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子

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
日
本
の
能
と
の
類
似
は
、
い
っ
た
ん
気
に
な
り
始
め
る
と

一
時
は
そ
の
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
程
の
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し

考
え
て
み
れ
ば
何
と
も
不
思
議
な
現
象
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
と
日
本
で
は
物
理

的
な
距
離
が
は
な
は
だ
し
い
。
精
神
的
文
化
的
隔
た
り
は
尚
の
こ
と
だ
。
フ
ラ

ン
ス
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、
日
本
と
け
っ
こ
う
似
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と

思
う
こ
と
も
無
い
で
は
な
い
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
な
る
と
、
そ
の
気
遠
さ
は

け

ど

お

ち
ょ
っ
と
言
い
が
た
い
。

地
理
的
な
距
離
ば
か
り
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

発
生
し
全
盛
を
誇
っ
た
、
つ
ま
り
生
き
た
時
代
が
桁
は
ず
れ
に
違
っ
て
い
る
。

紀
元
前
五
世
紀
と
十
六
世
紀
で
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
見
て
昔
と
今
で
は
な
い
か
。

文
化
の
歴
史
と
い
う
物
差
し
を
頭
の
中
に
置
け
ば
、
殆
ど
右
端
と
左
端
の
よ
う

に
、
私
な
ど
に
は
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
懸
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
た
も
の
が
、
奇
妙
な
一
致
点
を
、

そ
れ
も
ひ
と
つ
な
ら
ず
幾
つ
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
単
な
る
偶
然
か
、

あ
る
い
は
裏
に
何
か
し
ら
必
然
を
秘
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
分
か
ら
な
い
話

で
あ
る
。
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し
か
も
更
に
不
思
議
に
思
わ
れ
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
も
能
楽
も
、
そ
れ

が
時
代
の
要
請
に
応
え
て
火
花
を
散
ら
す
よ
う
に
激
し
く
生
き
た
の
は
と
て
も

短
い
期
間

─
─

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
場
合
で
た
か
だ
か
百
年
、
能
楽
の
場
合
は

世
阿
弥
と
い
う
天
才
の
一
生

─
─

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も

ま
る
で
化
石
の
よ
う
に
形
骸
ば
か
り
は
生
き
永
ら
え
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
そ

の
生
命
を
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
形
式
な
り
本
質

な
り
の
中
に
、
ぶ
っ
叩
い
て
も
壊
れ
な
い
硬
質
な
何
か
が
あ
る
せ
い
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
そ
の
二
つ
を
引
き
較
べ
て
見
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
駄
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
。

誰
で
も
知
っ
て
い
る
一
般
的
な
知
識
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
こ
の
二
つ
の

超
古
典
劇
の
特
徴
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
列
挙
し
て
み
る
と
、

・
歌
、
科
白
、
舞
踊
が
交
互
に
行
わ
れ
る
複
合
的
な
表
現
様
式
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と

。

・
仮
面
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
。

・
原
則
と
し
て
三
人
の
男
性
俳
優
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。
従
っ
て
女
性
の

役
は
女
形
で
あ
り
、
登
場
人
物
が
多
い
と
き
に
は
一
人
二
役
も
あ
る
。

・
片
や
コ
ロ
ス
、
片
や
地
謡
と
い
う
合
唱
隊
が
つ
い
て
い
る
こ
と
。
但
し
、

能
で
は
地
謡
は
床
に
座
し
て
立
つ
こ
と
が
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
で
は

舞
踊
を
受
け
持
つ
の
は
コ
ロ
ス
で
あ
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
で
は
三
本
、
能
で
は
五
本
が
一
日
の
う
ち
に
続
け
て
上

演
さ
れ
、
全
体
を
通
じ
て
一
つ
の
流
れ
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
悲
劇
の
「
三
部
作｣

、
能
の
「
神
・
男
・
女
・
狂
・
鬼
」
）

・
い
ず
れ
も
真
面
目
な
内
容
を
扱
っ
て
い
る
が
、
合
間
に
上
演
さ
れ
て
一
種

の
解
毒
剤
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
に
は

サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
、
能
に
は
狂
言
が
あ
る
。

だ
い
た
い
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
『
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
全
集
』
（
全
４
巻

人
文

書
院
）
や
『
能
楽
全
書
』（
全
５
巻

創
元
社
）
な
ど
を
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
っ
て
い
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る
う
ち
に
私
が
頭
に
入
れ
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ら
個
々
の
具
体
的
要
素
と
は
別

に
両
者
の
最
も
大
き
な
類
似
を
言
う
と
す
れ
ば
、
一
つ
に
は
後
世
の
芸
術
・
文

化
一
般
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
影
響
を
与
え
続
け
た
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
ど
ち
ら
も
極
く
少
数
の
天
才

─
─

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
に

あ
っ
て
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
三
大
悲
劇

詩
人
、
能
で
は
観
阿
弥
，
世
阿
弥
親
子

─
─

に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
爆
発
的

な
完
成
を
見
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
芸
術
の
本
質
と
ど
の
程
度
深
い
関
り
を
持
っ
て
い
る
か
定
か
で
は
な

い
が
、
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
天
才
が
実
際
に
創
造
活
動
を
し
て

い
た
時
期
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
も
能
も
、
と
も
に
競
合
と
い
う
刺
激
剤
を
持

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
は
ア
テ
ナ
イ
市

の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
祭
に
三
人
の
作
者
に
よ
る
競
演
と
い
う
か
た
ち
で
初
演

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
し
、
能
も
ま
た
「
立
合
」
と
い
う
申
楽
の
一
座
同
志
、
あ

た
ち
あ
い

さ
る
が
く

る
い
は
能
楽
師
同
志
の
勝
負
が
一
般
に
も
て
は
や
さ
れ
話
題
を
呼
ん
だ
と
い
う
。

現
在
で
は
、
旧
態
を
発
掘
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
伝
承

す
る
こ
と
の
み
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
れ
ら
二
つ
の
演
劇
も
、
そ
の

創
成
期
に
は
「
こ
の
一
瞬
」
に
賭
け
る
競
合
精
神
を
バ
ネ
と
し
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
当
然
な
が
ら
、
旧
態
を
乗
り
越
え
新
奇
を
衒
う
ほ
ど
の
前
衛

的
精
神
に
充
ち
満
ち
て
い
た
に
違
い
な
く
、
も
の
を
創
る
と
い
う
こ
と
の
本
然

に
、
改
め
て
思
い
を
向
け
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
能
に
は
共
通
点

が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
虚
心
に
見
て
こ
の
二
つ
の
古
典
劇
は
似
て
い
る
か

と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
は
言
え
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
精
神
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
が
ま
っ
た
く
違
う
の
だ
。

お
か
し
な
思
い
出
が
あ
る
。
大
学
初
年
の
、
そ
う
『
物
語
の
終
わ
る
時

』
I

に
書
い
た
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
耽
読
の
時
期
に
、
私
は
友
人
の
ひ
と
り
と
奇
妙
な

会
話
を
交
し
た
。
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「
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
能
は
似
て
い
る
」
と
私
が
言
う
と
、
「
全
然
違
う
よ
」
と

彼
が
応
じ
た
。
そ
の
時
は
そ
れ
で
終
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
か
ら
数
ケ
月
し
て
同

じ
人
が
「
本
当
に
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
能
は
似
て
い
る
な
」
と
言
っ
た
の
だ
。
し

か
し
私
は
そ
の
時
、
確
信
を
持
っ
て
「
や
っ
ぱ
り
全
然
違
う
」
と
答
え
た
の
だ

っ
た
。

会
話
は
本
当
に
こ
れ
だ
け
の
簡
単
至
極
な
も
の
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
時

々
で
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
少
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
明
ら
か
で
深
く
、
そ
れ

ゆ
え
に
そ
の
後
も
記
憶
か
ら
消
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
、
私
は
そ

の
記
憶
を
ふ
ま
え
た
上
で
な
お
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
は
歌
舞
伎
に
似
て
い
る
と
思
わ
な
い
か
」
と
。

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
い
う
の
は
意
外
に
大
衆
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
そ

う
考
え
始
め
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
二
十
年
も
前
、
『
日
曜
は
だ
め
よ
』
と
い
う

映
画
を
観
た
人
の
感
想
を
聞
い
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
映

画
に
い
た
く
興
味
を
惹
か
れ
な
が
ら
、
し
か
し
私
自
身
は
い
ま
だ
観
な
い
ま
ま

に
終
っ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
書
く
こ
と
は
そ
の
感
想
を
私
な
り
に
受
け
と
め

解
釈
し
た
も
の
で
、
故
に
実
際
の
映
画
と
は
少
々
ず
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
人
の
話
は
こ
う
だ
っ
た
。
『
日
曜
は
だ
め
よ
』N

e
v
er
o
n
S
u
n
d
a
y

と
い
う
の
は
実
に
変
な
話
で
、
街
の
娼
館
の
女
た
ち
が
客
に
「
日
曜
は
だ
め
よ
」

と
言
う
。
つ
ま
り
日
曜
は
他
に
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
客
を
と
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
言
う
の
だ
。
で
日
曜
に
何
を
す
る
か
と
い
え
ば
、
精
一
杯
お
め
か

し
を
し
て
、
こ
ぞ
っ
て
観
劇
に
繰
り
出
す
。
そ
れ
が
何
と
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
な
の

で
あ
る
。
彼
女
ら
は
そ
こ
で
大
い
に
笑
い
、
大
い
に
涙
す
る
わ
け
だ
が
、
演
じ

ら
れ
て
い
る
の
は
例
の
悲
壮
劇
、
つ
ま
り
は
英
雄
が
宿
命
と
戦
い
、
遂
に
は
斃た

お

れ
る
か
、
あ
る
い
は
神
々
の
加
護
に
よ
り
救
わ
れ
る
と
い
つ
た
て
あ
い
の
物
語

で
あ
る
。
そ
れ
を
観
て
、
一
日
心
ゆ
く
ま
で
楽
し
む
と
、
彼
女
ら
は
気
分
も
晴
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れ
や
か
に
帰
途
に
つ
き
、
ま
た
翌
日
か
ら
の
稼
業
に
精
を
出
す
。

こ
の
話
を
し
て
く
れ
た
人
は
、
こ
の
映
画
全
体
を
一
種
の
深
い
調
刺
な
い
し

は
逆
説
と
見
て
い
る
ふ
し
が
あ
っ
た
し
、
私
も
ま
た
ス
ト
ー
リ
ー
だ
け
か
ら
判

断
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
娼
婦
が
（
職

業
に
対
す
る
差
別
意
識
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
ら
、
ご
容
赦
。
こ
れ
こ
そ
は
人
類

最
古
の
、
由
緒
正
し
い
職
業
だ
と
言
っ
た
人
も
あ
る
）
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
を
泣
き

笑
い
し
な
が
ら
楽
し
む
と
い
う
、
そ
の
取
り
合
せ
が
何
と
も
解
せ
な
い
も
の
に

思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ま
私
は
、
そ
れ
こ
そ
が
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
本
然
な
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
は
大
衆
演
劇
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
第
一
、

あ
の
野
球
場
の
よ
う
な
大
円
形
劇
場
に
集
ま
る
人
々
を
「
大
衆
」
と
呼
ば
な
く

て
何
と
呼
べ
ば
い
い
の
だ
。

観
衆
は
思
い
思
い
に
く
ず
し
た
姿
勢
で
（
野
外
円
形
劇
場
の
石
の
ベ
ン
チ
で

は
、
と
て
も
長
時
間
正
し
い
姿
勢
を
保
っ
て
な
ど
い
ら
れ
な
い
か
ら)

、
時
に
は

お
弁
当
や
お
や
つ
を
頬
ば
り
（
な
に
せ
上
演
時
間
が
長
い
か
ら)

、
時
に
は
居
眠

り
を
し
な
が
ら
観
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
少
し
前
の
歌
舞
伎

か
相
撲
見
物
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

当
然
、
演
戯
も
派
手
で
オ
ー
バ
ー
で
、
悪
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
大
向
う
を

ね
ら
っ
た
外
連
味
た
っ
ぷ
り
の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
何
故
な
ら
、
も
の

け

れ
ん

み

を
食
べ
た
り
居
眠
り
を
し
た
り
し
て
い
る
観
客
の
目
を
惹
こ
う
と
思
っ
た
ら
、

繊
細
で
内
面
的
な
演
戯
に
凝
っ
た
り
し
て
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
な
る
と
想
像
さ
れ
る
の
は
歌
舞
伎
の
世
界
で
あ
る
。
当
節
は
歌
舞
伎
も
妙

に
芸
術
ぶ
っ
た
見
方
を
す
る
向
き
が
多
く
な
る
一
方
で
、
分
ら
な
い
、
肩
が
凝

る
と
言
う
人
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
来
は
あ
れ
ほ
ど
大
衆
的
で
サ
ー
ビ
ス
精
神

に
満
ち
た
も
の
は
な
い
。
古
典
芸
能
な
ど
と
言
わ
れ
て
、
古
い
も
の
を
ひ
た
す

ら
守
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、
科
白
の
一
部
を
ち
ょ
っ
と
変
え
て
い
ま
流
行
の
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
や
最
近
評
判
の
事
件
に
触
れ
た
り
、
出
演
中
の
役
者
の
く
す
ぐ
り
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や
ら
眼
の
前
の
観
客
へ
の
お
世
辞
を
つ
け
加
え
て
、
現
在
た
だ
い
ま
の
享
楽
に

対
す
る
追
求
は
じ
つ
に
徹
底
し
て
い
る
。

観
客
と
舞
台
と
の
交
流
と
い
う
こ
と
で
は
、
野
上
豊
一
郎
が
「
合
唱
歌
の
非

戯
曲
的
性
質

─
─
能
と
ギ
リ
シ
ア
劇
と
の
比
較
」（
岩
波
書
店
『
能
の
再
生
』
に
収

録
）
の
中
で
、
ち
ょ
っ
と
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
冒
頭

「
能
と
ギ
リ
シ
ア
古
代
劇
と
比
較
す
る
場
合
に
最
も
陥
り
易
い
誤
謬
は
、
ど
ち

ら
に
も
合
唱
歌
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
ど
ち
ら
も
同
質
的
な
重
要
性
を
持
つ
か

の
如
く
き
め
て
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
外
形
の
類
似
の
み
を
見
て
、

両
者
の
内
面
的
価
値
を
見
究
め
な
い
認
識
の
不
確
実
さ
か
ら
来
る
も
の
で
、
訂

正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
い
か
め
し
い
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

じ
つ
を
言
う
と
、
ま
さ
に
そ
の
点
が
、
私
が
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
説
に

つ
い
て
考
え
る
際
に
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
事
柄
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
こ
の
小
説
論
（
こ
れ
で
も
小
説
論
の
つ
も
り
な
の
で
あ
る
！
）

の
中
で
、
一
見
無
関
係
な
舞
台
芸
術
を
こ
ね
く
り
ま
わ
し
て
い
る
わ
け
で
、
従

っ
て
後
に
話
が
核
心
に
迫
る
と
き
に
は
、
こ
の
コ
ロ
ス
と
地
謡
の
問
題
を
再
び

取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
が
今
の
と
こ
ろ
は
そ
れ
は
脇
へ
置
い
て
お

い
て
、
ギ
リ
シ
ヤ
悲
劇
の
コ
ロ
ス
に
つ
い
て
の
、
ち
ょ
っ
と
面
白
い
話
と
い
う

の
に
戻
る
と
し
よ
う
。

初
期
の
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
お
い
て
は
、
コ
ロ
ス
は
殆
ど
第
一
役
者
の
重
要

性
を
持
っ
て
い
た
が
、
ソ
プ

ク
レ
ス
（
と
、
野
上
豊
一
郎
は
表
記
す
る
）
に

ホ

お
い
て
は
脇
役
な
い
し
は
忠
告
者
と
な
り
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
至
っ
て
は
重
要

な
発
言
は
許
さ
れ
ず
、
単
な
る
見
物
人
と
し
て
オ
ル
ケ
ス
ト
ラ
の
片
隅
に
と
ど

ま
る
の
み
と
な
っ
た
。
コ
ロ
ス
の
重
要
性
は
激
減
し
た
が
、
し
か
し
消
滅
は
し

な
か
っ
た
。
面
白
い
の
は
そ
の
理
由
で
あ
る
。

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
合
唱
部
を
不
必
要
と
思
っ
た
な
ら
、
な
ぜ
そ
れ
を
全

部
廃
棄
す
る
こ
と
に
は
し
な
い
で
、
な
ま
殺
し
の
や
う
な
不
徹
底
の
態
度
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に
出
た
の
で
あ
ら
う
。
私
を
し
て
言
は
し
め
れ
ば
、
彼
は
も
ち
ろ
ん
廃
棄

す
る
こ
と
が
出
来
た
ら
廃
棄
し
た
で
あ
ら
う
が
、
少
く
と
も
此
の
程
度
の

形
式
は
保
存
し
て
置
か
な
い
と
、
当
時
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
祭
礼
の
競
演

に
そ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ

れ
は
前
五
世
紀
に
於
け
る
悲
劇
演
出
の
事
情
を
調
べ
て
見
れ
ば
容
易
に
理

解
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
回
の
競
演
の
た
め
に
三
人
の
悲
劇
詩
人
が
選
定
さ

れ
る
と
、
各
詩
人
は
そ
の
提
出
し
た
四
篇
の
作
品
（
悲
劇
三
篇
、
サ
テ
ュ

ロ
ス
劇
一
篇
）
に
対
し
て
合
唱
部
指
揮
者
と
第
一
役
者
を
一
人
づ
つ
割
当

コ

レ

ゴ

ス

プ
ロ
ト
ア
ゴ
ニ
ス
テ
ス

て
ら
れ
る
。
コ
レ
ゴ
ス
は
富
裕
な
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
名

誉
職
で
、
十
五
人
の
合
唱
部
の
物
質
的
負
担
を
引
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
技
術
上
の
実
際
の
指
揮
は
、
次
の
世
紀
に
入
っ
て
専
門
的
の
教

師

デ
ダ
ス
カ
ロ
ス

が
で
き
る
ま
で
は
、
詩
人
自
ら
が
当
っ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
こ
れ
等
の
任

命
は
執
政
官
が
国
家
の
名
に
於
て
行
ふ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
統
制

の
下
に
在
っ
た
合
唱
部
を
、
い
く
ら
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ

以
上
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

（
『
能
の
再
生
』

p
p
.1
3
3
-
1
3
4

）

こ
う
し
た
状
況
を
も
う
少
し
具
体
的
に
読
み
と
る
な
ら
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇

の
上
演
に
際
し
て
、
人
々
の
関
心
は
専
ら
芸
術
的
な
面
に
ぱ
か
り
向
け
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
今
年
の
コ
ロ
ス
の
長
は
ど
こ
そ
こ
の
誰
々
さ
ん
だ
そ
う
だ
。
知
っ
て
る
だ
ろ

う
？

＊
＊
＊

で
有
名
な
人
だ
よ
」

「
そ
れ
に
お
隣
り
の
ご
主
人
が
コ
ロ
ス
で
お
出
に
な
る
の
で
す
っ
て
」

「
お
や
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
是
非
と
も
早
目
に
行
っ
て
前
の
席
で
見
な
く
ち
や
な
る

ま
い
な
」

楽
屋
に
花
束
が
届
い
た
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
大
い
に
市

井
の
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
劇
が
始
ま
れ
ば
始
ま
っ
た
で
、
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「
お
隣
り
の
ご
主
人
は
コ
ロ
ス
の
中
の
ど
の
人
だ
い
」

「
さ
あ
、
左
側
の
三
番
目
と
か
聞
い
た
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
背
の
高
い
あ
の
人
じ

ゃ
な
い
か
し
ら
」

こ
う
し
た
観
劇
風
景
を
想
像
し
て
い
て
、
ふ
と
思
い
当
っ
た
の
が
、
歌
舞
伎

で
団
十
郎
襲
名
披
露
な
ど
の
際
に
上
演
さ
れ
る
『
助
六
』
の
河
東
節
で
あ
る
。

歌
舞
伎
十
八
番
の
『
助
六
』
は
天
保
年
間
、
つ
ま
り
一
八
三
〇
年
代
に
実
在

し
た
気
障
な
な
ら
ず
者
、
花
川
戸
助
六
を
稀
代
の
ダ
ン
デ
ィ
ー
像
に
仕
立
て
上

は
な
か
わ

ど

げ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
芝
居
が
興
行
で
演
じ
ら
れ
る
と
き
、
助
六
の
出
端
の
河

で

は

東
節
は
、
舞
台
奥
下
手
寄
り
の
御
簾
内
に
居
並
ぶ
各
界
名
士
に
よ
っ
て
唄
わ
れ

み

す

う

ち

る
の
が
慣
例
で
あ
る
。
少
し
前
の
十
二
世
襲
名
の
と
き
に
も
、
『
助
六
』
の
舞

台
を
放
映
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
そ
の
御
簾
内
に
ラ
イ
ト
を
当
て
て
、
あ
れ
が
書
家

の
誰
だ
れ
、
舞
踊
家
の
誰
だ
れ
、
何
と
か
会
社
社
長
と
弥
次
馬
的
紹
介
を
し
て

い
た
が
、
そ
こ
に
並
ん
で
唄
う
た
め
の
か
な
り
の
額
に
及
ぶ
経
済
的
負
担
は
一

切
そ
れ
ら
旦
那
衆
に
か
か
る
点
で
も
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
同
様
で
あ
る
。

『
助
六
』
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
特
殊
な
芝
居
の
よ
う
で
、
も
の
の
本
に
よ

る
と
、
昔
か
ら
助
六
が
使
う
傘
は
吉
原
か
ら
、
頭
に
締
め
る
紫
の
鉢
巻
は
魚
河

岸
か
ら
届
け
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
役
者
の
側
か
ら
吉
原
の
芸
者
に
は
帯
、
幇

間
に
は
紋
付
羽
織
を
贈
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
歌
舞
伎
の
場
合
は
結
び
つ
き
が
専
ら
民
間
に
求
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
が
、
市
の
執
政
官
の
介
入
す
る
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
違
っ
て
い
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
前
四
世
紀
に
な
っ
て
出
現
し
た
合
唱
部

の
技
術
指
導
の
た
め
の
「
専
門
的
の
教

師
」
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
ど
の

デ
ダ
ス
カ
ロ
ス

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
か
日
本
の
常
磐
津
や
清
元
の
師
匠
の
よ

う
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
が
（
い
や
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
）
、
権
力

者
の
方
か
ら
合
唱
部
の
歌
や
踊
り
を
強
制
的
に
習
わ
せ
よ
う
と
す
る
は
ず
も
な

か
ろ
う
か
ら
、
市
民
の
側
に
も
ギ
リ
シ
ヤ
悲
劇
に
積
極
的
に
参
加
し
た
り
、
こ

れ
を
実
演
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
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思
う
。

観
客
な
い
し
は
大
衆
と
の
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
作
劇
上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と

い
う
点
で
も
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
歌
舞
伎
は
基
本
的
な
発
想
が
似
て
い
る
と
思

う
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
歌
舞
伎
に
は
、
突
然
奥
の
襖
が
ガ
ラ
リ
と
開
い
て
、

「
今
の
話
、
残
ら
ず
開
い
た
！
」
あ
る
い
は｢

心
底
見
え
た
！
」
と
、
一
段
高

い
視
点
を
示
し
て
、
事
態
に
決
着
を
つ
け
た
り
、
話
の
転
回
を
促
し
た
り
す
る

こ
と
が
あ
る
。

ご
存
じ
『
白
浪
五
人
男
』
の
浜
松
屋
で
弁
天
小
僧
の
女
装
を
見
破
る
早
瀬
主

水
な
る
侍
な
ど
も
そ
の
一
例
だ
が
、
こ
う
い
う
と
き
そ
の
第
三
の
人
物
は
た
い

て
い
階
級
的
に
上
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
黒
白
を
つ
け
る
権
限
の
あ
る
人
間
で
、

そ
の
登
場
に
よ
っ
て
観
客
は
一
挙
に
視
界
の
開
け
る
よ
う
な
思
い
を
味
わ
う
。

こ
れ
こ
そ
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
に
よ
く
あ
る
デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ー
ナ
、
筋
の

転
回
の
た
め
に
舞
台
に
突
如
介
入
す
る
神
で
も
あ
れ
ば
、
実
際
に
昇
降
機
（
メ

カ
ネ
）
に
乗
っ
て
上
方
に
登
場
す
る
神
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
「
機
械
じ
か
け
の

神
」
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

も
っ
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
う
し
た
外
連
に
は
反
対
だ
っ
た
よ
う
で
、

け

れ
ん

「
…
…
〔
戯
曲
に
於
け
る
葛
藤
の
〕
解
決
は
、
筋
そ
の
も
の
か
ら
来
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
決
し
て
、
か
の
「
メ
デ
ィ
ア｣

、
並
び
に
「
イ
リ
ア
ス
」
に
於
け
る

希
臓
軍
の
船
出
の
物
語
の
や
う
に
、
昇
降
機
（
メ
カ
ネ
）
に
よ
っ
て
の
解
決
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」（
『
詩
学
』
第

章
，
松
浦
嘉
一
訳
）
と
手
厳
し
い
。
そ
ん

15

な
ふ
う
だ
か
ら
「
…
…
叙
事
詩
は
、
身
振
所
作
が
伴
ふ
こ
と
を
要
求
し
な
い
所

の
教
養
あ
る
聴
衆
に
、
ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
は
教
養
の
な
い
聴
衆
に
訴
へ
る
と
見

倣
さ
れ
」
た
り
す
る
の
だ
と
、
い
か
に
も
苦
々
し
気
な
口
振
り
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
悲
劇
に
対
す
る
ア
ム
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
思
い
入
れ
を
表
現
し
て
い
て

面
白
い
。
こ
の
前
後
、
『
詩
学
』
第
二
十
六
章
あ
た
り
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

「
誇
張
し
た
身
振
所
作
で
、
役
を
や
り
過
ぎ
る
」
こ
と
の
な
い
よ
う
に
戒
め
、

「
排
斥
す
べ
き
は
、
只
、
鄙
陋
な
る
人
々
の
身
振
姿
勢
で
あ
る
」
と
す
る
高
尚
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趣
味
に
お
い
て
、
む
し
ろ
『
花
伝
書
』
の
世
阿
弥
と
意
気
投
合
し
そ
う
で
あ
る
。

物
ま
ね
の
品
々
、
筆
に
尽
し
難
し
。
〔
…･

･
･

〕
お
よ
そ
、
何
事
を
も
、
残

さ
ず
、
よ
く
似
せ
ん
が
、
本
意
な
り
。
〔
…
…
〕
上
職
の
品
々
、
花
鳥
風

月
の
事
態
、
い
か
に
も
い
か
に
も
細
か
に
似
す
べ
し
。
田
夫
野
人
の
事
に

こ
と
わ
ざ

至
り
て
は
、
さ
の
み
に
細
か
に
、
賎
し
げ
な
る
態
を
ば
似
す
べ
か
ら
ず
。

仮
令
、
木
樵
・
草
刈
・
炭
焼
・
汐
汲
な
ど
の
、
風
情
に
も
な
る
べ
き
態
を

わ
ざ

ば
、
細
か
に
も
似
す
べ
き
か
。

し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
好
み
は
と
も
か
く
と
し
て
、
元
来
ギ
リ
シ
ャ
悲

劇
と
は
外
連
味
な
し
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

外
連
。
広
辞
苑
に
よ
れ
ば
「
②
演
劇
演
出
用
語
。
芸
術
的
な
深
み
は
な
く
、

専
ら
見
た
日
だ
け
で
客
を
驚
か
せ
る
演
出
。
早
替
り
・
宙
乗
り
・
水
芸
な
ど
の

類
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
『
メ
デ
ィ
ア
』
の
大
詰
め
で
、
ト
書
に
「
と
こ
ろ

へ
、
メ
デ
ィ
ア
、
竜
に
引
か
せ
た
車
に
乗
っ
て
上
方
に
現
わ
れ
る
。
子
供
の
死

骸
を
腕
に
抱
い
て
い
る
」（
「
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
全
集
Ⅲ
」
中
村
善
也

訳
）
と
あ
る
、
あ

れ
が
ま
さ
に
外
連
だ
。
『
詩
学
』
の
訳
註
か
ら
学
ん
だ
と
こ
ろ
で
は
、
ギ
リ
シ

ャ
古
代
劇
場
で
使
用
し
た
昇
降
機
と
い
う
の
は
、
滑
車
が
つ
い
た
起
重
機
で
出

来
て
い
た
の
だ
そ
う
だ
か
ら
、
確
か
に
あ
ま
り
芸
術
的
だ
と
は
思
え
な
い
。

『
メ
デ
ィ
ア
』
と
い
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
中
で
も
と
り
わ
け
て
読
者
の

隠
微
な
願
望
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
濃
厚
で
、
私
も
嫌
い
で
は
な
い
。

誤
解
を
お
そ
れ
ず
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
母
親
と
し
て
読
む
と
尚
の
こ
と
、
切

々
と
身
を
揉
む
よ
う
に
分
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
お
そ
ら
く
、
ど
の
母
親
の

心
に
も
子
殺
し
の
妄
想

─
─

な
い
し
は
自
分
自
身
へ
の
恐
怖

─
─

は
潜
ん

で
い
る
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
母
と
の
結
婚
（
オ
イ
デ
プ
ー
ス)

、
母
親

殺
し
（
オ
レ
ス
テ
ー
ス)

、
夫
殺
し
（
ク
リ
ュ
タ
イ
ム
メ
ー
ス
ト
ラ
ー
）
な
ど
の

妄
想
が
普
遍
的
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
。

そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
点
で
、『
メ
デ
ィ
ア
の
子
供
殺
し
』（
逸
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身
喜
一
郎
「
成
城
文
芸
」
第1

0
9

号
）
と
い
う
論
文
は
、
私
に
は
と
て
も
面
白
か
っ

た
。
筆
者
の
意
図
は
、
最
近
専
ら
、
あ
る
い
は
単
に
、
情
念
の
劇
と
い
う
ふ
う

に
解
釈
さ
れ
勝
ち
な
こ
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
劇
に
つ
い
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の

英
雄
劇
の
伝
統
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
も
う
一
度
子
供
殺
し
の
意
味
を
考
え
、
ギ

リ
シ
ャ
悲
劇
と
し
て
の
意
味
と
価
値
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
で
あ
る
ら

し
い
。
門
外
漢
の
私
に
は
分
ら
な
い
が
、
古
典
劇
に
こ
の
よ
う
に
き
め
の
細
い

心
理
的
な
探
り
を
入
れ
る
と
い
う
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
は
、
神
々
の
血
を
引
く
メ
デ
ィ
ア
と
結
婚
し
、
子
ど
も
ま
で
も
う
け
て

お
き
な
が
ら
、
そ
の
結
婚
を
ふ
み
に
じ
っ
て
コ
リ
ン
ト
ス
の
王
女
と
再
婚
し
た

夫
イ
ア
ソ
ン
に
対
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
が
二
人
の
間
に
出
来
た
（
自
分
の
！
）
子

ど
も
を
殺
す
こ
と
で
復
讐
す
る
と
い
う
も
の
で
、
逸
身
論
文
の
眼
目
は
、
「
子

供
殺
し
」
が
伝
統
的
英
雄
像
の
基
本
原
理
、
つ
ま
り
は
「
英
雄
的
コ
ー
ド
」
と

ど
こ
ま
で
合
致
す
る
か
、
あ
る
い
は
抵
触
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

筆
者
は
メ
デ
ィ
ア
の
不
幸
の
元
、
犯
行
の
根
拠
、
そ
し
て
大
詰
の
竜
の
車
に

乗
っ
て
の
勝
ち
誇
っ
た
逃
走
ま
で
を
「
英
雄
的
コ
ー
ド
」
を
手
が
か
り
に
分
析

し
な
が
ら
、
母
た
る
も
の
の
理
不
尽
な
エ
ゴ
イ
ス
ム
を
そ
れ
な
り
に
受
け
入
れ
、

メ
デ
ィ
ア
の
動
機
に
英
雄
的
高
潔
さ
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
果
た
せ
ず
、「
子

供
殺
し
の
邪
悪
さ
を
前
面
に
立
て
る
な
ら
、
こ
れ
は
一
種
の
恐
怖
劇
に
な
っ
て

し
ま
う
」
と
反
発
し
、
次
い
で
「
し
か
し
こ
こ
に
至
る
と
、
英
雄
的
コ
ー
ド
そ

の
も
の
の
う
ち
に
、
索
漠
た
る
も
の
が
実
は
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
見
え
て
く
る
」
と
疑
い
、
だ
が
最
後
に
は
、
「
彼
女
（
メ
デ
ィ
ア
）
は
つ
い

に
〔
…
…
〕
英
雄
の
偉
大
さ
を
持
ち
え
な
い
」
、
「
『
救
い
』
が
見
出
さ
れ
な
い

場
合
、
英
雄
的
コ
ー
ド
か
ら
発
す
る
怒
り
は
荒
涼
た
る
も
の
と
な
る
し
、
英
雄

そ
の
も
の
も
堕
落
す
る
」
と
慨
嘆
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
を
読
み
終
え
た
時
、
私
は
、
は
た
し
て
古
典
文
学
者
で
あ
る
筆
者

が
メ
デ
ィ
ア
を
女
と
し
て
、
母
と
し
て
、
女
神
と
し
て
、
英
雄
と
し
て
、
ど
う

受
け
と
め
る
決
断
を
し
た
の
か
、
そ
れ
が
知
り
た
い
と
思
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
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思
考
も
感
情
も
引
き
裂
か
れ
た
ま
ま
、
そ
の
永
遠
に
閉
じ
る
こ
と
の
な
い
亀
裂

を
天
空
へ
向
け
て
開
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
に

打
た
れ
た
者
が
そ
う
な
る
よ
う
に
。
そ
し
て
す
べ
て
の
男
が
女
に
対
し
て
幾
分

か
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
。

私
自
身
は
『
メ
デ
ィ
ア
』
と
い
う
劇
を
読
ん
だ
時
、
こ
れ
は
『
道
成
寺
』
だ
！

と
思
っ
た
。

『
道
成
寺
』
と
言
え
ば
、
安
珍
清
姫
の
民
間
伝
説
か
ら
能
に
な
り
、
歌
舞
伎

に
な
っ
た
も
の
で
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
『
今
昔
物
語
』
に
も
あ
る
く
ら
い
だ

か
ら
、
知
ら
ぬ
人
も
あ
る
ま
い
。
逃
げ
た
男
を
追
っ
て
道
成
寺
ま
で
来
た
女
が
、

男
が
鐘
に
か
く
れ
て
い
る
の
を
そ
れ
と
察
し
、
白
拍
子
を
装
っ
て
舞
い
な
が
ら

鐘
に
近
づ
き
、
遂
に
は
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
本
性
を
顕
し
て
蛇
体
と
な
っ
て
鐘

に
巻
き
つ
き
、
中
の
男
を
焼
き
殺
し
て
し
ま
う
。

こ
の
最
後
の
部
分
は
「
鐘
入
り
」
と
呼
ば
れ
る
見
所
で
、
能
で
は
、
女
が
低

く
下
げ
ら
れ
た
鐘
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に

─
─

シ
テ
が
飛
び
上
る
の

と
鐘
が
床
に
着
く
の
と
、
二
つ
の
気
合
が
一
致
す
る
と
、
そ
う
見
え
る
の
だ
そ

う
で
あ
る

─
─

姿
を
消
す
。
こ
れ
が
中
入
で
、
後
ジ
テ
は
鐘
の
中
か
ら
鬼
女

な
か
い
り

の
姿
で
現
わ
れ
、
荒
れ
狂
う
が
、
僧
た
ち
の
法
力
を
前
に
し
て
退
散
と
な
る
。

歌
舞
伎
の
場
合
は
、
鬼
女
が
鐘
の
上
に
乗
っ
て
、
鉄
杖
を
振
り
か
ざ
し
て
終
る

型
が
多
い
。

能
の
ワ
キ
の
科
白
を
借
り
る
ま
で
も
な
く
、
「
な
ん
ぼ
う
恐
ろ
し
き
物
語
に

て
候
ぞ
」
で
は
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
『
今
昔
物
語
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
こ
の

恐
ろ
し
い
蛇
は
、
思
い
の
遂
げ
ら
れ
ぬ
切
な
さ
に
、
両
の
眼
か
ら
血
の
涙
を
流

し
て
泣
く
の
で
あ
る
。

主
人
公
が
最
後
に
鬼
の
本
性
を
顕
す
と
い
う
の
は
能
に
も
歌
舞
伎
に
も
よ
く

あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
う
い
う
時
の
鬼
と
は
他
で
も
な
い
、
あ
る
一
念
が
凝
り
固

ま
っ
て
超
人
間
的
レ
ベ
ル
に
高
ま
っ
た
時
の
、
精
神
剥
き
出
し
の
さ
ま
を
言
う

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
精
神
性
を
内
包
し
て
い
る
人
間
の
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こ
と
を
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
で
は
、
人
間
と
神
と
の
中
間
的
存
在
と
し
て
の
「
英

雄
」
と
い
う
の
だ
と
、
私
は
ず
っ
と
思
っ
て
き
た
。

「
英
雄
」
た
ち
は
人
間
レ
ベ
ル
の
小
づ
く
り
な
道
義
を
踏
み
に
じ
る
。
人
間

で
あ
る
観
客
の
心
に
恐
怖
を
与
え
、
こ
れ
を
突
き
破
る
。
そ
し
て
中
に
た
ま
っ

て
い
た
も
の
を
押
し
流
し
て
し
ま
う
。
見
終
っ
た
人
は
ポ
カ
ン
と
し
て
、
空
け

う
つ

の
よ
う
に
な
る
。
日
常
生
活
で
積
も
り
積
も
っ
た
も
や
も
や
な
ん
か
吹
っ
飛
ん

で
、
す
っ
き
り
す
る
。
こ
れ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
の
定

義
で
言
っ
て
い
る
、
あ
の
有
名
な
カ
タ
ル
シ
ス
で
は
な
い
か
。

ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
は
然
る
べ
き
大
き
さ
を
持
っ
て
そ
れ
自
身
全
き
、
一
つ

の
荘
重
な
る
行
動
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
り
、
快
適
な
装
飾
を
施
さ
れ
た

言
葉
に
依
っ
て
描
か
れ
、
各
種
の
装
飾
は
、
別
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

に
挿
入
さ
れ
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
叙
述
体
で
な
く
、
俳
優
が
そ
こ
に
描

か
れ
た
も
の
を
実
行
す
る
所
の
形
式
に
描
か
れ
る
。
さ
う
し
て
、
哀
憐
と

恐
怖
と
を
作
與
す
る
出
来
事
を
含
み
、
そ
れ
を
通
し
て
、
か
や
う
な
情
緒

の
其
〔
ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
の
〕
カ
タ
ル
シ
ス
を
行
ふ
。

（
松
浦
嘉
一
訳
『
詩
学
』
第
６
章
）

こ
こ
で
再
び
『
メ
デ
ィ
ア
の
子
供
殺
し
』
と
い
う
逸
身
論
文
に
話
を
戻
し
、

そ
の
筆
者
に
ま
こ
と
に
も
っ
て
無
責
任
な
野
弥
馬
的
掛
け
声
を
か
け
る
な
ら
ば
、

何
は
と
も
あ
れ
『
メ
デ
ィ
ア
』
と
い
う
劇
は
恐
怖
劇
で
あ
っ
て
い
い
の
だ
し
、

い
わ
ゆ
る
「
英
雄
的
コ
ー
ド
」
に
は
も
と
も
と
「
索
漠
た
る
も
の
が
実
は
潜
ん

で
」
い
る
の
で
は
な
い
か
。

と
は
言
え
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
そ
の
も
の
も
、
ま
た
そ
の
解
釈
も
さ
ま
ざ
ま
あ

る
よ
う
で
、
実
を
言
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
本
然
を
正
し

く
理
解
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
よ
う
だ
か
ら
、
あ
ま
り
狭
い
考

え
に
頑
な
に
し
が
み
つ
く
の
は
良
い
こ
と
で
は
な
い
。
要
は
深
い
意
味
で
面
白

け
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
こ
の
面
白
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
は
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
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多
種
多
様
で
、
し
か
も
漠
然
と
し
て
い
る
か
ら
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
い
う
の
は
、
何
も
そ
ん
な
に
厳
か
一
方
の
も
の
で
は
な
い
。

大
い
に
楽
し
み
、
大
い
に
発
散
し
、
そ
し
て
多
分
に
低
俗
な
と
こ
ろ
も
持
っ
て

は
い
な
か
っ
た
か
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
わ
が
日
本
に
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
探
す
と
す
れ
ば
、
歌
舞
伎
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
私
の
言
い
た
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
私
は
い
さ
さ
か
誤
ち

を
犯
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
確
か
に
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
は
歌
舞
伎
と
似
て
い
る

し
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
見
落
し
て
は
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
を
十
全
に
受
け
と
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
中
に
あ
る
極
め
て
本
質
的

な
も
の
が
歌
舞
伎
に
は
欠
落
し
て
い
る
、
そ
う
感
じ
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

で
は
そ
の
欠
け
て
い
る
も
の
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
言
で
言
お
う
と
す
る

な
ら
ば
、
あ
の
悲
劇
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
「
宿
命｣

。
あ
る
い
は
「
永
遠
」
と

い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
何
か
。
つ
ま
り
は
、
一
瞬
に

し
て
ず
ー
ん
と
分
る
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
そ
し
て
事
実
、
そ
れ
は
比
べ
よ
う

も
な
く
確
か
な
手
応
え
で
は
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
決
し
て
分
析
な
ど
は
で
き

な
い
し
ろ
も
の
だ
。
し
か
も
本
当
に
優
れ
た
芸
術
は
そ
れ
を
体
現
す
る
こ
と
が

あ
る
が
、
芸
術
も
修
練
も
理
論
も
な
い
と
こ
ろ
に
も
、
不
意
に
出
現
し
た
り
も

す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
恋
人
の
眼
の
中
な
ど
に
。

能
が
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
一
に
も
二
に
も
、
そ
の
よ
う
な
純
粋

無
垢
の
「
本
質
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め

に
、
演
劇
と
し
て
は
最
も
簡
素
で
、
最
も
集
約
さ
れ
た
様
式
が
、
す
で
に
完
成

さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
外
連
味
の
か
け
ら
も
な
い
。
だ
か
ら
、

本
質
に
触
れ
得
た
と
き
に
は
、
観
客
の
心
底
も
定
ま
っ
て
、
「
永
遠
の
一
瞬
」

も
し
く
は
「
一
瞬
の
永
遠
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
体
験
し
た
気
が
す
る
が
、

そ
の
本
質
を
取
り
逃
が
す
と
、
ほ
と
ん
ど
何
の
意
味
も
な
い
、
た
だ
の
退
屈
に
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な
り
下
る
。

そ
の
点
で
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
想
像
だ
け
で
言
う

な
ら
ば
、
本
当
に
良
い
悲
劇
を
見
た
人
は
、
激
し
く
振
り
回
さ
れ
発
散
す
る
一

方
で
、
胸
に
ず
っ
し
り
応
え
る
感
動
に
も
触
れ
、
し
か
も
丸
一
日
と
い
う
も
の

外
気
と
陽
光
に
曝
さ
れ
た
後
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
精
も
根
も
尽
き
果
て
る
思

い
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
こ
そ
、
潟
血
と
涜
腸
を
同
時
に
施
し
て
、
体
中

の
悪
い
も
の
を
す
べ
て
洗
い
流
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
れ
が
ま
ぎ

れ
も
な
い
カ
タ
ル
シ
ス
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
カ
タ
ル
シ
ス
と
い

う
の
は
医
学
用
語
で
、
体
内
の
毒
素
を
排
除
す
る
た
め
の
治
療
の
こ
と
で
あ
っ

た
そ
う
だ
か
ら
。

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
は
能
と
歌
舞
伎
を
合
せ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
が
持
っ
て
い
る
要
素
を
日
本
と
い
う
土
壌
で
受
け
と
め
る
と
す

る
と
、
能
と
歌
舞
伎
と
い
う
二
つ
の
受
け
皿
を
用
意
す
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
日
本
と
西
洋
の
文
化
の
あ
り
方
、
そ
の

相
違
を
、
と
て
も
良
く
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
言

う
な
ら
ば
、
西
洋
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
時
、
た
い
て
い
は
二
段
構
え
の
受
け

皿
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
無
理
し
て
ど
ち
ら
か
一
方
の
皿
だ

け
で
受
け
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
、
肝
腎
な
も
の
を
こ
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
り
、

歪
め
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

小
説
に
つ
い
て
考
え
る
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
遠
い
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
演
劇

と
日
本
の
中
世
・
近
世
の
演
劇
に
つ
い
て
の
雑
談
に
手
間
ど
っ
て
、
な
か
な
か

本
題
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。

広
い
意
味
で
の
文
芸
と
い
う
こ
と
で
は
一
緒
に
あ
つ
か
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
演
劇
と
文
学
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
共
通
性
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
実
行
す
る
人
間
、
つ
ま
り
文
学
者
と
役
者
の
側
か
ら
見
る
限
り
で
は
、

こ
れ
程
違
う
も
の
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
最
終
章
で
言
っ
て
い
る
こ

と
は
面
白
い
。
の
み
な
ら
ず
、
専
ら
文
学
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
は
、
い
さ
さ
か

羨
望
の
念
を
抱
か
せ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
ト
ラ
ゴ
ー
デ
ィ
ア
は
、
叙
事
詩
が
有
す
る
凡
て
の
も
の
を
持
つ

（
叙
事
詩
の
韻
律
さ
へ
用
ひ
ら
れ
る
）
上
に
、
決
し
て
瑣
瑣
た
る
も
の
で

な
い
附
加
物
を
有
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
音
楽
（
こ
れ
は
明
白
に

戯
曲
の
悦
び
を
生
み
出
す
真
の
要
素
で
あ
る
）
と
場
面
と
で
あ
る
。
次
に
、

そ
れ
は
、
読
む
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
れ
が
演
出
さ
れ
る
を
見
る
と
同
様
に

生
き
生
き
と
、
ま
の
あ
た
り
に
彷
彿
さ
せ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
尚
ト
ラ
ゴ

ー
デ
ィ
ア
は
そ
の
模
倣
の
目
的
を
、
叙
事
詩
よ
り
も
短
い
時
間
で
遂
げ
得

る
。
こ
れ
は
非
常
に
有
利
な
点
で
あ
る
。
よ
り
多
く
凝
集
さ
せ
た
効
果
は
、

時
が
長
く
引
き
伸
ば
さ
れ
て
、
稀
薄
に
な
っ
た
効
果
よ
り
も
、
よ
り
大
な

る
悦
び
を
与
へ
る
か
ら
。
例
へ
ば
、
誰
か
が
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
作
「
オ
イ

デ
ィ
プ
ス
王
」
を
と
り
、
こ
れ
を
「
イ
リ
ア
ス
」
と
同
じ
だ
け
の
行
数
に

拡
げ
た
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
、
果
し
て
ど
ん
な
も
の
か
、
考
へ
て
見
る

が
よ
い
。

私
は
と
言
え
ば
、
一
見
無
関
係
な
も
の
の
中
に
共
通
性
を
見
た
り
、
同
じ
原

則
を
認
め
た
り
す
る
の
が
大
好
き
で
、
そ
れ
が
た
め
に
話
が
浅
薄
に
も
悪
趣
味

に
も
な
る
の
だ
と
重
々
分
か
っ
て
は
い
て
も
、
ど
う
に
も
や
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
う
い
う
訳
で
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
話
を
し
、
能
の
話
を
し
て
い
る
最

中
に
も
、
私
の
脳
裡
に
あ
っ
た
の
は
、
専
ら
小
説
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。
西
洋

の
（
私
の
場
合
は
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
、
だ
が
）
小
説
を
自
分
な
り
に
受
け

と
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
の
内
に
あ
る
日
本
の
、
し
か
も
二
段
構
え
に
な
っ

た
小
説
像
が
、
揺
す
ぶ
ら
れ
た
り
引
っ
ぱ
ら
れ
た
り
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
、

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
を
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
持
て
余
す
。

物語の終わる時 II

― 日本の小説・フランスの小説 ５ ―
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物語の終わる時 II

― 日本の小説・フランスの小説 ５ ―

こ
の
次
は
、
今
回
の
話
を
一
歩
進
め
て
、
コ
ロ
ス
と
地
謡
の
比
較
か
ら
、
登

場
人
物
と
私
小
説
の
「
私
」
の
こ
と
な
ど
に
も
触
れ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
初
出
一
九
八
七
年
「
ふ
ら
ん
す
手
帖
」
号
）16




