夜
」
を
一
葉

文
学
の
転
機
と
し
、
明
治
社
会
を
批
判
し
た
も
の
」
と
い
う
説
は
「
動
い

て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
（
注
１
）。

　

ま
た
、
先
行
の
『
や
み
夜
』
論
は
、
主
人
公
松
川
お
蘭
を
「
魔
性
の
女
」

（
中
川
清
美
）で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、お
蘭
の「
魔
性
」性
を
め
ぐ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
に
検
証
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
き
た
。
お
蘭
の
「
魔
性
」
性
と

樋
口
一
葉
『
や
み
夜
』
論　

　
　

―
― 

格
差
社
会
の
〈
闇
〉
を
読
む 

―
―

西　

村　

英
津
子



二

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
川
上
眉
山
と
交
流
の
あ
っ
た
樋
口
一
葉

も
ま
た
、
貧
者
を
描
い
た
。
一
葉
の
場
合
は
、
貧
者
の
実
相
を
つ
ぶ
さ
に

描
き
出
す
と
い
う
こ
と
が
主
た
る
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ
た
。
貧
者
が
、
貧

し
さ
に
抵
抗
し
、
貧
し
さ
か
ら
這
い
上
が
ろ
う
と
す
る
人
物
が
登
場
し
た

り
、
あ
る
い
は
、
貧
者
と
富
裕
層
と
の
交
わ
り
を
通
し
て
、
貧
者
の
怨
念

を
主
題
と
し
た
物
語
が
主
流
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
明
治
の
格
差
社
会
に

貧
者
と
し
て
生
き
る
も
の
の
情
念
が
描
き
出
さ
れ
、
読
む
者
を
引
き
付
け

て
離
さ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
主
人

公
お
蘭
の
分
析
に
偏
り
が
ち
で
、
副
主
人
公
で
あ
る
直
次
郎
、
佐
助
・
お

そ
よ
夫
婦
に
つ
い
て
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
お

蘭
と
直
次
郎
、
佐
助
・
お
そ
よ
夫
婦
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
検
証
も
偏
り

が
見
ら
れ
、
ま
た
、
立
身
出
世
主
義
に
つ
い
て
の
検
証
も
ほ
と
ん
ど
さ
れ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、『
や
み
夜
』
の
基
底
に
あ
る
立

身
出
世
の
問
題
を
、
お
蘭
と
直
次
郎
双
方
が
抱
え
て
い
る
問
題
と
し
て
着

目
し
、
そ
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二
．
　
直
次
郎
の
生
い
立
ち
と
〈
世
間
〉
へ
の
恨
み
　

　

ま
ず
は
、
副
主
人
公
で
あ
る
高
木
直
次
郎
か
ら
見
て
い
こ
う
。
直
次
郎

の
実
父
は
、
祖
父
の
代
ま
で
は
「
一
郷
の
名
医
と
呼
ば
れ
」
て
い
た
家
柄

殺
を
依
頼
し
た
こ
と
の
強
烈
さ
に
解
釈
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、『
や
み
夜
』
の
作
品
解
釈
は
偏
頗
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
も
っ
と
も
、
比
較
的
近
年
発
表
さ
れ
た
、
橋
本
の
ぞ
み
氏
の

「『
や
み
夜
』
―
傀
儡
の
他
者
性
―
」（
注
３
）
で
は
、
直
次
郎
の
立
身
出
世
意

識
に
つ
い
て
検
証
を
加
え
て
お
り
、
こ
れ
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
成
果
だ
と

言
え
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
も
、
お
蘭
の
分
析
と
と
も
に
、
直
次
郎
と
立
身
出
世
の

問
題
、
お
蘭
を
赤
ん
坊
の
頃
か
ら
見
守
っ
て
き
た
佐
助
・
お
そ
よ
夫
婦
に

つ
い
て
も
検
証
し
、
こ
の
人
間
関
係
の
な
か
で
、
お
蘭
の
人
物
像
を
検
証

し
直
し
、
さ
ら
に
は
、
作
品
の
新
た
な
読
み
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
て

み
た
い
。
以
下
、
作
品
分
析
に
入
る
前
に
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
つ
い
て

も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

明
治
二
十
年
代
の
文
学
作
品
の
主
流
と
な
り
、
文
学
史
の
中
で
も
明
治

文
学
の
代
表
作
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
も
の
の
主
人
公
た
ち
の
多
く
は
、

富
裕
層
の
出
身
者
で
あ
る
。
富
裕
層
の
出
身
で
且
つ
高
学
歴
の
人
物
が
、

恋
愛
と
社
会
（
立
身
出
世
）
の
狭
間
で
苦
悩
す
る
と
い
っ
た
、
例
え
ば
、

坪
内
逍
遥
『
当
世
書
生
気
質
』（
明
治
十
八
～
十
九
年
）、森
鷗
外
『
舞
姫
』

（
明
治
二
十
三
年
）
が
そ
の
代
表
格
で
あ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
中
、
貧
者
の
生
を
執
拗
に
文
学
の
主
題
と
し
た
作
家
も
い
た
。

そ
の
代
表
格
は
、
硯
友
社
出
身
の
広
津
柳
浪
で
あ
る
。
川
上
眉
山
も
貧
者



三

「
世
間
」
と
戦
え
と
祖
父
が
教
育
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
世
間
」
が
敵
で
あ
っ
た
こ
と
は
、お
蘭
に
と
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ

た
。
実
父
が
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
自
殺
し
た
こ
と
で
、
松

川
家
は
「
世
間
」
か
ら
「
あ
れ
ゆ
く
門
に
馬
車
あ
と
た
え
て
行
か
ば
恐
ろ

し
」
と
言
わ
れ
、
誰
も
寄
り
付
か
な
く
な
り
、
お
蘭
と
お
蘭
に
仕
え
る
佐

助
、
お
そ
よ
夫
婦
の
三
人
は
、「
世
間
」
の
方
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
形
で
暮

ら
し
て
い
た
。
お
蘭
と
直
次
郎
は
家
の
繁
栄
の
没
落
後
を
生
き
て
い
る
点

で
共
通
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
「
世
間
」
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
い
る
点
に
お

い
て
も
同
じ
状
況
下
を
生
き
て
い
た
。

　

直
次
郎
に
話
を
戻
せ
ば
、
こ
の
よ
う
に
直
次
郎
を
思
っ
て
「
世
間
」
と

戦
っ
て
き
た
祖
父
も
直
次
郎
が
十
三
歳
に
な
る
頃
、病
気
の
た
め
他
界
し
、

直
次
郎
は
十
九
歳
の
と
き
に
「
母
と
祖ぢ

父い

と
の
恨
み
を
負
ひ
」
医
者
に
な

る
こ
と
を
決
意
し
て
東
京
へ
出
る
。
直
次
郎
は
「
鹿
野
山
」
の
近
く
の
村

「
天
羽
郡
」
で
育
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。「
鹿
野
山
」
は
、
現
在
の
千
葉

県
君
津
市
に
あ
る
山
で
あ
る
か
ら
、
直
次
郎
は
そ
の
辺
り
に
あ
っ
た
村
か

ら
東
京
へ
と
出
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
天
涯
孤
独
の
身
に
な
っ
た
田
舎
の

青
年
を
、
医
者
に
な
る
と
い
う
大
望
を
背
負
っ
て
東
京
へ
向
か
わ
せ
た
原

動
力
と
は
一
体
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

直
次
郎
の
産
み
の
母
は
、
直
次
郎
を
身
ご
も
っ
て
い
る
時
に
夫
を
亡
く

し
、「
卑
賤
の
身
」
と
言
わ
れ
る
出
身
で
あ
っ
た
た
め
に
、
夫
の
死
後
に

で
あ
っ
た
が
、
直
次
郎
の
父
は
、
直
次
郎
が
生
ま
れ
る
前
に
若
く
し
て
亡

く
な
り
、
家
運
は
下
が
る
一
方
だ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
直

次
郎
の
母
は
、
実
父
の
正
妻
で
は
無
か
っ
た
た
め
、
親
族
ら
か
ら
疎
外
さ

れ
、
や
っ
と
の
思
い
で
直
次
郎
を
出
産
し
、
そ
の
ま
ま
二
十
一
歳
の
若
さ

で
亡
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
直
次
郎
は
母
方
の
祖
父
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ

た
。

　

直
次
郎
は
、
両
親
不
在
の
子
ど
も
で
あ
っ
た
た
め
に
「
世
間
の
人
に
憎

ま
」れ
る
幼
少
期
を
過
ご
し
た
。
祖
父
は
そ
ん
な
直
次
郎
を
不
憫
に
思
い
、

次
の
よ
う
な
思
い
で
育
て
て
き
た
。
先
行
研
究
で
は
、
直
次
郎
の
祖
父
の

話
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
掘
り
下
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
作
品
の
プ

ロ
ッ
ト
を
摑
む
う
え
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
引
用
す
る
。

世
間
は
我
等
が
仇
敵
に
し
て
、
我
等
は
遂
に
世
間
と
戦
ふ
べ
き
身
な

り
、
祖ぢ

父い

な
き
後
は
何い
づ
こ處

に
行
き
て
も
人
の
心
は
つ
れ
な
け
れ
ば
夢

い
さ
ゝ
か
も
他
人
に
心
を
ゆ
る
さ
ず
、（
中
略
）
生な
ま

中な
か

人
に
媚
び
て

心
に
も
な
き
追つ
い
し
ょ
う従に

破や

れ
草わ
ら
ん
じ鞋

の
踏
み
つ
け
ら
る
ゝ
處し

業わ
ざ

は
す
な
と

て
口
惜
し
涙
に
明
け
く
れ
の
無
念
は
れ
間
な
く
、
我
が
孫
か
は
ゆ
き

ほ
ど
世
の
人
憎
け
れ
ば
（
以
下
、
略
）

　

こ
の
引
用
箇
所
か
ら
、
両
親
の
い
な
い
直
次
郎
が
「
世
間
」
か
ら
不
当

に
貶
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
祖
父
の
憤
り
と
共
に
、
人
生
に
お
い
て
ど

ん
な
に
不
条
理
な
目
に
遭
っ
て
も
「
世
間
」
に
媚
び
へ
つ
ら
う
こ
と
な
く
、



四

る
も
の
で
あ
る
。

　

橋
本
の
ぞ
み
氏
は
、こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
、

『
や
み
夜
』
の
中
の
立
身
出
世
主
義
に
着
目
し
、
直
次
郎
の
立
身
出
世
主

義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
が
、
橋
本
氏
は
直
次
郎
に
つ
い
て
、「
世
間

と
自
分
と
の
距
離
を
、
出
世
と
い
う
評
価
軸
で
の
み
測
る
た
め
に
、
流
浪

の
身
を
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
彼
は
強
い
疎
外
感
を
抱
く
」と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
直
次
郎
が
「
出
世
」
と
い
う
評
価
軸
で
の
み
自
分
の
社
会
で
の

立
ち
位
置
を
測
っ
て
い
る
と
い
う
分
析
だ
け
で
は
、直
次
郎
の
「
疎
外
感
」

（
橋
本
氏
）
の
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。

　

直
次
郎
の
「
疎
外
感
」
の
起
源
は
、
橋
本
氏
が
考
察
す
る
よ
う
に
、
立

身
出
世
に
執
着
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
両
親
の
い
な
い
直
次

郎
が
幼
少
期
に
世
間
か
ら
「
疎
外
」
さ
れ
た
こ
と
で
芽
生
え
た
も
の
と
読

む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
直
次
郎
の
孤
独
は
、
立
身
出
世

へ
の
執
着
が
先
立
っ
て
い
た
か
ら
の
も
の
な
の
で
は
な
く
、
世
間
が
先
に

「
親
な
し
子
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
不
条
理
に
彼
を
疎
外
し
た
た
め
に
、

身
寄
り
の
無
い
直
次
郎
は
、
立
身
出
世
に
情
熱
を
注
ぐ
こ
と
で
し
か
、
自

己
の
存
在
意
味
を
見
い
だ
せ
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
見
て
き
た
祖
父
の
教
育
と
も
繋
が
る
。
疎
外
さ
れ

な
が
ら
も
、
媚
び
へ
つ
ら
わ
な
い
生
き
方
を
貫
く
た
め
に
は
、
橋
本
氏
の

言
う
よ
う
に
「
己
の
「
定
ま
り
た
る
分
際
を
知
」」
り
、「
自
分
の
現
状
を

は
周
囲
か
ら
「
草
が
く
れ
妻
」
と
言
わ
れ
、
直
次
郎
を
身
ご
も
っ
た
体
で

田
舎
に
帰
り
、
直
次
郎
を
産
ん
だ
直
後
に
他
界
し
た
。
そ
ん
な
不
遇
の
一

生
を
遂
げ
た
直
次
郎
の
母
が
受
け
た
屈
辱
が
如
何
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た

か
、
そ
し
て
、
身
ご
も
っ
た
若
い
女
性
が
夫
を
喪
う
心
細
さ
が
如
何
ほ
ど

の
も
の
だ
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
母
の
顔
も
知

ら
ず
に
育
っ
た
直
次
郎
は
、
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
祖
父
と
共
に
、
母
が

世
間
か
ら
受
け
た
屈
辱
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
た
。「
親
な
し
子
と
落
と

し
め
る
奴
原
（
略
）
神
も
な
き
仏
も
な
き
世
」
と
戦
う
こ
と
が
、
祖
父
と

直
次
郎
の
信
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
唯
一
の
身
内
で
あ
っ
た
祖
父
が
他
界

し
、
身
寄
り
の
無
く
な
っ
た
直
次
郎
は
、
母
と
祖
父
が
受
け
た
「
世
間
」

か
ら
の
仕
打
ち
へ
の
「
恨
み
」
と
戦
う
た
め
に
、
父
の
家
業
で
あ
っ
た
医

者
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
て
東
京
に
出
た
の
で
あ
る
。「
世
間
」
へ
の
「
恨

み
」
を
忘
れ
ず
、
そ
れ
を
原
動
力
と
し
て
世
間
を
生
き
て
行
く
こ
と
が
、

直
次
郎
の
唯
一
の
支
え
だ
っ
た
。
Ｅ
・
Ｈ
・
キ
ン
モ
ン
ス
は
、『
立
身
出

世
の
社
会
史
―
サ
ム
ラ
イ
か
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
へ
』
で
明
治
期
に
お
け
る

「
立
身
出
世
」
は
、「
出
世
の
野
心
を
も
つ
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
」

で
あ
り
、「
故
郷
の
村
を
去
り
（
世
を
出
る
）、
自
分
の
出
世
の
枠
組
み
か

ら
み
た
広
い
世
界
に
入
る
（
世
に
出
る
）
必
要
が
あ
っ
た
」
と
説
明
し
て

い
る
（
注
４
）。
直
次
郎
が
東
京
へ
出
て
医
者
に
な
る
と
覚
悟
し
た
こ
と
は
、

ま
さ
に
キ
ン
モ
ン
ス
の
指
摘
す
る
明
治
期
の
立
身
出
世
の
定
義
に
合
致
す



五

者
で
も
、
医
師
に
な
る
門
戸
は
、
一
応
は
開
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

門
戸
は
開
か
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
直
次
郎
に
は
独
学
と
い
う
厳
し
い

状
況
で
医
師
に
な
る
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
う
え
、
医
術
開
業
試
験
の

最
低
限
必
要
と
さ
れ
た
修
学
一
年
と
い
う
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
す
で
に

容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
竹
内
洋
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
三
年
頃

の
「
学
資
は
年
額
八
十
円
か
ら
百
二
十
円
」
が
必
要
で
、
直
次
郎
の
よ
う

に
地
方
か
ら
東
京
へ
出
て
進
学
す
る
場
合
に
は
、「
上
京
の
前
に
保
証
人

を
準
備
し
て
お
く
必
要
」
が
あ
っ
た
（
注
６
）。
そ
う
な
る
と
、
身
寄
り
の
い

な
い
直
次
郎
に
と
っ
て
は
、
学
資
を
用
意
す
る
こ
と
も
、
東
京
で
保
証
人

を
見
つ
け
る
こ
と
も
ど
ち
ら
も
、
達
成
困
難
な
難
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
先
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
人
に
媚
び
る
な
と
い
う
祖
父

の
教
え
を
自
ら
の
信
念
と
し
て
内
面
化
し
て
い
た
直
次
郎
に
と
っ
て
、
医

師
へ
の
道
は
な
お
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
乞
食
同
然
で
東
京
を
彷
徨
っ
て

い
た
の
だ
っ
た
。

　

明
治
に
入
り
、
江
戸
時
代
の
身
分
制
が
解
体
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
個

人
が
自
ら
の
人
生
を
選
択
し
、向
上
さ
せ
る
可
能
性
は
一
応
は
開
か
れ
た
。

直
次
郎
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
江
戸
時
代
の
身
分
制
を
踏
襲
し
て
家
業
で

あ
っ
た
医
者
を
目
指
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
す
で
に
孤
児
と
な
っ
て

い
る
直
次
郎
に
医
者
に
な
る
門
戸
は
ま
だ
ま
だ
十
分
に
開
か
れ
て
い
な

か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
立
身
出
世
主
義
の
可
能
性
は
、
限
ら

そ
れ
と
し
て
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
現
状
肯
定
の
人
生
観
で
は
、
媚
び
へ

つ
ら
わ
ず
、
医
者
に
な
る
と
い
う
「
野
心
」（
キ
ン
モ
ン
ス
）
を
持
っ
て

上
京
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

直
次
郎
は
、
作
品
内
現
在
に
お
い
て
十
九
歳
の
青
年
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
て
、
作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
が
明
治
二
十
七
年
で
あ
る
か
ら
、
直
次

郎
は
明
治
八
年
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
直
次
郎
の
父
方
が
名
医
と

し
て
地
位
の
高
い
家
柄
で
あ
っ
た
時
期
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け

て
と
推
定
で
き
る
が
、
江
戸
時
代
の
医
者
の
身
分
は
、
士
農
工
商
の
「
工
」

に
置
か
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
武
士
に
準
ず
る
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
れ

が
、
明
治
二
～
四
年
に
か
け
て
、
長
崎
、
大
阪
、
東
京
で
医
学
教
育
機
関

の
整
備
が
進
め
ら
れ
、
明
治
七
年
に
は
、
医
師
の
法
的
根
拠
を
規
定
す
る

「
医
制
」
が
出
さ
れ
、
東
京
医
学
校
が
創
立
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
直

次
郎
が
、
幼
少
期
で
あ
っ
た
明
治
一
〇
年
代
に
は
、
西
洋
医
学
の
導
入
と

共
に
医
師
は
高
学
歴
の
選
ば
れ
た
人
材
の
職
業
と
し
て
、
そ
の
地
位
が
固

め
ら
れ
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
当
時
、
医
者
に
な
る
た
め
に
は
医
術
開

業
試
験
に
合
格
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
医
術
開
業
試
験
は
、
明
治

八
年
か
ら
大
正
五
年
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
（
注
５
）。
医
師
免
許
は
、
医
術
開

業
試
験
合
格
者
の
他
、
医
学
教
育
機
関
の
卒
業
者
に
対
し
て
は
無
試
験
で

与
え
ら
れ
た
。
医
術
開
業
試
験
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
独
学
で
も
受
験
可

能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
直
次
郎
の
よ
う
に
医
学
校
入
学
が
困
難
な
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三
．
お
蘭
の
中
に
潜
む
立
身
出
世
意
識
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
―
波
崎
へ
の
執
着
の
意
味

　

で
は
、
お
蘭
は
、
立
身
出
世
主
義
の
問
題
と
は
関
係
な
く
、
先
行
研
究

が
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
例
え
ば
、
お
蘭
を
め
ぐ
る
物
語
は
、「
無

念
の
う
ち
に
自
死
し
た
父
の
怨
念
が
重
な
っ
た
父
娘
の
復
讐
物
語
」
で
あ

り
、
お
蘭
は
「
父
の
存
在
に
呪
縛
さ
れ
る
娘
」（
関
礼
子
）
な
ど
自
殺
し

た
父
の
恨
み
を
は
ら
す
こ
と
が
最
大
の
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
注

８
）。
あ
る
い
は
、
北
田
幸
恵
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
お
蘭
は
「
家
父
長

制
の
異
端
者
」
で
「
自
我
を
抑
圧
す
る
制
度
と
対
立
」
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
（
注
９
）。

　

お
蘭
は
、
当
時
の
女
性
の
婚
期
と
し
て
の
適
齢
期
を
と
う
に
過
ぎ
て
し

ま
っ
て
い
る
二
十
五
歳
に
な
る
ま
で
波
崎
と
の
結
婚
の
可
能
性
を
諦
め
き

れ
ず
に
い
た
。
自
殺
し
た
父
の
恩
恵
で
政
界
へ
出
て
出
世
し
、
自
分
を
捨

て
た
波
崎
を
恨
み
な
が
ら
も
、
な
ぜ
、
八
年
も
の
長
い
間
待
ち
続
け
た
の

か
、
こ
れ
は
と
て
も
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
お
蘭

は「
自
分
を
裏
切
っ
た
波
崎
の
庇
護
を
受
け
入
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」

（
峯
村
至
津
子
）
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
そ
の
可
能
性
も
無
く
は
な
い
（
注

10
）。
し
か
し
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
に
せ
よ
、
作
中
で
は
そ
れ
を
証
明

す
る
手
掛
か
り
は
な
い
し
、「
庇
護
を
受
け
入
れ
」
て
い
た
か
否
か
に
か

れ
た
者
だ
け
が
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
経
済
格
差
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
教
育
格
差
の

一
形
態
で
あ
り
、
直
次
郎
は
庇
護
者
不
在
に
よ
り
、
自
ら
の
努
力
が
報
わ

れ
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
と
言
え
る
格
差
社
会
の
被
害
者
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

直
次
郎
は
、東
京
の
「
木
賃
宿
」
の
番
頭
で
働
い
て
い
た
が
、こ
の
「
木

賃
宿
」
に
つ
い
て
は
、紀
田
順
一
郎
の
『
東
京
の
下
層
社
会
』
に
詳
し
い
（
注

７
）。『
や
み
夜
』
が
書
か
れ
た
頃
の
木
賃
宿
で
は
、
個
室
の
約
八
割
が
無

灯
火
で
、
旅
商
人
相
手
か
ら
日
雇
い
労
働
者
相
手
へ
の
宿
へ
と
変
わ
り
始

め
た
時
期
だ
っ
た
。
木
賃
宿
の
部
屋
で
は
、
日
雇
い
労
働
者
や
車
夫
ら
が

悪
臭
を
放
っ
て
、
垢
ま
み
れ
の
蒲
団
で
寝
て
い
た
。
作
中
、
直
次
郎
が
乞

食
に
見
間
違
え
ら
れ
て
激
怒
す
る
場
面
も
あ
り
、
直
次
郎
は
、
木
賃
宿
利

用
者
で
あ
る
日
雇
い
労
働
者
と
変
わ
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き

る
。
潔
癖
で
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
青
年
で
あ
っ
た
直
次
郎
は
、
乞
食
に
な
る

こ
と
も
で
き
ず
、
木
賃
宿
を
飛
び
出
し
彷
徨
っ
て
い
た
と
き
に
、
お
蘭
の

住
む
松
川
邸
前
で
、
お
蘭
の
恋
人
で
あ
っ
た
衆
議
院
議
員
の
波
崎
の
乗
っ

た
車
に
轢
か
れ
、
倒
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
佐
助
夫
婦
に
助
け
ら
れ
、
直
次

郎
の
運
命
は
、
こ
の
と
き
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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と
っ
て
の
立
身
出
世
意
識
の
表
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
蘭
の
波
崎

へ
の
執
着
も
、
お
蘭
に
と
っ
て
の
立
身
出
世
欲
を
背
景
に
し
た
も
の
と
言

え
る
の
で
あ
る
。

　

お
蘭
の
父
が
自
殺
し
た
の
は
お
蘭
が
十
七
歳
の
時
で
、
お
蘭
と
美
男
子

の
衆
議
院
議
員
だ
っ
た
波
崎
は
、
父
が
存
命
中
か
ら
恋
人
関
係
に
あ
り
、

将
来
は
結
婚
す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
仲
だ
っ
た
。
し
か
し
、
波
崎
が

外
遊
中
に
お
蘭
の
父
は
自
殺
し
、
帰
国
し
た
時
に
は
、
松
川
家
は
低
迷
し
、

廃
墟
同
様
で
あ
っ
た
。
波
崎
は
、
こ
の
よ
う
な
低
迷
し
た
家
の
娘
で
あ
る

お
蘭
と
結
婚
す
る
の
は
、
自
身
の
立
身
出
世
に
と
っ
て
不
利
と
考
え
、
お

蘭
と
結
婚
を
し
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
蘭
は
、「
も
し
や
に

引
か
れ
て
」
波
崎
と
の
結
婚
の
可
能
性
を
期
待
し
て
待
つ
自
分
の
身
の
上

を
思
い
、「
と
て
も
狂
は
ゞ
一
世
を
暗
に
し
て
（
中
略
）
我
れ
な
が
ら
女

夜
叉
の
本
性
さ
て
も
恐
ろ
し
け
れ
ど
、
か
く
成
り
ゆ
く
は
こ
れ
ま
で
の
人

な
り
、
悔
ま
じ
恨
ま
じ
浮
世
は
夢
と
、
こ
れ
や
恋
を
し
を
り
に
浅
ま
し
の

観
念
」
と
思
い
つ
め
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
お

蘭
の
苦
悩
の
種
は
、
波
崎
へ
の
恋
情
だ
っ
た
と
お
蘭
自
身
は
語
っ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の
割
に
は
、
波
崎
へ
の
愛
情
そ
の
も
の
の
様
相
が
作
中
で
語

ら
れ
る
こ
と
は
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
「
恨
み
」
と
し
て
語
ら

れ
、
望
み
の
な
い
恋
の
成
就
に
期
待
し
て
待
ち
続
け
る
わ
が
身
を
憐
れ
む

4

4

4

4

4

4

4

視
点
し
か
、
お
蘭
に
も
語
り
手
に
も
無
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
お
蘭
は
、
作
中
に

か
わ
ら
ず
、
お
蘭
は
、
他
の
男
性
と
結
婚
す
る
道
を
探
っ
て
も
良
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

　

女
性
と
結
婚
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
ひ
と
つ
の
目
安
と
な
る
の

は
、
ど
の
よ
う
な
家
柄
に
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
て
き
た
か

で
あ
る
が
、
作
中
に
お
い
て
お
蘭
が
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
て
き
た
の

か
に
つ
い
て
は
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
蘭
に
内
面
化
さ
れ
た
女
子
教
育

の
成
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
黒
岩
比
佐
子
氏
は
、「
明
治
の
お
嬢
様
た
ち
の
め
ざ
す
べ
き
ゴ
ー

ル
は
、
明
ら
か
に
結
婚
だ
っ
た
」
と
端
的
に
述
べ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な

「
お
嬢
様
」
た
ち
の
「
令
嬢
教
育
」
が
行
わ
れ
た
初
め
て
の
学
校
は
、
明

治
十
八
年
七
月
に
開
校
し
た「
華
族
女
学
校
」だ
っ
た
と
考
察
し
て
い
る（
注

11
）。
お
蘭
は
、「
天
の
な
せ
る
麗
質
よ
き
は
顔
の
み
か
、
姿
と
ゝ
の
ひ
て

育
ち
も
美
事
」
と
語
り
手
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
さ
ら
に
、
松
川
家
が
財

産
家
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
上
流
階
級
の
出
身
で
あ
る
令
嬢

だ
っ
た
と
言
え
、お
蘭
に
と
っ
て
も
「
め
ざ
す
べ
き
ゴ
ー
ル
」
は
結
婚
だ
っ

た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、広
津
柳
浪
の
『
女
子
参
政
蜃
中
楼
』

（
明
治
二
十
四
年
）
で
、
上
流
階
級
の
令
嬢
と
し
て
登
場
す
る
松
山
操
な

ど
は
、「
目
指
す
べ
き
ゴ
ー
ル
」
と
し
て
有
望
な
政
治
家
と
の
結
婚
を
実

現
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
注
12
）。

こ
の
よ
う
な
令
嬢
た
ち
の
「
目
指
す
べ
き
ゴ
ー
ル
」
＝
結
婚
は
、
女
性
に
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的
な
玉
の
輿
は
、
女
性
に
と
っ
て
の
立
身
出
世
欲
の
表
れ
で
あ
る
。
お
蘭

も
玉
の
輿
に
乗
る
こ
と
で
恨
み
を
晴
ら
し
、
自
己
の
再
起
を
考
え
て
い
た

と
考
え
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
『
や
み
夜
』
論
で
は
、
管
見
し
た
限
り
で
は
、
お
蘭
の
立

身
出
世
主
義
の
問
題
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
お
蘭
自
身
も
、
お
蘭

に
つ
い
て
語
る
語
り
手
も
、
お
蘭
の
中
に
あ
る
立
身
出
世
主
義
に
気
が
付

い
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
直
次
郎
よ
り
も
立
身
出
世
と
い
う
競
争

原
理
に
直
接
に
は
組
み
込
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
お
蘭
は
、
立
身
出
世
に

距
離
を
取
り
、
そ
れ
を
批
評
す
る
視
点
も
持
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
お
蘭

自
身
の
立
身
出
世
意
識
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
．
権
力
に
抗
う
運
命
共
同
体

　
　
　
　
　
―
お
蘭
と
直
次
郎
、
佐
助
・
お
そ
よ
夫
婦

　

直
次
郎
が
医
者
を
志
し
て
上
京
し
て
き
た
こ
と
を
知
っ
た
お
蘭
が
直
次

郎
に
、「
学
費
の
出
ど
こ
ろ
が
無
く
ば
一
段
と
難
儀
」
で
、「
夫
れ
が
精
神

一
到
と
其
方
は
言
ふ
か
知
ら
ね
ど
、
其
方
の
実
の
潔
白
沙
汰
は
今
の
世
の

石
瓦
。
此
や
う
の
こ
と
は
口
に
す
る
は
厭
な
れ
ど
丸
う
な
ら
ね
ば
思
う
事

は
遂
げ
ら
れ
ま
じ
、
其
会
得
が
つ
き
た
ら
ば
随
分
お
も
ふ
事
は
貫
く
が
宜

け
れ
ど
、
何
う
や
ら
其
辺
が
六
づ
か
し
く
は
な
き
か
と
」
と
助
言
す
る
場

面
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
間
の
体
質
も
直
次
郎
の
性
質
も
、
よ
く
見
抜
い

お
い
て
、
波
崎
の
出
世
の
た
め
に
都
合
よ
く
利
用
さ
れ
裏
切
ら
れ
た
立
場

で
あ
る
か
ら
、
恋
愛
の
被
害
者
と
も
言
え
る
が
、
同
時
に
お
蘭
の
恋
愛
感

情
は
多
分
に
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
質
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ

か
ら
、
恋
愛
対
象
と
し
て
の
波
崎
を
一
人
の
男
性
と
し
て
純
粋
に
ま
な
ざ

す
視
点
や
、
波
崎
へ
の
問
い
か
け
は
作
中
で
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
し
も
、
お
蘭
が
、
本
当
に
波
崎
の
こ
と
を
愛
し
て
い
た
の
な
ら
、
波

崎
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
愛
情
そ
の
も
の
が
苦
悩
と
し
て
物
語
の
中
心
に
な
る

の
が
自
然
だ
と
思
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
お
蘭
が
抱
い
た
「
も
し
や
」

と
い
う
期
待
は
、
松
川
家
が
低
迷
し
た
反
動
か
ら
来
て
い
る
と
も
言
え

る
、
お
蘭
自
身
の
栄
達
へ
の
欲
望
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
性

の
中
の
立
身
出
世
欲
を
お
蘭
は
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
波
崎
へ
の
恋

情
は
た
し
か
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
恋
情
は
十
代
の
少
女
の
恋
情

で
あ
っ
て
、
ま
し
て
や
、
父
の
人
脈
を
通
じ
て
巡
り
会
っ
た
相
手
へ
の
恋

慕
だ
か
ら
、
ひ
と
り
の
女
性
と
し
て
の
自
律
し
た
恋
愛
感
情
と
は
言
い
難

い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
父
の
死
に
よ
っ
て
、
十
代
だ
っ
た

お
蘭
は
政
界
の
権
力
、世
間
の
薄
情
さ
を
突
き
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
お
蘭
の
波
崎
へ
の
恋
情
は
、
政
界
の
権
力
に
対
す
る
恨
み
と
世

間
へ
の
恨
み
を
晴
ら
し
、
お
蘭
自
身
の
復
権
を
実
現
す
る
た
め
の
結
婚
と

い
う
欲
望
へ
と
変
質
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
通
俗
的
な
言
い

方
を
す
れ
ば
、
計
画
的
に
玉
の
輿
に
乗
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
計
画



九

屋
敷
や
お
蘭
の
描
写
、
お
蘭
の
父
が
自
死
し
た
邸
内
の
池
が
、〈
闇
〉
を
表

象
す
る
仕
掛
け
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
16
）。

　

た
し
か
に
、『
や
み
夜
』
と
い
う
作
品
名
が
す
で
に
、
読
者
に
混
沌
と

し
た
出
口
の
見
え
な
い
暗
闇
を
想
起
さ
せ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
、
作
者
の
意
図
に
は
、
松
川
邸
と
松
川
邸
で
暮

ら
す
お
蘭
、
佐
助
・
お
そ
よ
夫
婦
、
直
次
郎
の
生
活
と
命
運
を
〈
闇
〉
と

す
る
意
識
し
か
な
か
っ
た
と
言
っ
て
、
そ
こ
で
作
品
の
読
み
を
収
束
さ
せ

て
し
ま
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
作
中
に
お
い
て
お
蘭
を
「
魔
性
」

を
帯
び
た「
女
夜
叉
」と
述
べ
て
い
る
の
は
お
蘭
に
よ
る
自
己
表
象
で
あ
っ

て
、
直
次
郎
も
佐
助
・
お
そ
よ
夫
婦
も
、
そ
し
て
波
崎
ま
で
も
が
そ
の
よ

う
に
お
蘭
を
捉
え
て
は
い
な
い
し
、
語
り
手
も
お
蘭
を
「
女
夜
叉
」
と
し

て
語
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
直
次
郎
と
佐

助
夫
婦
に
は
、「
女
菩
薩
」、
大
切
な
お
嬢
様
と
し
て
神
格
化
さ
え
さ
れ
て

い
る
。
お
蘭
が
、
直
次
郎
ら
に
自
分
の
本
性
を
隠
し
て
い
る
だ
け
で
、
直

次
郎
や
佐
助
夫
婦
は
騙
さ
れ
て
い
る
と
は
、
到
底
思
え
な
い
。
お
蘭
の
世

間
に
対
す
る
「
恨
み
」
を
む
し
ろ
共
有
し
て
い
る
の
が
直
次
郎
と
佐
助
夫

婦
で
あ
り
、
佐
助
な
ど
は
、
波
崎
の
車
に
轢
か
れ
た
「
恨
み
」
を
忘
れ
て

い
な
か
っ
た
直
次
郎
に
、「
其
夜
の
恨
み
を
忘
れ
ぬ
と
は
感
心
に
て
頼
母

し
ゝ
」
と
「
恨
み
」
を
忘
れ
な
い
執
念
を
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

て
い
る
お
蘭
の
言
葉
で
あ
る
。

　

こ
の
お
蘭
の
核
心
を
突
い
た
助
言
に
よ
っ
て
、
直
次
郎
は
医
者
に
な
る

こ
と
を
潔
く
手
放
し
、「
我
れ
は
お
蘭
様
に
命い
の
ちと

申
す
、
此
一
言
を
金
き
ん
ち
ょ
う打

に
し
て
、
心
に
浮
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
ひ
断
ち
た
れ
ば
生
死
は
御
心
の
ま

ま
に
」
と
言
っ
て
、
直
次
郎
は
立
身
出
世
の
道
か
ら
身
を
引
き
、
お
蘭
に

自
分
の
命
を
捧
げ
る
と
決
意
す
る
。

　

こ
の
直
次
郎
の
決
意
が
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
の
波
崎
暗
殺
未

遂
へ
と
繋
が
る
の
だ
が
、
波
崎
暗
殺
未
遂
に
至
る
物
語
の
展
開
に
つ
い
て
、

関
良
一
氏
は
「「
や
み
夜
」
は
政
治
社
会
の
頽
廃
に
取
材
し
た
本
格
的
な
社

会
小
説
」
だ
と
指
摘
し
（
注
13
）、
ま
た
、
前
田
愛
氏
は
、「
松
川
屋
敷
の
闇

と
死
の
世
界
は
、（
中
略
）
明
治
社
会
総
体
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
陰
鬱
な
反

世
界
」
だ
と
指
摘
し
た
（
注
14
）。
一
方
、
お
蘭
が
、
直
次
郎
を
利
用
し
て
波

崎
暗
殺
を
試
み
た
こ
と
、
ま
た
、
お
蘭
自
身
が
自
ら
を
「
女
夜
叉
」
と
作

中
で
表
現
し
た
こ
と
か
ら
、「
悪
女
」（
北
川
秋
雄
）（
注
15
）、「
魔
女
」（
北

田
幸
恵
）
と
い
う
前
提
で
、
お
蘭
の
解
釈
は
進
め
ら
れ
て
き
た
。
松
川
邸

の
廃
墟
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、例
え
ば
、北
田
幸
恵
氏
は
、「『
や
み
夜
』

の
世
界
は
、（
中
略
）
怨
恨
の
こ
も
っ
た
、
独
自
の
〈
闇
夜
の
風
景
〉」
を

描
き
出
し
、お
蘭
の
「「
深
く
思
ひ
い
り
た
る
」
眼
、「
折
折
に
さ
ゞ
波
う
つ
」

「
愁
ひ
」
を
ふ
く
ん
だ
眉
は
、
お
蘭
の
内
部
の
精
神
の
鬱
屈
、
心
理
の
暗
闇

の
表
象
」
だ
と
指
摘
し
て
、『
や
み
夜
』
の
通
奏
低
音
と
し
て
、
松
川
邸
の



一
〇

く
、
お
蘭
は
直
次
郎
の
不
遇
な
生
い
立
ち
、
不
条
理
な
世
間
の
中
で
浮
か

ば
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
直
次
郎
の
苦
悩
を
理
解
し
、
深
く
共
有
し
て
い

た
か
ら
こ
そ
、
自
死
す
る
く
ら
い
な
ら
人
の
恩
を
利
用
し
て
立
身
出
世
に

猛
進
す
る
波
崎
を
暗
殺
す
る
―
―
つ
ま
り
、「
世
間
」
か
ら
抹
殺
す
る
―

―
こ
と
を
直
次
郎
に
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
や
み
夜
』
で
は
、「
恨
み
」
を
持
つ
こ
と
が
肯
定
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
恨
み
」
を
晴
ら
す
こ
と
、
不
条
理
な
世
間
の

暴
力
、
立
身
出
世
の
陰
で
不
幸
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
へ
の
命
を
賭
し
て
の

反
逆
を
、
お
蘭
も
決
死
の
覚
悟
で
直
次
郎
に
託
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

不
可
視
の
暴
力
に
よ
っ
て
、
不
当
に
他
者
を
排
除
す
る
構
造
を
持
ち
合
わ

せ
た
世
間
と
立
身
出
世
主
義
へ
の
抵
抗
と
闘
争
の
決
着
は
、『
や
み
夜
』

に
お
い
て
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
行
為
で
し
か
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

直
次
郎
が
、
お
蘭
へ
の
愛
情
を
告
白
し
た
場
面
で
、
直
次
郎
か
ら
の
愛

情
の
告
白
を
受
け
た
お
蘭
は
、
こ
の
世
で
は
直
次
郎
と
お
蘭
の
間
に
は
結

婚
と
い
う
縁
は
無
か
っ
た
け
れ
ど
も
、「
今
日
よ
り
蘭
が
心
の
良
人
に
成

4

4

4

4

4

4

4

4

り
て
、蘭
を
ば
吾
が
妻
と
呼
ば
せ
給
へ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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」と
返
事
を
す
る（
傍
点
・
引
用
者
）。

こ
れ
は
、
婚
姻
制
度
に
縛
ら
れ
な
い
、
一
対
の
男
女
の
当
人
同
士
の
純
粋

な
意
思
に
よ
る
〈
契
り
〉
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
お
蘭
と
直

次
郎
は
、
世
間
か
ら
疎
ま
れ
、
排
除
さ
れ
、
世
間
と
闘
う
同
志
と
し
て
制4

の
佐
助
の
言
葉
は
、
お
蘭
の
「
魔
性
」
が
、
お
蘭
ひ
と
り
の
も
の
だ
け
で

は
な
く
、
佐
助
に
も
直
次
郎
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
佐
助
の
恨
み
の
内
実
に
つ
い
て
は
何
も
説
明

さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
佐
助
も
松
川
家
が
受
け
た
世
間
か

ら
疎
外
さ
れ
る
と
い
う
見
え
な
い
暴
力
に
よ
る
負
債
を
お
蘭
と
共
に
背

負
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、お
蘭
、直
次
郎
、佐
助
夫
婦
に
と
っ
て「
恨

み
」
を
持
つ
こ
と
は
、
立
身
出
世
に
よ
っ
て
勝
者
と
な
っ
た
も
の
が
支
配

す
る
権
力
社
会
が
持
つ
暴
力
性
へ
の
抵
抗
で
あ
り
、
闘
争
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

直
次
郎
は
、
自
分
を
車
で
轢
い
た
波
崎
と
お
蘭
が
恋
人
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
へ
の
激
し
い
嫉
妬
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
お
蘭
に
打
ち
明
け
、
自
分

の
嫉
妬
は
、
お
蘭
に
と
っ
て
は
「
仇
」
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
、
自
分
は

死
ぬ
こ
と
を
決
意
し
た
と
告
白
す
る
。
こ
こ
も
非
常
に
重
要
な
場
面
で
、

自
分
の
嫉
妬
の
た
め
に
お
蘭
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
る
く
ら
い
な
ら
、
自

分
は
命
を
絶
つ
こ
と
で
お
蘭
を
守
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

お
蘭
は
そ
れ
を
「
魔
性
」
の
女
の
本
性
を
剥
き
出
し
に
し
て
、
そ
の
直
次

郎
の
告
白
を
利
用
し
て
波
崎
暗
殺
を
実
行
さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
お
蘭
の
語
る
自
己
表
象

の
強
烈
さ
と
、結
末
の
波
崎
暗
殺
計
画
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
さ
の
た
め
に
、

こ
の
よ
う
に
お
蘭
を
解
釈
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
そ
う
で
は
な



一
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言
え
ず
、お
蘭
も
一
人
の
女
性
と
し
て
「
吾
が
妻
と
呼
ば
せ
給
へ

4
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4
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」
と
言
っ

て
、
直
次
郎
の
愛
情
に
応
え
た
の
で
あ
る
。

　

逆
に
、
北
田
氏
の
「
共
同
の
情
念
で
結
ば
れ
た
関
係
」
と
い
う
指
摘
に

つ
い
て
は
、
こ
の
指
摘
を
お
蘭
と
直
次
郎
の
関
係
に
だ
け
当
て
は
め
る
の

で
は
な
く
、
よ
り
広
く
捉
え
直
し
て
、
佐
助
・
お
そ
よ
夫
婦
の
存
在
も
「
共

同
の
情
念
で
結
ば
れ
た
関
係
」
の
中
に
取
り
込
む
べ
き
だ
と
考
え
る
。
佐

助
夫
婦
の
存
在
は
、
お
蘭
の
強
烈
な
描
写
に
よ
り
影
の
薄
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
が
、
し
か
し
、
佐
助
夫
婦
が
作
中
で
果
た
し
て
い
る
役
割
は
大
き

く
、「
共
同
の
情
念
」
の
内
実
は
老
い
た
佐
助
夫
婦
を
も
含
む
、
世
代
と

血
縁
関
係
を
も
超
越
し
た
、
立
身
出
世
主
義
が
蔓
延
し
つ
つ
あ
っ
た
「
浮

世
」
を
真
の
敵
と
す
る
「
共
同
の
情
念
」（
北
田
氏
）
で
結
ば
れ
た
繋
が

り
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
こ
そ
、
作
者
一
葉
の
人
間
を
見

る
眼
差
し
の
深
み
と
制
度
の
中
に
収
ま
ら
な
い
人
間
関
係
の
広
が
り
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
．「
世
間
は
広
し
、
汽
車
は
国
中
に
通
ず
る
頃
な
れ
ば
」 

の
意
味

　

さ
て
、作
中
で
は
、テ
ロ
実
行
後
の
直
次
郎
の
安
否
は
分
か
ら
ず
、お
蘭
、

佐
助
夫
婦
も
松
川
邸
か
ら
姿
を
消
し
た
こ
と
以
外
に
は
何
も
明
か
さ
れ
て

い
な
い
が
、
テ
ロ
実
行
後
を
語
る
語
り
は
、
淡
々
と
し
た
語
り
口
で
あ
り
、

度
と
し
て
の
婚
姻

4

4

4

4

4

4

4

を
も
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
次
郎
は
、
お
蘭
を

一
人
の
女
性
と
し
て
愛
し
て
い
た
。
一
方
、
お
蘭
は
、
波
崎
を
愛
し
て
い

た
わ
け
で
も
な
く
、
直
次
郎
の
こ
と
も
一
人
の
男
性
と
し
て
愛
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
お
蘭
は
、
直
次
郎
の
ひ
た
む
き
で
一
途
な
想

い
に
、「
心
の
良
人
」
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
こ
と
で
受
け
止
め
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
蘭
が
、
直
次
郎
と
の
結
婚
に
も
踏
み
込
ん
で
い

か
な
か
っ
た
の
は
、
お
蘭
に
と
っ
て
の
最
大
の
課
題
は
、
実
父
に
濡
れ
衣

を
着
せ
、
自
死
へ
と
追
い
込
み
、
自
分
か
ら
結
婚
の
チ
ャ
ン
ス
を
奪
っ
た

政
界
に
象
徴
さ
れ
る
権
力
へ
の
復
讐
だ
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
お
蘭
と
直
次
郎
の
関
係
に
つ
い
て
、
北
田
幸
恵
氏
は
、「
二

人
の
関
係
は
現
世
の
縁
、
男
女
の
性
さ
え
も
超
越
し
、
共
同
の
情
念
で
結

ば
れ
た
関
係
で
あ
り
」、「
絶
対
的
な
魂
の
合
一
」
と
考
察
し
て
い
る
。
北

田
氏
の
「
共
同
の
情
念
で
結
ば
れ
た
関
係
」
と
い
う
指
摘
に
は
同
意
で
き

る
が
、
直
次
郎
と
お
蘭
が
「
男
女
の
性
さ
え
も
超
越
し
」
て
い
る
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
そ
う
は
言
い
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
お
蘭
は
、「
蘭
が
心
の
良
人
に
成
り
て
、
蘭
を
ば
吾
が
妻
と
呼

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ば
せ
給
へ

4

4

4

4

」
と
、
お
蘭
と
直
次
郎
の
関
係
性
を
男
女
の
「
性
」
を
前
提
に

し
て
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
北
田
氏
の
分
析
の
よ
う
に
「
男
女
の
性
さ

え
も
超
越
」
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
少
な
く
と
も
、
お
蘭
と
波
崎
の

関
係
に
嫉
妬
す
る
直
次
郎
は
「
男
女
の
性
を
超
越
」
し
て
い
る
と
は
到
底
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ら
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、作
品
は
、「
世
間
は
広
し
、汽
車
は
国
中
に
通
ず
る
頃
な
れ
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」

と
い
う
一
文
で
閉
じ
ら
れ
る
（
傍
点
・
引
用
者
）。
テ
ロ
リ
ズ
ム
実
行
ま

で
の
重
苦
し
い
、
戦
慄
す
る
よ
う
な
緊
張
感
と
は
裏
腹
に
、
結
末
の
語
り

は
穏
や
か
で
さ
え
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、作
中
に
お
い
て
頻
出
す
る「
世

間
」
の
内
実
と
、
こ
の
最
後
の
一
文
で
の
「
世
間
」
と
で
は
意
味
合
い
が

違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
葉
の
作
品
に
は
、「
世
間
」
と
登
場
人
物
と
の
間
の
齟
齬
や
確
執
が

作
品
の
底
部
に
流
れ
て
い
る
。『
や
み
夜
』
に
お
い
て
も
、
本
稿
で
見
て

き
た
と
お
り
、
お
蘭
と
佐
助
夫
婦
、
直
次
郎
と
も
に
個
々
の
生
活
圏
内
と

し
て
の
「
世
間
」
か
ら
疎
外
さ
れ
、
そ
の
結
果
、「
世
間
」
と
距
離
を
取
っ

て
生
き
る
し
か
な
か
っ
た
。
作
品
中
、
随
所
に
「
世
間
」、「
浮
世
」
が
頻

出
し
て
い
て
、
松
川
邸
の
俗
世
と
相
容
れ
な
い
様
相
や
、
直
次
郎
と
佐
助

夫
婦
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
お
蘭
の
「
女
菩
薩
」
な
ど
は
、
作
中
に
お
い

て
反
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
際
立
た
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

阿
部
謹
也
氏
は
、
明
治
以
降
「
世
間
」
と
い
う
語
が
文
章
の
中
か
ら
姿

を
消
し
、
そ
の
代
わ
り
に
「
社
会
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
（
注
17
）。
し
か
し
、
阿
部
氏
は
、
明
治
以
降
に
「
社
会
」

と
い
う
言
葉
が
学
術
の
世
界
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
庶
民
の
日

常
会
話
か
ら
「
世
間
」
と
い
う
言
葉
が
消
え
る
こ
と
は
な
く
、
明
治
以
降

テ
ロ
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
、
お
蘭
、
佐
助
夫
婦
、
直
次
郎
の
行
方

が
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
感
情
的
に
は
語
ら
れ
て

い
な
い
。
テ
ロ
は
、
波
崎
を
待
ち
受
け
て
い
た
直
次
郎
が
、
刃
物
で
波
崎

の
首
を
切
ろ
う
と
襲
い
掛
か
る
が
、
刃
は
波
崎
の
頬
を
か
す
め
た
だ
け
で

失
敗
に
終
わ
り
、
事
件
後
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

明
日
は
新
聞
に
見
出
し
の
文
字
こ
と
〴
〵
し
く
、
あ
る
党
派
の
壮
士

な
る
べ
し
、
何
々
倶
楽
部
の
誰
れ
と
や
ら
嫌
疑
の
か
ゝ
り
て
其
筋
に

引
か
れ
ぬ
と
い
ふ
も
あ
れ
ば
、
遂
ひ
に
は
何
者
の
業
と
も
知
れ
で
一

月
の
後
に
は
風
説
の
あ
と
も
な
く
成
り
ぬ
、
疵
は
猶
さ
ら
半
月
の
療

治
に
可あ

た
ら惜

男
の
直ね

も
下
が
ら
ず
、
よ
し
痕
は
残
る
と
も
向
ひ
疵
と
て

ほ
こ
ら
れ
ん
か
可
笑
し
、
才
子
の
君
、
利
口
の
君
萬
々
歳
の
世
に
又

も
や
遣
り
そ
こ
ね
て
身
は
日
蔭
者
の
此
世
に
あ
り
と
も
天
地
ひ
ろ
か

ら
ぬ
直
次
郎
は
い
か
に
し
た
る
、
川
に
沈
み
し
か
山
に
隠
れ
し
か
、

（
中
略
）
佐
助
夫
婦
お
ら
ん
も
何
處
に
行
き
た
る
。

　
『
や
み
夜
』の
語
り
手
は
、作
品
全
体
を
通
し
て
は
直
次
郎
に
同
情
的
な
、

と
言
う
よ
り
も
、
直
次
郎
に
寄
り
添
う
位
置
か
ら
語
り
、
時
折
、
語
り
手

と
直
次
郎
と
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
さ
え
感
じ
さ
せ
る
箇
所
も
あ
る
。

同
時
に
、
こ
の
語
り
手
は
、
直
次
郎
、
お
蘭
、
佐
助
夫
婦
か
ら
距
離
を
取

り
、「
世
間
」
の
あ
る
一
コ
マ
を
淡
々
と
語
る
位
置
に
立
つ
こ
と
も
あ
り
、

引
用
し
た
箇
所
も
含
め
、
テ
ロ
失
敗
後
の
語
り
は
、
こ
の
よ
う
な
地
平
か
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お
蘭
と
直
次
郎
に
よ
る
テ
ロ
が
未
遂
に
終
わ
り
、被
害
者
で
あ
る
波
崎
が
、

そ
の
テ
ロ
未
遂
の
際
に
受
け
た
傷
を
逆
手
に
と
っ
て
、
出
世
し
て
行
く
こ

と
を
予
感
さ
せ
る
作
品
の
終
わ
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
末
尾

に
作
者
が
用
い
た
「
汽
車
」
を
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
解
釈
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
立
ち
は
だ
か
る
「〈
近
代
〉」
に
歯
向
か
っ
た
時
、
反
逆
者
は
敗

北
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
読
み
の
枠
組
み
の
延
長
で
「
汽
車
」
を
解
釈

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

岩
倉
具
視
ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
日
本
鉄
道
株
式
会
社
が
、
日
本
初

の
私
設
鉄
道
会
社
と
し
て
認
可
さ
れ
た
の
は
明
治
十
四
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
鉄
道
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
小
牟
田
哲
彦
氏

に
よ
れ
ば
、「
経
済
性
よ
り
も
政
治
性
を
強
く
帯
び
て
い
た
」
の
で
あ
り
（
注

20
）、
ま
た
、
東
島
誠
氏
は
、
当
時
の
「
交
通
」
と
は
「
思
想
を
運
輸
す
る
」

と
い
う
意
味
が
強
か
っ
た
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
（
注
21
）。
実
際
、
中

江
兆
民
は
、
鉄
道
の
役
割
に
つ
い
て
「
思
想
を
運
輸
す
る
」、「
世
論
を
運

輸
す
る
」と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、こ
れ
は
、明
治
期
に
お
い
て「
鉄

道
」
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
思
想
、
世
論
の
伝
播
に
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
の
鉄
道
観
も
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ

で
は
な
く
、よ
り
開
か
れ
た
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
だ
っ
た
と
推
測
で
き
、

お
蘭
が
直
次
郎
に
託
し
た
テ
ロ
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
そ
の
テ
ロ
が
未
遂

に
終
わ
っ
て
も
、
そ
れ
を
悲
劇
と
ば
か
り
は
捉
え
て
い
な
い
と
言
え
る
だ

も
依
然
と
し
て「
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
」、「
世
間
」は「
比
較
的
狭
い
」

も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。『
や
み
夜
』
に
お
け
る
「
世
間
」
も
、

阿
部
氏
の
指
摘
す
る
「
狭
い
」
範
囲
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る

と
、
作
品
末
尾
の
「
世
間
は
広
し
」
は
、
狭
い
「
世
間
」
を
超
え
た
「
社

会
」を
志
向
す
る
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
世

間
」
が
広
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
伏
線
は
、
生
存
し
続
け
る
た
め
の
基
盤

を
持
つ
う
え
で
の
可
能
性
の
広
が
り
を
予
感
さ
せ
る
。
ま
し
て
や
、
物
語

の
結
末
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
失
敗
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
実
行
犯
で
あ
る
直

次
郎
と
、主
犯
に
あ
た
る
お
蘭
に
明
る
い
未
来
な
ど
訪
れ
る
は
ず
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
世
間
は
広
し
」
と
結
ぶ
こ
と
で
、
お
蘭
と
直
次
郎
、

佐
助
夫
婦
に
新
た
な
「
世
間
」
へ
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
閉
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
汽
車
」
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
「
世
間
」
へ
と
開
か
れ
て
い

く
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。「
汽

車
」
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
塚
本
章
子
氏
は
、「
汽
車
に
よ
っ

て
均
質
化
さ
れ
つ
つ
広
が
っ
て
い
く
空
間
が
示
さ
れ
、
近
代
国
民
国
家
の

統
合
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
」
と
し
（
注
18
）、
菅
聡
子
氏
は
、「「
闇
夜
の
足

場
よ
き
処
を
も
と
め
て
」直
次
郎
が
行
動
を
起
こ
し
た
と
こ
ろ
で
、〈
近
代
〉

の
前
に
は
敗
れ
去
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

（
注
19
）。
塚
本
氏
も
菅
氏
も
、
近
代
化
の
一
つ
の
象
徴
で
あ
る
「
汽
車
」
を
、
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た
。
お
蘭
の
、
波
崎
と
の
結
婚
を
め
ぐ
る
立
身
出
世
意
識
に
つ
い
て
の
指

摘
は
、
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
結
婚
を
め
ぐ

る
立
身
出
世
意
識
の
問
題
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
石
井
洋
二
郎
氏
は
、
友

人
関
係
や
恋
愛
関
係
な
ど
は
「
一
見
無
償
の
感
情
に
よ
っ
て
こ
れ
を
形
成

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
じ
つ
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
そ
の
人
物
と

つ
き
あ
う
こ
と
が
自
分
に
な
ん
ら
か
の
利
潤
を
も
た
ら
す
と
判
断
し
て
い

る
」
と
し
、
い
く
ら
純
粋
な
両
者
の
愛
情
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
て
い
る
結
婚
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
言

う
「
実
践
感
覚
」
に
基
づ
い
た
「
婚
姻
戦
略
」
が
成
立
し
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る
（
注
22
）。
つ
ま
り
、「
純
粋
」
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

も
、
実
は
各
自
に
と
っ
て
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
に
計
算
さ
れ
て
い
る
側

面
が
あ
る
こ
と
は
拭
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
蘭
の
波
崎
へ
の
執

着
も
、「
実
践
感
覚
」（
ブ
ル
デ
ュ
ー
）
に
基
づ
い
た
「
婚
姻
戦
略
」
で
あ

り
、
こ
れ
は
女
性
に
お
け
る
立
身
出
世
意
識
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
私
た
ち
は
、『
や
み
夜
』
以
外
の
一
葉
作
品
を
読

む
う
え
で
、
立
身
出
世
の
問
題
を
、
男
性
の
み
に
内
面
化
さ
れ
た
問
題
と

し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
女
性
も
結
婚
と
い
う
方
法
に
よ
る
立
身
出
世
意

識
が
働
い
て
い
る
可
能
性
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
も
っ
と
言
え
ば
そ
れ
は
、
一
葉
作
品
に
限
ら
ず
、
日
本
近
代
文
学

に
お
け
る
女
性
と
結
婚
の
問
題
、
婚
姻
に
見
ら
れ
る
階
層
意
識
の
問
題
を

ろ
う
。
立
身
出
世
と
家
運
の
低
迷
の
陰
で
、「
恨
み
」
を
執
念
深
く
持
ち

続
け
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
『
や
み
夜
』
に
お
い
て
、
ま
さ
に
闇
の

如
く
襲
い
掛
か
っ
て
く
不
可
視
の
暴
力
に
抵
抗
す
る
方
途
と
し
て
、
テ
ロ

リ
ズ
ム
は
肯
定
さ
れ
て
作
品
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。末
尾
の「
世4

間
は
広
し
、汽
車
は
国
中
に
通
ず
る
頃
な
れ
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
か
ら
は
、決
し
て
、〈
闇
〉

を
た
だ
〈
闇
〉
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
、
執
念
深
い
上
昇

志
向
と
「
恨
み
」
を
原
動
力
と
し
た
、
世
間
一
般
の
価
値
観
で
は
〈
悪
〉

と
さ
れ
る
行
動
を
通
し
て
、
闇
を
こ
じ
開
け
て
い
こ
う
と
す
る
闘
争
的
と

も
言
え
る
作
者
一
葉
の
意
思
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
テ
ロ
と
い
う
行
為
で
し
か
、
手
段
を
選
択
で
き
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
、
全
肯
定
で
き
な
い
側
面
は
残
る
。
し
か
し
、
テ
ロ
行
為
で
し

か
直
接
行
動
を
起
こ
せ
な
い
程
に
、立
身
出
世
の
道
か
ら
疎
外
さ
れ
た
者
、

立
身
出
世
の
陰
で
貶
め
ら
れ
た
者
た
ち
は
、
閉
塞
さ
れ
た
状
況
に
生
き
る

し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、『
や
み
夜
』
は
突
き
付
け
て
い
る
作
品

だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

六
．
お
わ
り
に

　

さ
て
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
言
え
る
、

お
蘭
と
直
次
郎
の
中
の
立
身
出
世
意
識
の
内
実
に
つ
い
て
検
証
し
て
き



一
五

会
を
生
き
る
私
た
ち
へ
の
『
や
み
夜
』
か
ら
の
最
大
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
１　

北
川
秋
雄
「「
や
み
夜
」
論
―
年
上
の
悪
女
―
」（『
論
集
樋
口
一

葉
Ⅲ
』
所
収
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
二
）。

　

２　

竹
内
清
美
「「
暗
夜
」
と
『
文
学
界
』」（『
日
本
文
学
』
四
六
号
、

一
九
九
七
）。

　

３　

橋
本
の
ぞ
み
「『
や
み
夜
』
―
傀
儡
の
他
者
性
―
」（『
国
文
目
白
』

第
三
七
号
、
一
九
九
八
）。

　

４　

Ｅ
・
Ｈ
・
キ
ン
モ
ン
ス
『
立
身
出
世
の
社
会
史　

サ
ム
ラ
イ
か
ら

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
へ
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
）。

　

５　

長
与
健
夫
「
医
学
教
育
制
度
の
変
革
・
漢
方
か
ら
洋
学
へ
：
浅
井

国
幹
と
長
与
専
斎
の
相
剋
を
中
心
に
し
て
」（『
日
本
医
史
学
雑
誌
』

第
４
３
巻
第
４
号
、
一
九
九
七
年
）。

　

６　

竹
内
洋
『
立
身
出
世
主
義　

近
代
日
本
の
ロ
マ
ン
と
欲
望
』（
世

界
思
想
社
、
二
〇
〇
三
）。

　

７　

紀
田
順
一
郎
『
東
京
の
下
層
社
会
』（『
紀
田
順
一
郎
著
作
集
』
第

二
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
九
七
）。

　

８　

関
礼
子
「「
暗
夜
」
の
相
互
テ
ク
ス
ト
性
再
考
」（『
国
文
学　

解

釈
と
鑑
賞
』
第
六
八
巻
九
号
、
二
〇
〇
三
）。

考
察
す
る
う
え
で
も
、
重
要
な
視
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
石
井
氏

の
言
う
、「
自
分
に
な
ん
ら
か
の
利
潤
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
「
実
践
感
覚
」

（
ブ
ル
デ
ュ
ー
）
と
い
う
見
方
か
ら
も
越
え
出
て
い
る
の
が
、
テ
ロ
の
実

行
を
も
可
能
に
す
る
ほ
ど
の
世
間
へ
の
恨
み
と
い
う
情
念
に
よ
っ
て
つ
な

が
っ
て
い
た
お
蘭
、
直
次
郎
、
佐
助
夫
婦
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
立
身
出
世
主
義
は
、
近
代
以
降
の
日
本
人
に
と
っ
て
強
迫
観
念

の
如
く
急
迫
し
、
生
き
甲
斐
で
も
あ
り
、
苦
悩
の
元
凶
で
も
あ
っ
た
。
万

人
に
平
等
に
チ
ャ
ン
ス
が
開
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実

は
そ
う
で
は
な
く
、
受
験
戦
争
、
競
争
社
会
と
い
っ
た
言
葉
が
象
徴
す
る

よ
う
に
、
立
身
出
世
主
義
は
勝
者
と
敗
者
を
明
確
に
分
け
、
勝
者
に
な
っ

て
い
く
た
め
で
あ
れ
ば
、
疎
外
や
真
実
の
隠
蔽
、
差
別
と
い
っ
た
可
視
化

さ
れ
な
い
暴
力
に
よ
っ
て
、
他
者
を
不
当
に
蹴
落
と
し
て
い
く
こ
と
を
暗

黙
の
了
解
と
す
る
不
条
理
を
生
み
出
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
孕
ん
で
い
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
日
本
社
会
が
抱
え
る
格
差
問
題
と
構
造
は

同
じ
で
あ
り
、
日
本
近
代
の
歴
史
に
は
、
格
差
の
歴
史
も
厳
然
と
し
て
存

在
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

立
身
出
世
の
道
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
人
間
が
報
わ
れ
な
い
ま
ま
、
格

差
社
会
の
中
で
恨
み
を
抱
え
た
時
、
作
者
一
葉
が
テ
ロ
を
持
っ
て
し
か
作

品
の
結
末
を
用
意
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
近
代
の
閉
塞
性
が
表

現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
、
現
代
に
も
通
底
す
る
、
格
差
社



一
六

社
現
代
新
書
、
二
〇
一
二
）。

　

21　

東
島
誠
『〈
つ
な
が
り
〉
の
精
神
史
』（
講
談
社
現
代
新
書
、

二
〇
一
二
）。

　

22　

石
井
洋
二
郎
『
差
異
と
欲
望　

ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ

オ
ン
』
を
読
む
』（
藤
原
書
店
、
一
九
九
三
）。

【
追
記
】

　
『
や
み
夜
』
の
引
用
は
、『
樋
口
一
葉
全
集
』
第
一
巻
（
筑
摩
書
房
、

一
九
七
四
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
適
宜
、
ル
ビ
は
省
略
し
、
旧
字
体
は
新

字
体
に
改
め
た
。
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
度
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会

（
於
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
）
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
論
文

化
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
後
の
質
疑
応
答
な
ど
で
、
多
く
の
貴
重
な
ご

教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

（
に
し
む
ら　

え
つ
こ
／
二
〇
〇
三
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
、

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
籍
）

　

９　

北
田
幸
恵
「
越
境
す
る
女
・
お
蘭
―
『
や
み
夜
』
論
」（『
樋
口
一

葉
を
読
み
な
お
す
』、
新
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
会
編
、
學
藝
書
林
、

一
九
九
四
）。

　

10　

峯
村
至
津
子
「〈
烈
女
幻
想
〉
の
揺
ら
ぎ
―
樋
口
一
葉
「
や
み
夜
」

再
考
―
」（『
国
語
国
文
』
八
七
三
号
、
二
〇
〇
七
）。

　

11　

黒
岩
比
佐
子
『
明
治
の
お
嬢
さ
ま
』（
角
川
選
書
、
二
〇
〇
八
）。

　

12　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
広
津
柳
浪
『
女
子
参
政
蜃
中
楼
』
―

自
由
民
権
運
動
と
女
性
」（『
近
代
文
学
研
究
』
27
号
、
二
〇
一
一
）

で
論
じ
て
い
る
。

　

13　

関
良
一
「
晩
年
の
一
葉　

下
」（「
国
語
国
文
」、
一
九
四
四
）。

　

14　

前
田
愛
「
一
葉
の
転
機
―
『
闇
夜
』
の
意
味
す
る
も
の
―
」（『
文

学
』、
一
九
七
三
・
九
）。

　

15　

注
１
に
同
じ
。

　

16　

注
９
に
同
じ
。

　

17　

阿
部
謹
也
『「
世
間
」
と
は
何
か
』（
講
談
社
現
代
新
書
、

一
九
九
五
）。

　

18　

塚
本
章
子
「
樋
口
一
葉
「
暗
夜
」
論
―
交
錯
す
る
「
闇
」
の
諸
相

―
」（「
近
代
文
学
試
論
」、
一
九
九
九
）。

　

19　

菅
聡
子
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
24　

樋
口
一
葉
集
』

　

20　

小
牟
田
哲
彦
『
鉄
道
と
国
家　
「
我
田
引
鉄
」
の
近
代
史
』(

講
談


