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6９

能
〈
葵
上
〉
「
枕
ノ
段
」
は
、
六
条
御
息
所
の
光
源
氏
へ
の
激
し
い
恋
慕
と
葵
上
へ
の
深
い
嫉
妬
を
描
き
、
前
半
の
一
番
の
見
ど
こ
ろ
で

あ
る
。
枕
ノ
段
前
ま
で
は
、
御
息
所
の
心
情
が
主
に
謡
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
が
、
枕
ノ
段
で
は
激
し
い
動
き
と
共
に
表
現
さ
れ
る
。

枕
ノ
段
の
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
章
と
型
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
が
、
本
論
で
は
特
に
、
枕
ノ
段
の
最
終
句
「
枕
に
立
て
る
破
れ
車
、

（
１
）

う
ち
乗
せ
か
く
れ
行
か
う
よ
、
う
ち
乗
せ
か
く
れ
行
か
う
よ
」
に
注
目
す
る
。
御
息
所
が
破
れ
車
を
葵
上
の
枕
元
に
寄
せ
、
そ
の
車
に
葵

上
を
乗
せ
て
あ
の
世
に
連
れ
去
ろ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。

現
行
の
舞
台
で
こ
の
場
面
は
、
た
と
え
ば
金
春
流
で
は
次
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
出
シ
小
袖
の
前
で
ヒ
ラ
キ
と
呼
ば
れ

る
動
き
を
し
、
出
シ
小
袖
を
じ
っ
と
見
た
シ
テ
は
、
「
な
お
も
思
ひ
は
増
鏡
」
の
詞
章
で
常
座
へ
行
き
、
扇
を
捨
て
、
小
廻
り
を
し
な
が

ら
壷
折
に
着
た
唐
織
の
両
袖
か
ら
両
腕
を
抜
き
、
唐
織
の
中
に
両
腕
を
控
え
た
ま
ま
、
「
そ
の
面
影
も
恥
か
し
や
」
で
う
つ
む
く
。
「
枕
に

立
て
る
破
れ
車
～
」
で
唐
織
か
ら
両
腕
を
抜
き
、
そ
の
ま
ま
頭
上
に
唐
織
を
引
き
被
く
と
、
身
を
か
が
め
た
姿
勢
で
出
シ
小
袖
の
前
へ
行

き
、
小
袖
に
覆
い
か
ぶ
き
る
よ
う
に
下
居
し
、
後
見
座
へ
中
入
り
す
る
。

枕
ノ
段
の
型
の
研
究
ｌ
扇
を
投
げ
る
．
衣
を
被
く
Ｉ

は
じ
め
に

中
司
由
起
子
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7０

ほ
か
に
近
年
よ
く
目
に
す
る
演
出
と
し
て
、
観
世
流
な
ど
の
小
書
演
出
で
は
、
「
恥
か
し
や
」
で
扇
を
左
手
に
抱
え
て
う
つ
む
き
、
「
枕

に
立
て
る
破
れ
車
～
」
で
左
手
に
持
っ
て
い
た
扇
を
出
シ
小
袖
に
向
か
っ
て
投
げ
つ
け
、
そ
の
後
に
唐
織
を
披
く
場
合
も
あ
る
。

こ
の
「
枕
に
立
て
る
破
れ
車
、
う
ち
乗
せ
か
く
れ
行
か
う
よ
、
う
ち
乗
せ
か
く
れ
行
か
う
よ
」
の
型
は
、
当
初
か
ら
以
上
の
よ
う
に
整

え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
御
息
所
の
強
い
怒
り
を
表
す
た
め
の
所
作
の
工
夫
や
、
最
も
効
果
的
な
タ
イ
ミ
ン
グ
の
指
示
が
型
付
に

記
述
さ
れ
る
点
に
注
目
し
、
三
句
と
い
う
短
い
部
分
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
に
能
の
型
が
詞
章
の
解
釈
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
能
の
演
出
が
豊
か
に
広
が
り
を
持
つ
に
至
っ
た
変
化
の
様
相
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

先
に
示
し
た
現
行
の
演
出
で
は
、
最
後
に
唐
織
を
被
く
点
は
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
段
階
に
扇
を
捨
て
る
。
投
げ
る
と
い
う
違
い

が
見
え
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
場
面
は
右
手
に
持
つ
扇
を
手
よ
り
放
し
て
両
手
を
あ
け
な
け
れ
ば
、
唐
織
を
脱
ぎ
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
引
き
上

げ
て
披
く
動
き
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
扇
を
ど
う
す
る
か
が
、
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
り
、
古
い
型
付
に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
に

（
２
）

な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
今
回
調
査
し
た
型
付
の
記
述
は
以
下
の
四
種
類
に
分
類
で
き
た
。

②
扇
を
「
捨
て
る
」
十
六

③
扇
を
「
投
げ
る
」
五
例

④
扇
に
つ
い
て
記
さ
な
い

①
扇
を
「
挿
す
」
九
例

②
扇
を
「
捨
て
る
」
十
六
例

、
｜
扇
の
扱
い

六

例
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７１枕ノ段の型の研究

と
記
す
。
「
小
枡
型
本
仕
舞
付
」
と
同
様
に
、
シ
テ
は
右
へ
の
廻
り
返
し
の
問
に
扇
を
畳
ん
で
上
着
の
小
袖
の
複
を
外
す
。
「
扇
た
、
ミ
」

ま
た
能
研
蔵
「
大
蔵
流
仕
舞
付
」
（
萌
黄
色
表
紙
）
に
は
、
。
枕
に
立
て
る
」
と
大
小
の
前
に
て
扇
ゑ
り
へ
入
、
開
ざ
ま
に
つ
ほ
お
り
を

両
手
に
て
ぬ
き
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
腰
で
は
な
く
、
縫
箔
の
襟
元
に
扇
を
挿
す
指
示
を
し
て
い
る
。

扇
を
装
束
の
ど
こ
に
挿
す
か
は
記
さ
な
い
も
の
の
、
明
ら
か
に
腰
か
襟
に
挿
す
と
考
え
ら
れ
る
記
述
も
あ
る
。
天
河
神
社
の
神
職
柿
坂

家
所
蔵
、
正
徳
六
年
の
奥
書
を
持
つ
「
仕
舞
付
」
で
は

「
夢
に
だ
に
か
え
ら
ぬ
も
の
を
我
が
ち
ぎ
り
」
以
下
の
詞
章
に
合
わ
せ
て
、
シ
テ
は
左
に
廻
り
、
右
へ
廻
り
返
す
。
廻
り
返
し
の
過
程
で

見
付
柱
へ
近
づ
い
た
時
点
か
ら
、
扇
を
腰
に
挿
す
。
そ
し
て
右
へ
小
廻
り
す
る
間
に
、
自
由
に
な
っ
た
両
手
を
上
着
の
懐
へ
入
れ
て
、
両

襟
を
取
り
外
す
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
扇
こ
し
に
さ
し
」
は
、
上
着
の
下
に
着
て
い
る
縫
箔
と
腰
巻
に
し
た
唐
織
の
間
に
扇
を
挿
す

①
は
扇
を
装
束
の
襟
や
腰
に
挿
す
と
い
う
例
で
あ
る
。
例
え
ば
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
般
若
窟
文
庫
蔵
「
小
枡
型
本
仕
舞
付
」
に
は
、

（
３
）

次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
と
で
あ
る
。

｜
、
「
夢
に
た
に
」
左
へ
廻
り
て
よ
し
。
廻
り
返
す
。
右
へ
廻
り
返
し
ざ
ま
に
見
付
の
は
し
ら
の
角
よ
り
扇
こ
し
に
さ
し
、
ま
わ
る
。

右
へ
小
廻
り
し
て
其
内
二
ふ
と
こ
ろ
へ
手
を
い
れ
、
う
わ
き
の
両
の
ゑ
り
を
両
の
手
に
て
取
て
は
つ
す
。

「
猶
も
恩
は
ま
す
鏡
」
と
右
へ
廻
、
ま
ハ
リ
返
り
、
扇
た
国
ミ
、
小
袖
の
小
つ
ま
は
つ
し
、
小
袖
持
よ
う
有
。
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7２

シ
テ
は
ツ
レ
の
前
へ
行
く
と
扇
を
左
へ
寄
せ
（
現
行
の
観
世
流
と
同
様
の
抱
扇
の
型
と
思
わ
れ
る
）
、
「
枕
に
立
て
る
」
か
ら
直
ぐ
に
扇
を

捨
て
、
シ
テ
柱
の
側
で
小
袖
を
さ
ば
く
。
こ
の
『
観
世
舞
曲
秘
書
」
を
含
め
、
捨
て
る
記
述
を
す
る
型
付
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ど
れ

も
畳
む
と
い
う
動
き
を
併
記
し
な
い
。

扇
を
捨
て
る
場
所
は
記
入
し
な
い
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
幾
つ
か
判
断
が
で
き
る
型
付
も
あ
る
。
『
観
世
舞
曲
秘
書
』
は
「
其
面

影
も
」
に
「
佑
ノ
方
へ
行
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
佑
」
は
ツ
レ
を
指
し
、
枕
ノ
段
の
時
点
で
ツ
レ
の
巫
女
は
脇
座
に
着
座
し
て
い
る
。

よ
っ
て
「
直
二
扇
捨
」
の
型
は
脇
座
の
近
く
で
演
じ
ら
れ
る
と
わ
か
る
。
こ
れ
は
舞
台
の
前
方
で
捨
て
る
例
で
あ
る
が
、
舞
台
後
方
で
捨

て
る
場
合
も
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
彦
根
城
博
物
館
蔵
「
井
伊
家
本
喜
多
流
型
付
」
で
は

と
あ
り
、
太
鼓
の
前
と
明
記
す
る
。
大
小
前
に
な
る
例
も
、
鴻
山
文
庫
蔵
嘉
永
頃
「
喜
多
流
能
楽
手
付
」
に
あ
り
、
ほ
か
に
東
北
大
学
附

と
し
か
記
さ
な
い
が
、
装
束
の
腰
か
襟
に
挿
す
た
め
に
は
扇
を
畳
む
必
要
が
あ
る
こ
と
、
扇
を
畳
ん
で
か
ら
捨
て
る
の
は
無
駄
な
動
き
に

な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
例
も
扇
を
挿
す
と
解
釈
で
き
る
。

②
は
「
扇
を
捨
て
る
」
と
記
す
も
の
で
最
も
数
が
多
く
、
例
と
し
て
能
研
蔵
『
観
世
舞
曲
秘
書
」
を
あ
げ
る
。

「
は
つ
か
し
や
」
と
扇
左
ノ
方
顔
へ
か
く
す
や
う
に
し
て
、
直
二
右
へ
太
コ
ノ
前
へ
行
、
扇
捨
、
う
ハ
着
の
袖
口
よ
り
両
手
を
入
し
、

両
ゑ
り
を
持
テ
は
さ
み
た
る
つ
ま
を
引
は
な
し
、
坪
折
持
た
る
手
を
両
手
引
あ
け
、
直
に
右
へ
廻
り
～

「
其
面
影
も
」
佑
ノ
方
へ
行
「
恥
し
や
」
扇
左
ヘ
ョ
セ
「
枕
に
立
て
る
～
」
直
二
扇
捨
、
シ
テ
柱
先
（
ソ
バ
）
ニ
テ
小
袖
サ
バ
キ

Hosei University Repository



７３枕ノ段の型の研究

と
見
え
る
。
シ
テ
は
「
枕
に
た
て
る
や
れ
車
」
で
扇
を
居
座
の
方
へ
捨
て
て
小
袖
を
被
る
が
、
居
座
は
「
秋
田
城
介
能
型
付
」
の
他
曲
の

（
４
）

用
例
を
検
討
す
る
と
、
現
在
の
後
座
に
あ
た
る
。
後
座
で
物
着
や
小
道
具
を
受
け
渡
す
記
事
は
、
〈
杜
若
〉
「
居
座
ニ
ー
ナ
長
絹
、
冠
ヲ
着
し

て
」
、
〈
山
姥
〉
「
ヰ
サ
ノ
キ
ハ
迄
キ
テ
、
杖
捨
、
扇
ヌ
キ
出
ル
」
の
例
が
あ
り
、
〈
葵
上
〉
で
も
舞
台
後
方
の
居
座
で
扇
を
捨
て
る
の
は
、

後
見
役
が
扇
を
回
収
し
や
す
い
と
い
う
利
点
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
扇
を
捨
て
る
演
じ
方
は
、
①
の
畳
ん
で
装
束
に
挿
す
よ
り
も
手
早
く
、
両
手
を
自
由
に
で
き
る
。
次
に
示
す
の
は
明
治

二
十
五
年
写
喜
多
流
の
能
研
蔵
「
替
仕
舞
井
心
得
書
」
〈
葵
上
〉
で
、
｜
扇
を
挿
す
型
の
難
し
さ
に
言
及
し
た
条
で
あ
る
。

中
入
り
に
扇
を
畳
む
の
は
難
し
い
こ
と
と
、
喜
多
古
能
は
そ
の
型
を
お
こ
な
っ
た
が
、
ほ
か
に
そ
の
型
を
す
る
人
は
お
ら
ず
、
ま
ず
畳

ん
で
い
て
は
謡
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
、
間
に
合
っ
て
も
謡
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
か
ま
け
て
姿
勢
が
崩
れ
て
は
し
ょ
う
が
な
い
、
し
な
く

て
も
よ
い
と
あ
る
。

属
図
書
館
蔵
「
秋
田
城
介
能
型
付
」
に
は
、

鴻
山
文
庫
蔵
「
喜
多
流
中
條
丹
波
守
型
付
」
で
は
、
中
入
り
ま
で
の
型
付
の
最
後
に
「
古
法
扇
畳
ミ
テ
差
事
ナ
リ
。
今
モ
達
者
成
人
ハ

中
入
一
一
扇
畳
ム
事
ハ
甚
六
ヶ
敷
也
。
古
能
公
被
遊
候
。
殊
二
致
ダ
ル
人
ナ
シ
。
先
ハ
謡
間
二
合
難
シ
。
間
二
合
テ
モ
是
ニ
カ
マ
ケ
篭

崩
レ
テ
ハ
詮
ナ
シ
。
無
用
也
。

｜
、
「
枕
に
た
て
る
や
れ
車
」
扇
ヲ
ヰ
サ
ノ
方
へ
捨
、
小
袖
カ
フ
ル
。
楽
屋
ノ
方
へ
ム
ク
。
或
ハ
正
面
へ
ム
キ
テ
モ
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7４

付
」
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

こ
こ
で
は
挿
す
と
捨
て
る
演
じ
方
の
両
方
を
記
し
、
さ
ら
に
続
け
て
金
春
安
照
の
弟
子
で
あ
っ
た
中
村
庄
兵
衛
の
や
り
方
と
し
て
扇
を
腰

に
さ
す
と
書
き
留
め
て
い
る
。
扇
を
挿
す
と
捨
て
る
型
の
ど
ち
ら
が
本
来
で
あ
っ
た
の
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
同
時
代
に
二
つ
の
や
り

方
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
で
は
扇
を
挿
す
型
を
す
る
流
儀
は
な
い
。
扇
を
挿
す
型
で
は
、
ま
ず
畳
み
、
そ
の
次
に
襟
元
や
腰
の
装
束
を
さ
ぐ
っ
て
挿

し
込
む
動
き
を
す
る
の
で
、
前
に
示
し
た
能
研
蔵
「
替
仕
舞
井
心
得
書
」
等
の
記
事
の
よ
う
に
、
謡
に
合
わ
せ
て
お
こ
な
う
に
は
、
や
は

り
コ
ツ
の
い
る
難
し
い
型
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
手
を
簡
単
に
素
早
く
自
由
に
で
き
る
、
扇
を
捨
て
る
型
が
選
択
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

サ
シ
テ
ョ
シ
。
」
と
い
う
注
記
を
添
え
る
。
こ
こ
は
、
昔
の
や
り
方
は
扇
を
畳
ん
で
挿
す
型
で
あ
っ
た
、
今
も
上
手
な
人
は
扇
を
挿
す
や

り
方
を
し
て
よ
い
と
読
め
る
。
た
だ
し
同
じ
喜
多
流
の
型
付
で
あ
っ
て
も
、
能
研
蔵
「
喜
多
流
仕
舞
付
』
で
は
扇
を
挿
す
型
を
採
用
し
て

お
り
、
扇
の
扱
い
方
は
統
一
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
『
岡
家
本
江
戸
初
期
能
型
付
」
の
記
事
か
ら
も
わ
か
る
。

そ
の
捨
て
る
型
に
意
味
を
持
た
せ
て
工
夫
し
た
の
が
、
③
「
扇
を
投
げ
捨
て
る
」
で
あ
る
。
鴻
山
文
庫
蔵
「
草
場
家
旧
蔵
下
掛
り
能

「
恥
し
や
」
に

り
左
へ
廻
り
、 に
て
、
一
局
顔
に
あ
て
国
右
へ
廻
る
。
廻
り
ざ
ま
二
扇
す
つ
る
。
又
腰
に
さ
し
も
す
る
。
～
庄
ハ
、
～
「
昔
が
た
り
」
よ

一
扇
腰
に
さ
す
。
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７５枕ノ段の型の研究

と
説
明
す
る
。
こ
れ
は
小
書
演
出
の
場
合
で
あ
る
の
で
特
殊
な
や
り
方
と
い
え
る
が
、
出
シ
小
袖
へ
投
げ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。

「
投
げ
る
」
と
い
う
動
き
は
、
御
息
所
が
葵
上
へ
怒
り
と
憎
し
み
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
手
で
上
着
を
被
く

た
め
の
準
備
所
作
で
あ
っ
た
動
き
が
、
シ
テ
の
心
情
表
現
に
至
っ
た
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
出
シ
小
袖
に
向
か
っ
て
扇
を
投
げ
る
動

き
は
、
御
息
所
が
葵
上
に
直
接
攻
撃
を
加
え
た
よ
う
な
感
覚
を
観
客
に
も
た
ら
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

投
げ
る
は
東
北
地
方
の
方
言
で
物
を
捨
て
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
③
と
し
て
分
類
し
た
型
付
の
中
に
も
捨
て
る
意
で
用
い
た
例
が

含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
扇
を
投
げ
る
と
扇
を
捨
て
る
動
き
は
ど
ち
ら
も
、
後
見
役
へ
小
道
具
を
渡
す
よ
う
な
抑
制
さ
れ

シ
テ
は
「
は
つ
か
し
や
」
で
ツ
レ
と
扇
で
体
を
隔
て
る
よ
う
に
し
（
現
行
喜
多
流
で
は
「
扇
ニ
テ
顔
オ
ホ
ヒ
」
）
、
右
へ
廻
る
間
に
扇
を
投

げ
捨
て
る
。
「
草
場
家
旧
蔵
下
掛
り
能
付
」
は
ど
こ
へ
向
か
っ
て
投
げ
る
か
は
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
鴻
山
文
庫
蔵
「
享
保
頃
上
杉
本

金
剛
流
型
付
」
・
能
研
蔵
『
天
賢
津
」
・
能
研
蔵
『
能
楽
濫
奥
集
」
六
「
観
世
情
宣
伝
形
付
之
事
」
で
は
、
後
見
座
へ
向
か
っ
て
投
げ
る
と

あ
る
。
江
戸
後
期
頃
観
世
流
の
能
研
蔵
「
秘
書
習
事
」
で
は
、
〈
葵
上
〉
の
小
書
「
空
ノ
祈
・
梓
ノ
出
」
に
つ
い
て

中
入
前
「
枕
に
立
て
る
や
れ
車
」
ト
扇
ヲ
出
シ
衣
ノ
上
へ
投
ゲ
ヤ
リ
、
坪
折
ヌ
グ
用
意
シ
シ
、
、
常
座
ニ
ユ
キ
、
一
度
見
返
り
、
出
シ

衣
ヲ
。
坪
折
ヌ
ギ
両
手
二
襟
モ
チ
カ
ヅ
ク
。
直
二
橋
掛
り
｜
ノ
松
へ
行
キ
、
唐
織
カ
ヅ
キ
、
下
居
、
ウ
ッ
ム
キ
、
夫
ヨ
リ
中
入
。

「
は
つ
か
し
や
」
と
扇
二
て
へ
た
て
右
へ
廻
内
二
扇
な
け
捨
、
「
枕
に
た
て
る
や
れ
車
」
と
坪
折
の
内
二
両
手
ヲ
入
、
小
袖
ヲ
引
立
、

「
打
の
せ
か
く
れ
」
と
出
し
小
袖
ノ
方
へ
走
出
、
小
袖
ヲ
か
ぶ
り
、
身
ヲ
し
つ
め
、
「
ゆ
か
ふ
よ
」
と
拍
子
ニ
ッ
付
、
返
し
二
小
袖
か

ふ
り
た
る
ま
二
－
て
身
ヲ
し
つ
ミ
、
後
見
ノ
座
へ
行
ク
。
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7６

「
枕
ノ
段
」
全
体
は
、
御
息
所
の
我
が
身
を
恥
じ
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
止
め
難
い
源
氏
へ
の
思
い
と
、
そ
れ
に
比
例
し
て
積
も
っ
て
い

く
葵
上
へ
の
嫉
妬
を
謡
う
。
そ
し
て
最
後
の
「
枕
に
立
て
る
破
れ
車
、
う
ち
の
せ
隠
れ
行
か
う
よ
」
に
な
っ
て
、
憎
悪
を
爆
発
さ
せ
る
。

た
動
き
と
は
い
え
な
い
。
体
勢
と
し
て
も
扇
を
捨
て
る
動
き
は
、
投
げ
る
型
へ
展
開
し
て
い
き
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。

④
の
、
扇
の
扱
い
を
記
さ
な
い
型
付
の
記
述
も
六
例
あ
る
。
唐
織
を
被
く
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
両
手
を
自
由
に
す
る
必
要
が
あ
る
は

ず
な
の
に
、
そ
れ
を
記
さ
な
い
の
は
、
単
に
書
き
落
と
し
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
は
唐
織
を
披
く
前
の
扇
の
扱
い
は
、
口
伝
と
し

て
書
き
留
め
な
か
っ
た
可
能
性
も
高
い
。

記
述
し
な
か
っ
た
そ
の
ほ
か
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
だ
型
が
固
定
し
て
お
ら
ず
、
『
岡
家
本
江
戸
初
期
能
型
付
」
の
よ
う
に
扇
を
挿

す
．
捨
て
る
を
選
択
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
を
演
じ
て
も
よ
い
と
し
て
、
あ
え
て
記
さ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
回
の
調
査
で
は
型
付
の
流
儀
や
年
代
に
偏
り
も
あ
る
も
の
の
、
④
に
該
当
す
る
型
付
に
下
問
少
進
の
型
付
を
は
じ
め
比
較
的
古
い
も
の

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
古
い
時
代
に
は
、
扇
を
挿
す
．
捨
て
る
型
の
両
様
が
共
存
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

扇
を
捨
て
る
と
記
す
型
付
が
多
い
点
と
、
投
げ
る
型
が
現
行
の
小
書
の
型
に
残
っ
て
い
る
点
か
ら
、
投
げ
る
型
は
、
捨
て
る
型
か
ら
発

展
し
た
演
じ
方
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
も
と
も
と
は
単
に
衣
を
被
く
動
き
を
ス
ム
ー
ズ
に
お
こ
な
う
た
め
の
準
備
動
作
で
あ
っ
た
の
が
、

御
息
所
の
葵
上
の
強
い
恨
み
の
気
持
ち
を
表
現
す
る
意
味
を
持
っ
た
型
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

枕
ノ
段
に
入
る
前
、
シ
テ
の
「
い
や
い
か
に
言
ふ
と
も
い
ま
は
打
た
で
は
か
な
ふ
ま
じ
と
て
、
枕
に
立
ち
寄
り
ち
ょ
う
ど
打
て
ば
」
と

い
う
詞
章
が
あ
り
、
御
息
所
が
葵
上
を
直
接
に
痛
め
つ
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
高
い
位
置
か
ら
扇
を
葵
上
に
向

か
っ
て
投
げ
つ
け
る
演
出
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
御
息
所
の
激
情
を
表
現
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、
唐
織
を
被
く
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７７枕ノ段の型の研究

シ
テ
は
正
先
の
出
シ
小
袖
の
側
へ
近
寄
り
、
下
居
し
て
唐
織
を
被
く
。
興
味
深
い
の
は
「
ツ
レ
テ
行
テ
イ
ヲ
シ
テ
」
で
、
記
事
の
書
か
れ

た
天
正
二
十
年
に
は
、
被
く
所
作
が
葵
上
を
車
に
乗
せ
て
あ
の
世
へ
連
れ
て
行
く
、
つ
ま
り
命
を
奪
う
所
作
で
あ
る
と
明
確
に
認
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
調
査
し
た
型
付
の
す
べ
て
が
『
元
亀
慶
長
能
見
聞
」
と
同
じ
衣
を
被
く
型
を
記
載
し
、
そ
れ
は
現
行
に
も
受

け
継
が
れ
て
お
り
、
他
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
な
い
型
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
歴
史
的
に
変
化
の
な
い
演
出
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
動
き
を
お
こ
な
う
タ
イ
ミ
ン
グ
に
注
目
す
る
と
、
型
の
持
つ
意
味
に
違
い
が
見
え
る
場
合
も
あ
る
。
今
回
調
査
し
た
型
付
の
記
述
は

こ
の
詞
章
に
は
殺
す
と
い
う
直
接
的
、
写
実
的
な
言
葉
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
「
破
れ
車
」
は
車
争
い
で
壊
さ
れ
た
御
息
所
の
車
で
あ

り
、
彼
女
の
葵
上
へ
の
恨
み
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
地
獄
で
罪
人
を
乗
せ
て
運
ぶ
車
、
火
車
を
も
連
想
さ
せ
る
と
い
う
指
摘

（
５
）

が
あ
る
。
車
に
う
ち
乗
せ
る
こ
と
が
命
を
奪
う
こ
と
に
あ
た
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
型
で
表
せ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
最
後
の
句
に
、
「
殺
す
」
「
打
ち
据
え
る
」
や
「
首
に
手
を
か
け
て
」
、

修
羅
能
に
よ
く
見
え
る
よ
う
な
「
太
刀
を
振
り
上
げ
て
」
な
ど
の
直
接
的
な
動
作
を
示
す
言
葉
が
入
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
動
き
を

シ
テ
が
見
せ
る
こ
と
で
す
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
「
殺
す
」
動
作
を
表
面
上
は
表
さ
な
い
詞
章
に
お
い
て
、
生
身
の
人
間
で
は
な
い
シ
テ

が
、
葵
上
の
命
を
奪
う
こ
と
を
示
す
型
の
工
夫
を
次
に
見
て
い
き
た
い
。

（
６
）

「
一
兀
亀
慶
長
能
見
聞
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

「
ウ
チ
ノ
セ
カ
ク
レ
ユ
カ
ウ
ョ
、
ノ
Ｉ
～
」
、
小
袖
ノ
ソ
バ
ヘ
行
、
ツ
ク
バ
イ
、
ウ
ワ
ギ
ヲ
カ
ヅ
キ
、
ツ
レ
テ
行
テ
イ
ヲ
シ
テ
、
ヰ
ザ
ノ

ウ
シ
ロ
ヘ
行
。
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7８

「
う
ち
の
せ
」
の
一
つ
前
の
詞
章
で
出
シ
小
袖
に
近
づ
い
て
お
き
、
「
う
ち
の
せ
隠
れ
ゆ
か
う
よ
」
で
小
袖
を
被
く
。
つ
ま
り
、
す
で
に

前
の
詞
章
で
小
袖
を
被
く
場
所
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
の
で
、
次
の
詞
章
の
冒
頭
で
衣
を
被
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

②
は
、
さ
ら
に
少
し
後
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
衣
を
披
く
や
り
方
で
、
般
若
窟
文
庫
蔵
青
表
紙
枡
形
小
本
「
仕
舞
付
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。 「
枕
に
た
て
る
や
れ
車
」
と
小
袖
の
き
わ
へ
行
、
「
う
ち
の
せ
か
く
れ
ゆ
か
ふ
よ
」
と
小
袖
か
つ
き
、
つ
く
ハ
ひ
さ
ま
に
か
つ
き
其
ま
出

立
。 ③②①

（
７
）

次
の
よ
う
に
分
類
で
当
こ
る
。

①
と
②
は
厳
密
に
区
別
で
き
な
い
が
、
た
と
え
ば
柿
坂
家
蔵
「
仕
舞
付
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
う
ち
の
せ
」
に
合
わ
せ
て
衣
を
被
く
三
例

「
隠
れ
ゆ
こ
う
よ
」
に
合
わ
せ
て
衣
を
被
く
四
例

「
う
ち
の
せ
」
か
ら
続
く
詞
章
の
間
に
出
シ
小
袖
に
行
き
、
衣
を
被
く
十
三
例

￣ ￣

、、

「
か
く
れ
ゆ
か
う
よ
」
つ
く
は
ひ
上
き
か
つ
き
、
返
し
に
た
ち
、
静
に
う
つ
ふ
き
、
太
鼓
打
ノ
前
へ
行
、
目
を
き
る
也
。
口
で

「
打
の
せ
」
つ
る
つ
る
小
袖
き
わ
へ
行
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７９枕ノ段の型の研究

用
例
は
少
な
い
が
、
衣
を
被
く
タ
イ
ミ
ン
グ
は
①
「
う
ち
乗
せ
」
と
②
「
か
く
れ
」
の
二
種
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
多
く
の

型
付
は
左
に
あ
げ
る
『
童
舞
抄
』
の
よ
う
に
、
③
に
分
類
で
き
る
。
③
は
、
「
う
ち
の
せ
隠
れ
ゆ
こ
う
よ
」
、
ま
た
は
返
し
を
含
む
二
句
の

間
に
、
出
シ
小
袖
の
あ
る
正
先
へ
出
て
衣
を
被
き
、
後
座
へ
行
く
と
い
う
演
じ
方
で
あ
る
。

こ
の
③
の
型
付
に
は
、
詞
章
の
側
に
型
を
記
す
形
式
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
で
は
非
常
に
短
い
文
章
に
複
雑
な
動
き
の
型

が
付
い
て
い
る
の
で
、
細
か
な
タ
イ
ミ
ン
グ
は
書
き
留
め
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。

「
う
ち
乗
せ
」
で
つ
る
つ
る
と
小
袖
の
そ
ば
へ
行
き
、
次
の
「
か
く
れ
行
か
う
よ
」
で
、
小
袖
の
そ
ば
に
座
り
、
上
着
を
披
く
と
解
釈
で

き
る
。
左
に
示
す
彦
根
城
博
物
館
蔵
「
井
伊
家
本
喜
多
流
形
付
」
で
も
「
う
ち
の
せ
」
で
正
先
に
出
て
、
「
か
く
れ
」
で
上
着
を
披
く
と

記
し
、
①
よ
り
も
細
か
く
詞
章
を
分
け
て
、
動
き
を
指
示
す
る
。

「
や
れ
車
」
と
正
面
向
キ
、
「
う
ち
の
せ
」
と
正
面
小
袖
の
ゑ
り
の
所
迄
出
、
「
か
く
れ
」
と
坪
折
を
か
ふ
り
さ
ま
に
こ
し
か
、
め
う

つ
ふ
き
、
「
ゆ
か
ふ
よ
」
と
拍
子
ニ
ッ
付
、
返
に
右
へ
太
コ
ノ
前
へ
行
、
下
二
居
。

ん
有
。

『
童
舞
抄
」
「
う
ち
の
せ
か
く
れ
ゆ
か
ふ
よ
」
と
云
時
、
又
、
小
袖
の
所
へ
足
は
や
く
ゆ
き
、
つ
ぼ
お
り
た
る
小
袖
を
引
か
づ
く
。

（
差
に
足
踏
あ
り
）
。
返
し
の
時
、
居
座
へ
入
。
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8０

一
方
、
②
「
か
く
れ
行
か
う
よ
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
衣
を
被
く
の
は
、
御
息
所
が
姿
を
消
し
た
状
態
を
表
し
、
姿
を
見
え
な
く
す
る
こ

と
に
焦
点
を
あ
て
た
タ
イ
ミ
ン
グ
の
合
わ
せ
方
で
あ
る
。

衣
を
披
く
の
は
姿
を
人
目
に
つ
か
ぬ
よ
う
に
隠
す
た
め
で
あ
り
、
江
戸
時
代
以
前
に
は
日
常
的
な
し
ぐ
さ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

能
で
は
〈
夜
討
曽
我
〉
の
後
半
で
御
所
五
郎
九
が
曽
我
五
郎
の
目
を
欺
く
た
め
や
、
〈
橋
弁
慶
〉
の
牛
若
丸
が
五
条
橋
の
上
に
現
れ
る
と
き

に
も
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
衣
を
被
く
主
体
を
考
え
る
と
、
人
間
で
は
な
く
鬼
が
衣
を
被
く
事
例
が
多
い
こ
と
が
、
能
で
の
使
用
例
の
特
色

で
あ
る
。
『
妙
佐
本
仕
舞
付
」
は
、
鬼
が
ケ
ガ
リ
ハ
を
履
く
な
ど
の
古
演
出
を
記
す
が
、
現
在
で
は
衣
を
被
く
演
出
を
し
な
い
作
品
に
も

そ
の
指
示
が
記
述
さ
れ
る
。

同
じ
所
作
を
す
る
の
で
あ
っ
て
も
「
う
ち
乗
せ
」
と
「
か
く
れ
行
か
う
よ
」
の
ど
ち
ら
の
言
葉
に
注
目
し
て
、
動
き
と
言
葉
を
一
体
化

さ
せ
る
か
で
、
そ
の
所
作
の
意
味
は
異
な
っ
て
く
る
。

①
「
う
ち
乗
せ
」
に
合
わ
せ
て
衣
を
被
く
型
は
、
御
息
所
が
唐
織
を
披
く
と
き
に
葵
上
の
上
に
お
お
い
か
ぶ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
車

に
葵
上
を
乗
せ
る
、
命
を
と
る
意
味
を
強
調
し
て
い
る
。
『
元
亀
慶
長
能
見
聞
」
の
「
ウ
ワ
ギ
ヲ
カ
ヅ
キ
、
ツ
レ
テ
行
テ
イ
ヲ
シ
テ
」
は
、

詞
章
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
示
さ
な
い
が
、
葵
上
を
あ
の
世
に
連
れ
て
行
く
様
子
と
い
う
点
で
、
こ
ち
ら
に
分
類
で
き
よ
う
。
床
の
上
の
小
袖

と
シ
テ
の
唐
織
が
触
れ
る
ほ
ど
に
近
づ
い
た
時
に
、
葵
上
の
魂
の
移
動
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
①
に
つ
い
て

は
後
ほ
ど
述
べ
る
。

力。
○

し
か
し
な
が
ら
、
あ
え
て
細
か
く
タ
イ
ミ
ン
グ
を
指
示
す
る
型
付
が
現
存
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
意
味
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

〈
恋
重
荷
〉
上
二
小
袖
ヲ
カ
ヅ
キ
テ
出
ル
。
一
セ
イ
ノ
内
「
一
念
無
量
ノ
鬼
」
ト
云
時
分
二
、
上
ナ
ル
小
袖
ヲ
ノ
ヶ
、
ウ
チ
ヅ
エ
ヲ
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８１枕ノ段の型の研究

三
例
共
に
怨
霊
が
小
袖
を
被
い
て
舞
台
に
登
場
し
、
姿
を
現
し
た
と
い
う
詞
章
に
合
わ
せ
て
小
袖
を
取
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
れ
は
鬼

（
８
）

の
登
場
の
仕
方
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
い
違
え
、
現
在
で
も
〈
通
小
町
〉
の
後
シ
テ
深
草
少
将
の
霊
は
熨
斗
目
を
被
い
て
登
場
し
、

〈
紅
葉
狩
〉
「
鬼
揃
」
で
は
後
ツ
レ
鬼
女
が
衣
を
被
い
た
姿
で
橋
掛
り
に
ず
ら
り
と
居
並
ぶ
演
出
が
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
登
場
人
物
を

「
現
れ
た
」
と
い
う
詞
章
の
瞬
間
ま
で
見
せ
な
い
こ
と
で
、
観
客
の
期
待
を
高
ぶ
ら
せ
る
効
果
が
生
ま
れ
る
。
能
の
作
品
が
繰
り
返
し
上

演
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
は
、
非
常
な
驚
き
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

衣
を
被
い
て
い
る
状
態
と
い
う
の
は
顔
や
頭
部
こ
そ
衣
に
覆
わ
れ
て
い
て
、
観
客
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
下
半
身
や
そ

の
全
体
像
は
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
鬼
が
衣
を
被
い
て
い
る
場
合
は
、
特
別
な
約
束
事
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
は
上
半
身
が
隠
れ
、
下
半
身
は
見
え
て
い
た
と
し
て
も
、
鬼
が
衣
を
被
い
て
い
れ
ば
、
人
間
が
衣
を
披
く
の
と
は
異
な
り
、
観
客

の
目
に
は
映
ら
な
い
も
の
と
し
て
舞
台
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

枕
ノ
段
に
お
い
て
、
「
か
く
れ
行
か
う
よ
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
衣
を
披
く
演
技
に
は
一
瞬
で
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

は
っ
き
り
と
示
す
効
果
が
あ
る
。
能
で
は
衣
を
被
く
の
は
登
場
場
面
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
隠
さ
れ
て
い
た
状
態
が
顕
わ
に
な
る
瞬
間
を

際
立
た
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
②
に
合
わ
せ
て
お
こ
な
う
型
は
、
見
え
な
く
な
る
Ⅱ
消
え
る
こ
と
、
そ
の
も
の
を
表
現

す
る
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
衣
を
被
い
て
い
る
者
の
姿
は
目
に
見
え
な
い
と
い
う
前
提
を
ふ
ま
え
て
、
枕
ノ
段
の
衣
を
披
く
型
は
、
本
来

（
９
）

は
②
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〈
舟
橋
〉

〈
呂
后
〉

一
一
一
人
ナ
ガ
ラ
小
袖
カ
ヅ
キ
テ
出
ル
。
一
番
セ
キ
フ
ジ
ン
、
一
一
カ
ン
シ
ン
、
一
一
一
ハ
ウ
エ
ッ
。

ヌ
キ

、
ン
一
ア
、
小
袖
ヲ
カ
ヅ
キ
テ
出
ル
。
「
コ
レ
ノ
く
ｌ
ミ
玉
へ
ア
サ
マ
シ
ヤ
」
ニ
テ
小
袖
ヲ
ト
ル
。
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8２

世
阿
弥
は
現
在
の
イ
ノ
リ
に
あ
た
る
よ
う
な
場
面
で
の
、
犬
王
の
「
か
へ
り
み
づ
か
ひ
」
と
「
小
袖
扱
い
」
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
述

べ
る
が
、
「
小
袖
扱
い
」
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
動
き
に
あ
た
る
の
か
、
こ
の
資
料
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
枕
ノ
段
部
分

の
記
述
が
な
い
の
で
、
犬
王
が
衣
を
被
い
た
の
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。

古
演
出
で
は
ツ
レ
の
青
女
房
の
登
場
の
他
に
、
車
の
作
り
物
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
「
枕
に
立
て
る
破
れ
車
、

う
ち
乗
せ
か
く
れ
行
か
う
よ
、
う
ち
乗
せ
か
く
れ
行
か
う
よ
」
の
詞
章
に
お
い
て
は
、
車
と
い
う
目
に
見
え
る
物
の
存
在
が
、
観
客
に
御

息
所
が
葵
上
の
魂
を
車
に
乗
せ
た
Ⅱ
奪
っ
た
と
い
う
意
識
を
よ
り
明
確
に
伝
え
た
は
ず
で
あ
る
。

『
申
楽
談
儀
」
以
外
に
車
の
作
り
物
を
記
述
す
る
資
料
が
な
い
と
い
う
事
実
は
、
早
い
時
期
に
車
の
作
り
物
が
省
略
さ
れ
た
こ
と
を
示

す
と
思
わ
れ
、
①
「
う
ち
乗
せ
」
の
型
は
、
車
の
存
在
が
な
く
と
も
、
車
に
乗
せ
た
こ
と
を
強
烈
に
印
象
付
け
る
た
め
に
、
考
案
さ
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
詞
章
に
ぴ
た
り
と
合
わ
せ
て
衣
を
被
き
、
し
か
も
同
時
に
出
シ
小
袖
に
覆
い
か
ぶ
き
り
、
そ
の
ま
ま
腰
を
か
が
め
た

①
の
衣
を
被
く
タ
イ
ミ
ン
グ
を
「
う
ち
乗
せ
」
に
合
わ
せ
る
型
は
、
葵
上
の
命
を
奪
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
前
述
し
た
。

そ
の
理
由
を
「
申
楽
談
儀
」
に
見
え
る
〈
葵
上
〉
の
古
演
出
に
触
れ
て
説
明
す
る
。

え
も
言
は
い
風
体
也
。

葵
の
上
の
能
に
、
車
に
乗
り
、
柳
裏
の
衣
踏
み
含
み
、
車
副
の
女
に
岩
松
、
車
の
鱸
に
す
が
り
、
橋
が
か
り
に
て
、
「
三
の
車
に
法

の
道
、
火
宅
の
門
を
や
出
で
ぬ
ら
ん
、
夕
顔
の
宿
の
破
れ
車
、
遣
る
方
な
」
と
一
声
て
遣
り
か
け
て
、
た
ぶ
ノ
ー
と
言
ひ
流
し
、

「
憂
世
は
牛
の
小
車
の
、
ノ
ー
、
廻
る
や
」
な
ど
や
う
の
次
第
、
「
を
ぐ
る
ま
の
」
、
「
ま
の
」
を
張
り
に
て
い
ふ
て
、
言
ひ
納
め
に
、

と
た
と
拍
子
踏
み
し
也
。
後
の
霊
な
ど
に
も
、
山
伏
に
祈
ら
れ
て
、
山
伏
は
と
よ
、
そ
れ
〔
を
〕
ば
か
へ
り
み
づ
か
ひ
、
小
袖
扱
い
、
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８３枕ノ段の型の研究

能
の
型
は
時
代
と
と
も
に
抽
象
化
、
様
式
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
型
が
そ
の
流
れ
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は

な
い
。
本
論
で
指
摘
し
た
扇
扱
い
と
衣
を
被
く
こ
と
は
、
現
在
舞
台
で
何
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、
わ
か
り
や
す
い
具
体
的
な
型
と
し

て
定
着
し
て
い
る
。
出
シ
小
袖
に
向
か
っ
て
扇
を
投
げ
つ
け
る
と
い
う
型
は
、
次
の
型
を
ス
ム
ー
ズ
に
お
こ
な
う
た
め
の
単
な
る
つ
な
ぎ

の
動
き
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
こ
に
御
息
所
の
憤
怒
の
感
情
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
観
客
に
伝
え
た
い
と
い
う
能
役
者
の
意
図
が
加
わ
り
作
り

出
さ
れ
た
。
衣
を
被
く
型
は
タ
イ
ミ
ン
グ
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
姿
を
一
瞬
の
う
ち
に
消
す
意
味
と
、
葵
上
の
命
を
奪
う
と
い
う
意

味
と
の
ど
ち
ら
に
重
き
を
置
く
か
、
選
択
が
可
能
な
型
と
な
っ
た
。
詞
章
の
解
釈
を
深
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
能
の
型
が
新
た
に
工
夫
さ
れ
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
現
行
の
演
出
の
よ
う
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
に
至
っ
た
過
程
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
工
夫
を
お
こ
な
っ
て
き
た
の
は
代
々
の
能
役
者
で
あ
る
。
詞
章
を
解
釈
し
、
そ
の
解
釈
が
観
客
に
よ
り
伝
わ
り
や
す
く
な

る
よ
う
な
型
を
考
え
、
そ
れ
ら
を
型
付
に
書
き
と
め
た
。
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
演
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
新
た

な
工
夫
を
付
け
加
え
て
い
く
作
業
も
伝
承
の
一
面
で
あ
る
。
型
付
の
記
述
の
研
究
は
そ
の
よ
う
な
伝
承
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

も
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
ま
、
何
か
を
衣
の
内
に
取
り
込
む
よ
う
に
す
る
。
衣
を
被
い
た
姿
が
目
に
見
え
な
い
も
の
を
表
す
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
能

の
約
束
事
と
し
て
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
車
の
作
り
物
の
存
在
が
な
く
と
も
、
命
を
奪
お
う
、
奪
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る

た
め
に
、
本
来
の
②
の
「
か
く
れ
行
か
う
よ
」
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
衣
を
被
く
型
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
ず
ら
す
と
い
う
手
法
が
生
み
出
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に
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8４

注（
１
）
〈
葵
上
〉
の
詞
章
は
「
謡
曲
集
」
上
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
）
、
「
申
楽
談
儀
』
は
「
世
阿
弥
・
禅
竹
』
（
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書

本
稿
は
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
「
能
楽
の
国
際
・
学
際
的
研
究
拠
点
」
の
能
楽
の
演
出
・
演
技
に
関
す
る
研
究
の
一
つ
で
あ
り
、
平
成
二
十
五
年

十
月
に
少
の
の
。
Ｑ
呂
自
言
］
呂
目
の
⑩
の
口
三
胃
］
の
三
日
①
の
の
大
会
に
お
い
て
、
「
能
に
お
け
る
所
作
と
テ
キ
ス
ト
の
関
係
ｌ
能
〈
葵
上
〉
を
例
と
し

て
ｌ
」
と
題
し
た
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。

（
２
）
分
類
の
内
訳
は
次
の
通
り
（
法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
は
鴻
山
文
庫
蔵
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
は
能
研
蔵
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
般
若

窟
文
庫
蔵
は
般
若
窟
文
庫
蔵
と
す
る
）
。

①
扇
を
「
挿
す
」
九
例
（
般
若
窟
文
庫
蔵
「
小
枡
型
本
仕
舞
付
」
萌
黄
色
表
紙
・
能
研
蔵
「
大
蔵
流
仕
舞
付
」
浅
葱
色
表
紙
・
能
研
蔵
「
大
蔵

流
仕
舞
付
」
・
柿
坂
家
蔵
「
仕
舞
付
」
・
能
研
蔵
『
喜
多
流
仕
舞
付
」
・
能
研
蔵
「
替
仕
舞
井
心
得
書
」
・
能
研
蔵
「
能
楽
大
全
』
・
観
世
文
庫
蔵

「
お
ほ
え
か
き
」
・
和
泉
書
院
「
岡
家
本
江
戸
初
期
能
型
付
ご

②
扇
を
「
捨
て
る
」
十
六
例
（
能
研
蔵
『
能
楽
濫
奥
集
」
所
収
「
四
番
目
五
番
目
能
之
部
形
付
之
事
」
・
能
研
蔵
「
能
附
」
・
能
研
蔵
「
観
世
舞

曲
秘
書
」
・
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
「
秋
田
城
介
能
型
付
」
・
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
「
塩
小
路
光
貫
仕
舞
附
宇
鴻
山

文
庫
蔵
浅
井
家
旧
蔵
「
大
本
観
世
流
型
付
」
・
鴻
山
文
庫
蔵
江
戸
後
期
筆
「
能
仕
舞
付
雪
・
月
』
・
能
研
蔵
「
喜
多
流
能
附
」
・
鴻
山
文
庫
蔵

「
中
條
丹
波
守
型
付
」
・
鴻
山
文
庫
蔵
嘉
永
頃
「
喜
多
流
能
楽
手
付
」
・
鴻
山
文
庫
蔵
近
藤
豊
作
所
持
浅
井
本
転
写
「
観
世
流
型
付
」
・
鴻
山
文
庫

蔵
「
大
野
本
宝
生
流
型
付
」
・
能
研
蔵
「
能
弁
惑
大
全
』
・
彦
根
城
博
物
館
蔵
「
井
伊
家
本
喜
多
流
型
付
」
・
能
研
蔵
「
能
附
」
・
和
泉
書
院
「
岡

家
本
江
戸
初
期
能
型
付
ご

③
扇
を
「
投
げ
る
」
五

津
』
・
能
研
蔵
「
秘
書
壷

店
）
に
よ
る
。

五
例
（
鴻
山
文
庫
蔵
「
草
場
家
旧
蔵
下
掛
り
能
付
」
・
鴻
山
文
庫
蔵
「
享
保
頃
上
杉
本
金
剛
流
型
付
」
・
能
研
蔵

習
事
」
・
能
研
蔵
『
能
楽
菌
奥
集
』
所
収
「
観
世
情
宣
伝
形
付
之
事
」
）

「
天
賢
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８５枕ノ段の型の研究

②
「
か
く
れ
行
か
う
よ
」
に
合
わ
せ
て
衣
を
被
く
囚
例
彦
根
城
博
物
館
蔵
「
井
伊
本
喜
多
流
形
付
」
、
鴻
山
文
庫
蔵
「
近
藤
本
観
世
流
型

付
」
、
『
能
楽
葱
奥
集
」
「
観
世
情
宣
伝
形
付
之
事
」
、
般
若
窟
文
庫
蔵
青
表
紙
枡
形
小
本

③
「
う
ち
乗
せ
」
か
ら
続
く
詞
章
の
間
に
出
シ
小
袖
に
行
き
、
衣
を
披
く
十
二
例
能
研
蔵
「
喜
多
流
仕
舞
付
」
、
「
元
亀
慶
長
能
見
聞
」
、

鴻
山
文
庫
蔵
「
能
仕
舞
付
月
雪
」
、
能
研
蔵
「
喜
多
流
能
附
」
、
鴻
山
文
庫
蔵
「
喜
多
流
中
條
丹
波
守
型
付
」
、
「
能
楽
濫
奥
集
］
『
笈
蓮
江
問
日

記
」
、
鴻
山
文
庫
蔵
「
能
仕
舞
手
引
」
、
「
童
舞
抄
」
、
鴻
山
文
庫
蔵
「
草
場
家
旧
蔵
下
掛
り
能
付
」
、
観
世
文
庫
蔵
「
お
ほ
え
か
き
」
、
鴻
山
文
庫

蔵
「
嘉
永
頃
喜
多
流
能
楽
手
付
」
、
「
中
村
正
辰
仕
舞
付
」

（
８
）
「
観
世
流
古
型
付
集
』
妙
佐
本
仕
舞
付
解
説
（
能
楽
資
料
集
成
、
わ
ん
や
書
店
）
に
は
、
〈
恋
重
荷
・
船
橋
・
呂
后
〉
で
衣
を
被
い
て
登
場
す
る

演
出
に
つ
い
て
「
現
在
で
も
〈
通
小
町
〉
の
四
位
少
将
（
霊
）
な
ど
に
類
似
の
印
象
的
な
型
が
あ
り
、
鬼
の
登
場
の
仕
方
の
一
類
型
で
あ
っ
た
ら
し

④
扇
に
つ
い
て
記
さ
な
い
六
例
（
「
童
舞
抄
」
・
「
少
進
能
伝
書
」
・
「
笈
蓮
江
問
日
記
」
・
『
中
村
正
辰
仕
舞
付
』
・
鴻
山
文
庫
蔵
文
政
年
間
野
村
理

兵
衛
伝
授
「
喜
多
流
仕
舞
」
・
鴻
山
文
庫
蔵
「
能
仕
舞
手
引
」
）

（
３
）
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
型
付
は
私
に
句
読
点
等
を
付
し
た
。
詞
章
の
傍
に
型
を
付
す
形
式
の
型
付
も
、
詞
章
の
下
に
型
を
翻
刻
し
た
。

（
４
）
小
田
幸
子
「
能
の
舞
台
装
置
ｌ
作
り
物
の
歴
史
的
考
察
（
下
）
」
ｓ
能
楽
研
究
」
十
三
号
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
）

（
５
）
落
合
博
志
「
「
源
氏
物
語
』
と
能
ｌ
〈
葵
上
〉
を
中
心
に
」
（
一
解
釈
と
鑑
賞
』
五
九
‐
二
、
平
成
六
年
十
一
月
）
・
西
村
聡
「
「
葵
上
』
に
お

け
る
死
霊
の
イ
メ
ー
ジ
ー
火
車
に
乗
っ
た
六
条
御
息
所
ｌ
」
「
能
の
主
題
と
役
造
型
」
三
弥
井
書
店
）

（
６
）
「
元
亀
慶
長
能
見
聞
」
天
正
一
一
十
年
（
文
禄
元
年
）
（
一
五
九
二
）
七
月
五
日
聚
楽
第
豊
臣
秀
次
邸
で
の
も
の
。
〈
葵
上
〉
の
シ
テ
は
下
問
少
進
。

（
「
細
川
五
部
伝
書
」
能
楽
資
料
集
成
、
わ
ん
や
書
店
）

（
７
）
分
類
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る

①
「
う
ち
乗
せ
」
に
合
わ
せ
て
衣
を
被
く
四
例
柿
坂
家
蔵
「
仕
舞
付
」
、
能
研
蔵
「
大
蔵
家
仕
舞
付
」
浅
黄
色
表
紙
、
能
研
蔵
「
大
蔵
家

仕
舞
付
」
萌
黄
色
表
紙

演
出
に
つ
い
て
石

い
」
と
指
摘
す
る
。
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8６

（
９
）
伊
藤
正
義
（
「
謡
曲
集
』
中
〈
道
成
寺
〉
頭
注
・
各
曲
解
題
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
）
）
、
堂
本
正
樹
（
。
鐘
巻
」
と
「
道
成
寺
」
ｌ
龍
と

蛇
・
被
き
の
女
ふ
た
り
Ｉ
」
（
『
別
冊
太
陽
道
成
寺
』
平
凡
社
）
）
は
、
〈
鐘
巻
〉
に
、
鐘
の
作
り
物
に
入
る
代
わ
り
に
、
衣
を
被
い
て
鐘
に
入
っ

た
こ
と
を
示
す
演
出
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
の
説
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
鐘
入
り
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
衣
を
被
く
型
は
、
枕
ノ
段
の
②

「
か
く
れ
行
か
う
よ
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
衣
を
被
く
型
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
〈
鐘
巻
〉
で
は
鐘
の
作
り
物
が
な

く
、
代
わ
り
に
衣
を
披
い
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

伊
藤
氏
・
堂
本
氏
説
の
根
拠
に
な
る
の
が
、
『
童
舞
抄
』
〈
道
成
寺
〉
の
記
事
で
あ
る
。

こ
れ
は
鐘
の
中
に
収
め
て
お
く
べ
き
道
具
を
説
明
し
た
一
か
条
で
あ
り
、
後
場
の
出
立
に
必
要
な
装
束
類
を
赤
頭
以
下
列
記
し
、
補
足
と
し

て
小
袖
と
赤
頭
の
説
明
を
す
る
。
Ａ
の
大
小
袖
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
鐘
に
仕
込
ま
れ
て
い
た
小
袖
で
、
後
場
の
鐘
が
上
が
っ
た
時
に
蛇
体
を
暫

し
隠
す
た
め
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
鐘
の
よ
う
な
、
作
品
内
容
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
作
り
物
が
舞
台
に
出
な
い
場
合
は
、
作
り
物
、

鐘
が
な
か
っ
た
と
は
っ
き
り
書
き
留
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
童
舞
抄
』
の
こ
の
記
事
の
み
を
も
っ
て
、
〈
鐘
巻
〉
で
は
鐘
の
代
わ
り
に
、

衣
を
引
き
披
い
た
と
は
断
言
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

『
鐘
の
中
の
道
具
の
事
。
赤
頭
、
般
若
面
、
打
杖
、
鏡
、
鏡
鉢
。
（
Ａ
）
昔
は
大
小
袖
を
引
か
づ
き
た
る
事
あ
り
。
近
年
は
無
し
之
。
又
、

赤
が
し
ら
を
き
ず
し
て
、
覆
髭
に
て
大
蔵
道
入
い
た
し
候
。
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