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『
吉
野
葛
』
の
冷
た
い
母
胎 
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谷
崎
潤
一
郎
と
天
皇
制 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大 

杉 

重 

男 

 
 

 

１ 

噴
き
上
が
る
「
血
」
と
噴
き
出
さ
な
い
「
温
泉
」 

  

谷
崎
潤
一
郎
の
『
吉
野
葛
』(

一)

は
、
谷
崎
の
一
連
の
「
母
恋
い
」
物
語
の
一

つ
の
頂
点
と
し
て
、
多
く
の
批
評
・
研
究
か
ら
礼
讃
の
花
束
を
捧
げ
ら
れ
て
来

た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
言
説
は
、
こ
の
小
説
が
提
示
す
る
「
母
」
的
あ
る
い
は

「
女
性
」
的
な
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
に
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
あ
る
種
の
「
冷

た
さ
」
の
感
触
に
無
感
覚
で
あ
り
続
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 

た
と
え
ば
亡
母
の
故
郷
を
訪
ね
る
友
人
の
津
村
の
誘
い
で
初
め
て
見
た
吉
野

地
方
の
山
村
の
風
景
を
、
谷
崎
自
身
を
想
起
さ
せ
る
東
京
の
小
説
家
で
あ
る
話

者
の
「
私
」
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
見
せ
る
。 

 

恐
ら
く
こ
の
辺
の
家
は
、
五
十
年
以
上
、
中
に
は
百
年
二
百
年
も
た
っ
て

い
る
の
が
あ
ろ
う
。
が
、
建
物
の
古
い
割
り
に
、
ど
こ
の
家
で
も
障
子
の

紙
が
皆
新
し
い
。
今
貼
り
か
え
た
ば
か
り
の
よ
う
な
汚
れ
目
の
な
い
の
が

貼
っ
て
あ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
小
さ
な
破
れ
目
も
花
弁
型
の
紙
で
丹
念

に
塞
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
澄
み
切
っ
た
秋
の
空
気
の
中
に
、
冷
え
冷
え
と

白
い
。
一
つ
は
埃
が
立
た
な
い
の
で
、
こ
ん
な
に
清
潔
な
の
で
も
あ
ろ
う

が
、
一
つ
は
ガ
ラ
ス
障
子
を
使
わ
な
い
結
果
、
紙
に
対
し
て
都
会
人
よ
り

も
神
経
質
な
の
で
あ
ろ
う
。
東
京
あ
た
り
の
家
の
よ
う
に
、
外
側
に
も
う

一
と
重
ガ
ラ
ス
戸
が
あ
れ
ば
よ
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
紙

が
汚
れ
て
暗
か
っ
た
り
、
穴
か
ら
風
が
吹
き
込
ん
だ
り
し
て
は
、
捨
て
て

置
け
な
い
訳
で
あ
る
。
と
に
か
く
そ
の
障
子
の
色
の
す
が
す
が
し
さ
は
、

軒
並
み
の
格
子
や

建
具

た

て

ぐ

の
煤
ぼ
け
た
の
を
、
貧
し
い
な
が
ら
身
だ
し
な

み
の
よ
い
美
女
の
よ
う
に
、
清
楚
で
品
よ
く
見
せ
て
い
る
。
私
は
そ
の
紙

の
上
に
照
っ
て
い
る
日
の
色
を
眺
め
る
と
、
さ
す
が
に
秋
だ
な
あ
と
云
う

感
を
深
く
し
た
。 
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こ
の
場
面
に
つ
い
て
渡
部
直
己
は
「
女
性
の
肌

、
、
、
、
の
白
さ
に
喩
え
ら
れ
る
こ
の

「
障
子
」
が
、
「
津
村
」
の
「
母
恋
い
」
に
と
っ
て
い
か
に
深
い
意
味
を
お
び

る
か
」
と
、
「
障
子
の
紙
」
の
白
さ
と
「
女
性
の
肌

、
、
、
、
の
白
さ
」
の
照
応
に
注
目

し
て
い
る
が(
二)
、
そ
の
白
さ
が
「
冷
え
冷
え
と
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

は
何
も
感
じ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
冷
た
さ
は
偶
然
で
は
な

く
、
『
吉
野
葛
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
全
体
を
貫
く
温
度
で
も
あ
る
。 

す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
の
冷
た
さ
は
、
ま
ず
作
品
冒
頭
で
話
者
が
要
約
す
る
後

南
朝
の
物
語
に
お
い
て
端
的
に
提
示
さ
れ
る
。
話
者
に
よ
れ
ば
、
「
予
め
偽
つ

て
南
帝
に
降
つ
て
ゐ
た
間
島
彦
太
郎
以
下
三
十
人
の
赤
松
家
の
残
党
は
、
長
禄

元
年
十
二
月
二
日
、
大
雪
に
乗
じ
て
不
意
に
事
を
起
こ
し
」
、
吉
野
の
山
中
に

隠
れ
て
い
た
後
南
朝
の
「
自
天
皇
」
を
襲
撃
し
た
。
「
王
は
お
ん
自
ら
太
刀
」

を
振
つ
て
防
が
れ
た
け
れ
ど
も
、
遂
に
賊
の
た
め
に

斃た

ふ

れ
給
ひ
、
賊
は
王
の

御
首

み
し
る
し

と
神
璽
と
を
奪
つ
て
逃
げ
る
途
中
、
雪
に
阻
ま
れ
て
伯
母
ケ
峰
峠
に
行
き

暮
れ
、
御
首
を
雪
の
中
に
埋
め
て
山
中
に
一
と
夜
を
明
か
し
た
。
然
る
に
翌
朝

吉
野
十
八
郷
の
荘
司
等
が
追
撃
し
て
来
て
奮
戦
す
る
う
ち
、
埋
め
ら
れ
た
王
の

御
首
が
雪
中
よ
り
血
を
噴
き
上
げ
た
ゝ
め
に
、
忽
ち
そ
れ
を
見
附
け
出
し
て
奪

ひ
返
し
た
と
云
ふ
」
。 

 

こ
の
自
天
皇
襲
撃
の
物
語
で
強
調
さ
れ
る
の
は
冷
た
い
「
雪
」
の
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。
「
雪
」
は
襲
撃
の
機
会
を
作
る
が
、
ま
た
襲
撃
者
の
逃
亡
を
阻
み
も

し
、
「
王
の
御
首
」
を
隠
し
も
す
る
。
そ
し
て
「
王
の
御
首
」
は
「
雪
中
よ
り

血
を
噴
き
上
げ
」
る
こ
と
で
自
ら
の
場
所
を
知
ら
せ
「
雪
」
の
中
か
ら
回
収
さ

れ
る
。
た
だ
し
話
者
が
挙
げ
て
い
る
典
拠
資
料
は
、
い
ず
れ
も
「
血
湧
上
り
其

血
に
て
あ
ら
は
れ
」
と
い
う
よ
う
に
、
血
が
「
湧
上
」
っ
た
と
は
あ
っ
て
も

「
噴
き
上
げ
」
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い(

三)

。
「
噴
き
上
げ
」
た
と
い
う
表
現

を
用
い
た
の
は
話
者
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
し
か
し

『
吉
野
葛
』
の
物
語
に
と
っ
て
は
、
「
血
」
は
「
湧
上
」
る
よ
り
も
「
噴
き
上

げ
」
る
方
が
整
合
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 

す
な
わ
ち
「
自
天
王
」
を
め
ぐ
る
歴
史
小
説
を
書
こ
う
と
考
え
た
話
者
は
、

そ
の
舞
台
で
あ
る
吉
野
地
方
に
縁
故
が
あ
る
友
人
の
津
村
に
問
い
合
わ
せ
、
そ

の
地
理
に
つ
い
て
知
識
を
獲
得
す
る
が
、
そ
の
時
最
も
注
目
し
た
の
は
「
筏

師
」
が
話
し
た
「
普
通
柏
木
辺
の
人
は
、
入
の
波
の
川
の
縁
に
湧
い
て
ゐ
る
温

泉
へ

浴ゆ

あ

み
に
行
つ
て
引
き
返
し
て
来
る
。
そ
の
実
谷
の
奥
を
探
れ
ば
無
数
の

温
泉
が
渓
流
の
中
に
噴
き
出
で
、
明
神
が
滝
を
始
め
と
し
て
幾
す
ぢ
と
な
く
飛

瀑
が
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
絶
景
」
で
あ
る
。
「
自
天
王
」
の
御
殿
跡
の

あ
る
「
隠
し
平
」
に
通
じ
る
谷
間
に
「
噴
き
出
で
」
る
こ
の
温
泉
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
「
王
の
御
首
が
雪
中
よ
り
血
を
噴
き
上
げ
」
る
イ
メ
ー
ジ
と
照
応
す
る
。

話
者
に
と
っ
て
「
谷
の
奥
」
の
「
噴
き
出
で
」
る
「
無
数
の
温
泉
」
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
「
自
天
王
」
を
め
ぐ
る
歴
史
小
説
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
最
後
の
ピ
ー

ス
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。 

 

し
か
し
実
際
に
現
地
取
材
に
行
っ
た
話
者
は
、
山
道
に
難
渋
し
つ
つ
谷
間
を

遡
行
す
る
が
、
こ
の
「
噴
き
出
で
」
る
「
無
数
の
温
泉
」
に
た
ど
り
つ
く
こ
と

は
な
く
、
「
自
天
王
」
の
御
殿
跡
を
往
復
す
る
も
の
の
、
「
史
実
よ
り
は
伝
説

の
地
で
は
な
い
だ
ら
う
か
」
と
い
う
感
想
し
か
持
て
な
い
。
そ
し
て
「
柏
木
辺

の
人
」
が
入
り
に
行
く
と
言
う
「
入
の
波
の
川
の
縁
に
湧
い
て
ゐ
る
温
泉
」
に

浸
り
に
行
く
が
、
そ
こ
で
も
幻
滅
さ
せ
ら
れ
る
。 
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二
の
股
川
を
合
は
せ
た
吉
野
川
が
幾
ら
か
幅
の
広
い
渓
流
に
な
つ
た
所
に

吊
り
橋
が
懸
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
渡
る
と
、
す
ぐ
橋
の
下
の
河
原
に
湯
が

湧
い
て
ゐ
た
。
が
、
試
み
に
手
を
入
れ
る
と
、
ほ
ん
の

日
向

ひ

な

た

水み

ず

ほ
ど
の

ぬ
く
も
り
し
か
な
く
百
姓
の
女
た
ち
が
そ
の
湯
で
せ
つ
せ
と
大
根
を
洗
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 

「
夏
で
な
け
れ
ば
此
の
温
泉
へ
這
入
れ
ま
せ
ん
。
今
頃
這
入
る
に
は
、
あ

れ
、
あ
す
こ
に
あ
る
湯
槽
へ
汲
み
取
つ
て
、
別
に
沸
か
す
の
で
す
」 

と
、
女
た
ち
は
さ
う
云
つ
て
、
河
原
に
捨
て
ゝ
あ
る
鉄
砲
風
呂
を
指
し
た
。

ち
や
う
ど
私
が
そ
の
鉄
砲
風
呂
の
方
を
振
り
返
つ
た
と
き
、
吊
り
橋
の
上

か
ら
、 

「
お
ー
い
」 

と
呼
ん
だ
者
が
あ
つ
た
。
見
る
と
、
津
村
が
多
分
お
和
佐
さ
ん
で
あ
ら
う
。

娘
を
一
人
う
し
ろ
に
連
れ
て
此
方
へ
渡
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
重

み
で
吊
り
橋
が
微
か
に
揺
れ
、
下
駄
の
音
が
コ
ー
ン
、
コ
ー
ン
と
、
谷
に

響
い
た
。 

  

湯
は
「
ほ
ん
の

日
向

ひ

な

た

水み

ず

ほ
ど
の
ぬ
く
も
り
し
か
な
」
く
、
そ
の
ま
ま
で
は

入
れ
な
い
。
夏
で
な
け
れ
ば
こ
の
温
泉
に
は
入
れ
な
い
の
で
あ
り
、
秋
に
入
浴

す
る
に
は
「
河
原
に
捨
て
ゝ
あ
る
鉄
砲
風
呂
」
に
湯
を
入
れ
て
沸
し
直
す
し
か

な
い
。
冒
頭
噴
出
す
る
温
泉
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
掻
き
立
て
ら
れ
た
話
者
の

「
歴
史
小
説
」
へ
の
創
作
意
欲
は
、
こ
う
し
て
最
後
に
現
実
の
温
泉
の
熱
量
不

足
に
よ
っ
て
決
定
的
に
断
ち
切
ら
れ
る
。
室
町
時
代
に
「
埋
め
ら
れ
た
王
の
御

首
が
雪
中
よ
り
血
を
噴
き
上
げ
」
て
居
場
所
を
知
ら
せ
た
よ
う
に
は
、
「
明
治

の
末
か
大
正
初
め
頃
」
の
吉
野
の
谷
間
に
埋
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
歴
史
物
語
は
、

温
泉
を
噴
き
出
し
て
自
ら
の
居
場
所
を
話
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、

そ
し
て
話
者
が
こ
の
熱
量
不
足
に
よ
る
「
歴
史
小
説
」
の
頓
挫
を
語
る
こ
と
自

体
が
、
『
吉
野
葛
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
極
め
て
政
治
的
な
文
書
に
し
て
い
る
。 

 

２ 

「
王
の
御
首
」
の
比
喩
と
し
て
の
「
ず
く
し

、
、
、
」 

  

『
吉
野
葛
』
は
、
話
者
が
小
説
化
し
よ
う
と
し
て
失
敗
す
る
後
南
朝
の
滅
亡

に
つ
い
て
の
物
語
と
、
津
村
が
語
る
亡
母
に
つ
い
て
の
記
録
を
た
ど
る
こ
と
で

母
の
縁
に
つ
な
が
る
妻
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
物
語
の
二
重
構
造
を
持

つ
。
前
者
の
物
語
（
歴
史
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
挫
折
す
る
）
は
、
一
見
す
る

と
後
者
の
物
語
（
亡
母
の
痕
跡
を
た
ど
っ
て
自
分
の
起
源
を
遡
り
、
結
婚
を
成

就
す
る
）
の
前
座
的
導
入
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
前
者
の
物
語
を
軸
と
し
て

最
初
に
政
治
的
読
解
の
可
能
性
を
見
た
の
は
、
花
田
清
輝(

四)

で
あ
る
。
す
な
わ

ち
花
田
は
、
『
吉
野
葛
』
が
発
表
さ
れ
た
の
が
満
州
事
変
の
起
こ
っ
た
昭
和
六

年
（
一
九
三
一
）
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
当
時
「
あ
ま
り
に
も
表
現
の
自
由

が
制
限
さ
れ
て
い
た
」
の
で
、
後
南
朝
に
つ
い
て
の
歴
史
小
説
な
ど
書
け
な
い

こ
と
は
、
谷
崎
は
最
初
か
ら
分
か
っ
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
『
吉
野
葛
』
の

物
語
が
「
明
治
の
末
か
大
正
の
初
め
頃
」
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関

連
し
て
、
当
時
南
北
朝
正
閏
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
、
池
島
正
平
編
『
歴
史
よ
も
や
ま
話
』
を
引
い
て
、
幸
徳
秋
水
が
南
北
朝
正

閏
論
の
「
火
つ
け
役
」
だ
っ
た
と
い
う
説
を
語
る
。
た
だ
し
花
田
は
「
わ
た
し
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に
は
、
谷
崎
潤
一
郎
が
、
政
治
よ
り
も
、
む
し
ろ
セ
ッ
ク
ス
に
―
―
と
い
う
の

が
、
あ
ま
り
に
も
今
日
の
時
点
に
お
け
る
結
果
論
の
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、

い
か
に
も
明
治
時
代
ら
し
く
、
忠
義
よ
り
も
孝
行
に
、
と
い
い
な
お
し
て
も
い

い
が
―
―
同
情
と
理
解
と
を
も
つ
小
説
家
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な

い
」
と
述
べ
、
谷
崎
を
非
政
治
的
作
家
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
一
方
、
秋
水
が

首
謀
者
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
明
治
末
年
（
一
九
一
〇
）
の
「
大
逆
」
事
件
と

『
吉
野
葛
』
の
間
に
当
然
連
想
さ
れ
る
は
ず
の
関
係
性
を
検
証
し
よ
う
と
は
し

な
い
。 

ま
た
小
森
陽
一
は
、
花
田
の
説
を
想
起
し
つ
つ
、
『
吉
野
葛
』
に
お
け
る
南

北
朝
正
閏
問
題
の
文
脈
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
北
朝
系
天
皇
の
血
統
の
「
正
統

性
」
を
揺
が
す
契
機
を
見
る
が(

五)

、
小
森
も
ま
た
『
吉
野
葛
』
に
お
け
る
「
大

逆
」
事
件
の
痕
跡
に
は
花
田
以
上
に
無
感
覚
に
見
え
る
。
小
森
の
よ
う
に
「
津

村
の
来
歴
の
物
語
」
に
「
文
学
的
想
像
力
の
勝
利
」
を
読
む
こ
と
を
批
判
す
る

五
味
渕
典
嗣(

六)

も
、
南
北
朝
正
閏
問
題
の
背
景
と
し
て
「
大
逆
」
事
件
を
と
ら

え
る
の
み
で
、
作
品
の
読
み
と
「
大
逆
」
事
件
を
具
体
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
五
味
渕
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
南
北
朝
正
閏
問
題
は

「
大
逆
」
事
件
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
大
逆
」
事
件
の
方
が
よ
り
根

源
的
に
天
皇
制
に
関
係
し
て
い
る
。
私
は
、
『
吉
野
葛
』
は
南
北
朝
正
閏
論
よ

り
も
っ
と
本
質
的
な
関
係
を
直
接
「
大
逆
」
事
件
と
の
間
に
結
ん
で
い
る
と
考

え
る
。 

す
な
わ
ち
『
吉
野
葛
』
の
起
点
と
な
る
「
自
天
王
」
伝
説
に
お
い
て
特
徴
的

な
の
は
、
た
と
え
そ
の
伝
説
自
体
が
虚
構
あ
る
い
は
偽
物
で
あ
る
と
し
て
も

（
む
し
ろ
そ
れ
が
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
）
、
そ
れ
が

「
王
殺
し
」
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
王
殺
し
」
の
物

語
で
あ
る
点
で
、
そ
れ
は
作
中
の
吉
野
旅
行
の
時
間
と
同
時
期(

七)

に
起
き
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
大
逆
」
事
件
と
い
う
も
う
一
つ
の

「
王
殺
し
」
の
物
語
（
そ
れ
は
明
治
政
府
が
虚
構
的
に
作
り
上
げ
た
と
も
さ
れ

る
）
と
共
通
す
る
。
南
北
朝
正
閏
問
題
に
関
心
を
集
中
し
て
き
た
従
来
の
批

評
・
研
究
は
、
「
自
天
王
」
の
物
語
を
「
王
殺
し
」
の
物
語
と
し
て
見
る
視
点

を
持
た
な
か
っ
た
、 

 

し
か
し
『
吉
野
葛
』
の
中
で
は
、
「
自
天
王
」
伝
説
を
起
点
と
し
て
、
繰
り

返
し
「
王
殺
し
」
の
主
題
が
反
復
反
芻
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
吉
野
葛
』

の
話
者
が
津
村
と
共
に
訪
れ
た
吉
野
の
菜
摘
の
里
の
旧
家
大
谷
家
で
ご
馳
走
に

な
る
「
ず
く
し

、
、
、
」
は
、
雪
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
「
自
天
王
」
の
首
の
変
容
と
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ず
く
し

、
、
、
は
蓋
し

熟
柿

じ
ゅ
く
し

で
あ
ら
う
。
空
の
火
入
れ
は
煙
草
の
吸
ひ
殻
を
捨

て
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
ど
ろ
ど
ろ

、
、
、
、
に

熟う

れ
た
柿
の
実
を
、
そ
の

器
に
入
れ
て
食
ふ
の
で
あ
ら
う
。
し
き
り
に
す
す
め
ら
れ
る
ま
ゝ
に
、
私

は
今
に
も
崩
れ
さ
う
な
そ
の
実
の
一
つ
を

恐
々

こ
は
ご
は

手
の
ひ
ら
に
載
せ
て
み
た
。

円
錐
形
の
、
尻
の
尖
つ
た
大
き
な
柿
で
あ
る
が
、
真
つ
赤
に
熟
し
切
つ
て

半
透
明
に
な
つ
た
果
実
は
、
恰

あ
た
か

も
ゴ
ム
の
袋
の
如
く

膨ふ

く

ら
ん
で
ぶ
く
ぶ

く
し
な
が
ら
、
日
に
透
か
す
と

琅
玕

ら
う
か
ん

の
や
う
に
美
し
い
。
（
中
略
） 

結
局
大
谷
氏
の
家
で
感
心
し
た
も
の
は
、
鼓
よ
り
も
古
文
書
よ
り
も
ず
く
、
、

し、
で
あ
つ
た
。
津
村
も
私
も
、
歯
ぐ
き
か
ら
腸
の
底
へ
沁
み
徹
る
冷
た
さ

を
喜
び
つ
ゝ
甘
い
粘
つ
こ
い
柿
の
実
を

貪
む
さ
ぼ

る
や
う
に
二
つ
ま
で
食
べ
た
。
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私
は
自
分
の
口
腔
に
吉
野
の
秋
を
一
杯
に
頬
張
つ
た
。
思
ふ
に
仏
典
中
に

あ
る

菴
摩
羅
果

あ

ん

も

ら

く

わ

も
こ
れ
程
美
味
で
は
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。 

  

渡
部
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
「
こ
の
一
節
が
た
ん
な
る
比
喩
を
こ
え
た

生
々
し
さ
で
読
む
者
を
打
つ
の
は
、
「
私
」
と
津
村
が
こ
こ
で
、
ま
さ
に
上
下

一
対
の
口
唇
と
し
て
、
そ
の
一
瞬
、
み
ず
か
ら
語
る
、
、
べ
き
生
成
の
滋
味
を
み
ず

か
ら
味
わ
い

、
、
、
あ
て
て
い
る
か
ら
で
あ
」
る
と
、
そ
の
「
至
近
の

体
験

よ
ろ
こ
び

」
を
賛

美
し
、
「
ず
く
し
」
を
「
甘
美
な

腐
蝕

ア
ブ
ジ
エ

」
と
形
容
す
る
。
し
か
し
こ
の
渡
部
の

論
は
、
こ
こ
で
食
べ
ら
れ
た
「
ず
く
し
」
の
温
度
、
「
歯
ぐ
き
か
ら
腸
の
底
へ

沁
み
徹
る
冷
た
さ
」
に
触
れ
な
い
こ
と
に
お
い
て
抽
象
的
で
あ
る
。
話
者
は
、

食
べ
る
時
の
そ
の
「
冷
た
さ
」
を
強
調
し
て
語
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
身
が
語

る
物
語
と
の
「
至
近
」
で
は
な
い
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的
距
離
を
語

っ
て
い
る
。 

 

小
森
は
「
「
ず
く
し
」
は
、
『
吉
野
葛
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
全
体
に
わ
た
る
、

言
葉
で
表
出
さ
れ
た
も
の
の
全
て
の
比
喩
と
し
て
機
能
し
て
い
る
」
と
述
べ
る

が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
ず
く
し
」
と
い
う
「
真
つ
赤
に
熟
し
切
つ
て
半
透
明

に
な
つ
た
果
実
」
は
、
何
よ
り
も
自
天
王
の
腐
っ
た
血
ま
み
れ
の
首
の
比
喩
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
「
ず
く
し
」
を
「
貪

む
さ
ぼ

る
や
う
に
二
つ
ま
で
食

べ
」
そ
の
「
美
味
」
に
感
銘
を
受
け
る
こ
と
は
（
そ
れ
が
二
つ
な
の
は
、
自
天

王
と
と
も
に
討
た
れ
た
「
神か

う

の

谷た

に

の
将
軍
の
宮
」
の
首
も
含
ん
で
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
）
、
「
王
の
御
首
」
を
お
い
し
く
食
べ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
上
な
く
グ
ロ
テ
ス
ク
な
倒
錯
的
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
。 

そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
政
治
的
な
意
味
も
持
ち
得
る
身
振
り
で
も
あ
る
。
作
中

で
語
ら
れ
る
伝
説
に
よ
れ
ば
、
王
の
首
は
、
「
吉
野
十
八
郷
の
荘
司
等
」
に
よ

っ
て
敵
か
ら
取
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
王
の
首
を
模
し
た
よ
う
に
見
え

る
「
ず
く
し
」
を
吉
野
の
人
間
に
勧
め
ら
れ
て
食
す
る
こ
と
は
、
一
見
「
自
天

王
」
（
失
わ
れ
た
南
朝
系
統
の
本
来
的
天
皇
制
）
へ
の
忠
誠
を
誓
う
聖
体
拝
領

的
な
儀
式
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
反
面
逆
に
「
自
天
王
」
を
殺
す
「
王
殺
し
」

の
反
復
と
も
解
釈
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
雪
中
よ
り
血
を
噴
き
上
げ
」

て
味
方
に
居
場
所
を
知
ら
せ
た
自
天
王
の
首
に
比
較
す
る
と
、
「
ず
く
し
」
は

「
ゴ
ム
の
袋
の
如
く

膨ふ

く

ら
ん
で
ぶ
く
ぶ
く
し
な
が
ら
」
、
更
に
積
極
的
に
皮
を

破
っ
て
赤
い
液
体
を
噴
き
上
げ
は
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
熱
が
絶
対
的
に
足

り
な
い
。
時
間
が
経
つ
と
「
遂
に
水
に
な
つ
て
し
ま
ふ
」。 

 

「
ず
く
し
」
を
入
れ
た
器
が
「
空
の
火
入
れ
」
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

「
火
入
れ
」
と
は
「
煙
草
を
吸
う
た
め
の
火
を
入
れ
る
器
」(

八)

で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
「
煙
草
の
吸
ひ
殻
を
入
れ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
ど
ろ
ど
ろ

、
、
、
、
に

熟う

れ
た
柿
の
実
を
、
そ
の
器
に
入
れ
て
食
ふ
」
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
火
種
は

入
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
代
わ
り
に
入
れ
ら
れ
た
美
し
く
赤
い
「
ず
く
し
」

は
、
そ
の
冷
た
さ
に
お
い
て
こ
の
後
で
物
語
が
語
ら
れ
る
た
め
の
想
像
的
な
火

種
と
な
る
。
そ
し
て
話
者
が
そ
の
火
種
を
う
ま
く
点
火
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に

振
舞
い
語
る
の
に
対
し
て
、
話
者
と
共
に
「
歯
ぐ
き
か
ら
腸
の
底
へ
沁
み
徹
る

冷
た
さ
を
喜
び
つ
ゝ
」
「
ず
く
し
」
を
食
し
た
は
ず
の
津
村
は
、
こ
の
想
像
の

火
種
を
確
実
に
着
火
さ
せ
て
物
語
を
始
動
さ
せ
る
。 

 
３ 
「
母
」
を
産
む
「
母
の
母
」
の
冷
た
い
母
胎 
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実
際
話
者
が
「
ず
く
し
」
に
振
舞
わ
れ
る
前
に
大
谷
家
で
見
せ
て
も
ら
っ
た

静
御
前
由
来
と
さ
れ
る
「
初
音
の
鼓
」
と
巻
物
を
、
偽
物
と
思
う
だ
け
で
そ
れ

以
上
何
も
感
じ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
津
村
は
そ
の
真
偽
と
は
無
関
係
に
、

「
初
音
の
鼓
」
に
ま
つ
わ
る
忠
信
狐
の
物
語
か
ら
、
「
ず
く
し
」
と
い
う
物
語

の
火
種
に
点
火
す
る
た
め
の
想
像
的
な
切
り
火
を
得
て
い
た
。
そ
し
て
津
村
は
、

大
谷
家
を
出
る
と
菜
摘
の
里
か
ら
対
岸
の
宮
滝
に
戻
る
途
中
の
柴
橋
の
袂
に
腰

を
か
け
、
話
者
に
対
し
て
、
「
初
音
の
鼓
と
彼
自
身
に
纏
は
る
因
縁
―
―
そ
れ

か
ら
又
、
彼
が
今
度
の
旅
行
を
思
ひ
立
つ
た
動
機
、
彼
の
胸
に
秘
め
て
ゐ
た
目

的
」
を
物
語
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
津
村
が
吉
野
を
訪
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
大
阪
の
家
の
土
蔵
を
整
理
し
て
い
た
時
に
、
祖
母
＝
「
母
の
母
」
が

母
に
宛
て
た
手
紙
を
発
見
し
た
こ
と
だ
っ
た
。 

 

津
村
は
「
此
か
み
も
か
ゝ
さ
ん
と
お
り
と
の
す
き
た
る
紙
な
り
か
な
ら
ず

く
は
だ
み
は
な
さ
ず
大
せ
つ
に
お
も
ふ
べ
し
」
と
あ
る
そ
の
巻
紙
を
、

ほ
ん
た
う
に
肌
身
に
つ
け
て
押
し
戴
い
た
。
少
な
く
と
も
明
治
十
年
以
前
、

母
が
大
阪
に
売
ら
れ
て
か
ら
間
も
な
く
寄
越
さ
れ
た
手
紙
だ
と
す
れ
ば
、

も
う
三
四
十
年
は
立
つ
て
ゐ
る
筈
の
そ
の
紙
は
、
こ
ん
が
り

、
、
、
、
と

遠
火

と

ほ

び

に

あ
て
た
や
う
な
色
に
変
つ
て
ゐ
た
が
、
紙
質
は
今
の
も
の
よ
り
も
き
め
、
、
が

緻
密
で
、
し
つ
か
り
し
て
ゐ
た
。
津
村
は
そ
の
中
に
通
つ
て
ゐ
る
細
か
い

丈
夫
な
繊
維
の
筋
を
日
に
透
か
し
て
見
て
、
「
か
ゝ
さ
ん
も
お
り
と
も
此

か
み
を
す
く
と
き
は
ひ
ゞ
あ
か
ぎ
れ
に
指
の
さ
き
ち
ぎ
れ
る
よ
ふ
に
て
た

ん
と

く
苦
ろ
ふ
い
た
し
候
」
と
云
ふ
文
句
を
想
ひ
浮
か
べ
る
と
、
そ
の

老
人
の
皮
膚
に
も
似
た
一
枚
の
薄
い
紙
片
の
中
に
、
自
分
の
母
を
生
ん
だ

人
の
血
が
籠
つ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。
母
も
恐
ら
く
は
新
町
の

館
や
か
た

で
此

の
文
を
受
け
取
つ
た
時
、
矢
張
自
分
が
今
し
た
や
う
に
此
れ
を
肌
身
に
つ

け
、
押
し
戴
い
た
で
あ
ら
う
こ
と
を
思
へ
ば
、
「
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す

る
」
そ
の

文
殻

ふ
み
が
ら

は
、
彼
に
は
二
重
に
床
し
く
も
貴
い
形
見
で
あ
つ
た
。 

  

こ
の
祖
母
の
手
紙
＝
「
文
殻
」
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
手
紙
自
体

が
、
祖
母
自
身
と
「
お
り
と
」
（
津
村
の
母
の
姉
）
に
よ
っ
て
手
製
さ
れ
た
紙

で
で
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
紙
は
「
も
う
三
四
十
年
は
立
つ
て
ゐ
る

筈
」
な
の
で
「
こ
ん
が
り

、
、
、
、
と

遠
火

と

ほ

び

に
あ
て
た
や
う
な
色
に
変
つ
て
ゐ
」
る
。

こ
の
「
遠
火
」
は
現
実
の
火
で
は
な
く
、
「
こ
ん
が
り
」
と
い
う
形
容
が
示
す

よ
う
に
、
狐
火
的
＝
虚
構
的
な
火
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

津
村
が
「
そ
の
巻
紙
を
、
ほ
ん
た
う
に
肌
身
に
つ
け
て
押
し
戴
」
く
こ
と
は
、

あ
る
い
は
母
胎
回
帰
の
身
振
り
と
し
て
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

そ
の
巻
紙
が
「
老
人
の
皮
膚
に
も
似
た
一
枚
の
薄
い
紙
片
」
で
あ
る
こ
と
に
は

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
母
胎
で
あ
る
と
し
て
も
、
老
い
て
変
色

し
た
母
胎
の

殼か

ら

（
「
文
殻
」
が
読
み
終
っ
て
不
用
に
な
っ
た
手
紙
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
産
み
終
っ
て
不
用
に
な
っ
た
母
胎
で
あ
る
）
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
殼
を
形
作
る
紙
は
、
冷
た
い
水
に
手
を
入
れ
て
「
ひ
ゞ
あ
か
ぎ
れ

に
指
の
さ
き
ち
ぎ
れ
る
よ
ふ
に
て
た
ん
と

く
苦
ろ
ふ
」
し
て
作
っ
た
も
の
で

も
あ
る
。
津
村
は
そ
の
紙
の
中
に
「
自
分
の
母
を
生
ん
だ
人
の
血
が
籠
つ
て
ゐ

る
の
を
感
じ
」
る
が
、
こ
れ
は
物
理
的
に
考
え
れ
ば
、
籠
っ
て
い
る
の
は
、
祖

母
や
お
り
と
の
血
で
あ
り
、
直
接
に
は
母
の
血
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

津
村
が
回
帰
す
る
の
は
「
母
」
で
は
な
く
、
「
母
の
母
」
で
あ
る
。
「
文
殻
」
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を
「
二
重
に
床
し
く
も
貴
い
形
見
」
と
形
容
す
る
津
村
は
そ
の
こ
と
に
自
覚
的

に
見
え
る
。
津
村
は
「
母
も
恐
ら
く
は
新
町
の

館
や
か
た

で
此
の
文
を
受
け
取
つ
た

時
、
矢
張
自
分
が
今
し
た
や
う
に
此
れ
を
肌
身
に
つ
け
、
押
し
戴
い
た
で
あ
ら

う
」
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は
母
が
母
の
母
へ
象
徴
的
に
回
帰
す
る
様
子
を
想
像

し
、
そ
し
て
そ
の
身
振
り
の
反
復
と
し
て
自
分
の
行
為
を
意
味
づ
け
る
こ
と
で

あ
る
。
だ
が
「
母
の
母
」
に
回
帰
し
、
そ
の
母
胎
と
し
て
の
「
文
殻
」
に
包
ま

れ
る
こ
と
は
、
「
母
」
の
母
胎
を
否
認
し
て
現
実
の
「
母
」
の
唯
一
性
を
無
化

す
る
こ
と
で
も
あ
る
。 

 

こ
の
津
村
の
想
像
力
の
根
源
に
あ
る
の
は
「
狐
」
の
幻
想
で
あ
る
（
九
）

。
津

村
は
「
自
分
の
母
を
恋
ふ
る
気
持
ち
は
唯
漠
然
た
る
「
未
知
の
女
性
」
へ
の
憧

憬
」
だ
っ
た
と
自
己
分
析
し
、
自
分
が
「
葛
の
葉
の
子
別
れ
の
場
」
に
惹
か
れ

る
の
は
、
「
母
が
人
間
で
あ
つ
た
ら
、
も
う
此
の
世
で
会
へ
る
望
み
は
な
い
け

れ
ど
も
、
狐
が
人
間
に
化
け
た
の
で
あ
る
な
ら
、
い
つ
か
再
び
母
の
姿
を
借
り

て
現
は
れ
な
い
限
り
も
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
「
母
―
―
狐
―
―
美
女
―
―
恋

人
―
―
」
と
い
う
「
連
想
」
に
お
い
て
、
津
村
は
「
母
」
を
イ
デ
ア
化
す
る
が
、

そ
れ
は
現
実
の
亡
母
の
実
態
に
盲
目
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
実
際
母
が
本
当

に
祖
母
の
手
紙
を
言
い
つ
け
通
り
「
肌
身
に
つ
け
、
押
し
戴
い
た
」
か
ど
う
か

は
分
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
祖
母
は
、
母
を
遊
郭
に
売
っ
た
存
在
で
あ
り
、

売
ら
れ
た
母
は
「
一
旦
身
売
り
の
証
文
に
判
を
つ
い
た
以
上
、
き
れ
い
に
親
元

と
縁
を
切
る
の
が
習
慣
」
と
さ
れ
る
「
喰
焼
奉
公
人
」
だ
っ
た
。
自
分
を
捨
て

た
残
酷
な
親
に
そ
れ
で
も
手
紙
を
送
る
母
に
対
し
て
、
祖
母
は
そ
の
「
孝
心
」

を
褒
め
た
上
で
「
館
の
主
人
を
親
と
思
ひ
大
切
に
せ
ね
は
せ
な
ら
ぬ
こ
と
、
遊

芸
の
け
い
こ
に
身
を
入
れ
る
こ
と
、
人
の
物
を
欲
し
が
つ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、

神
仏
を
信
心
す
る
こ
と
な
ど
、
教
訓
め
い
た
こ
と
の
か
ず

く
」
を
書
き
送
り
、

婉
曲
に
娘
を
拒
絶
す
る
。
特
に
祖
母
が
強
調
す
る
の
は
「
白
狐
」
を
信
じ
る
こ

と
で
あ
る
。
津
村
は
祖
母
の
「
文
殻
」
を
読
ん
で
祖
父
母
の
「
稲
荷
信
仰
」
の

強
さ
に
驚
き
、
「
狐
は
又
此
老
夫
婦
の
蔭
に
付
添
ひ
、
一
家
の
運
命
を
支
配
し

て
ゐ
た
」
と
想
像
す
る
が
、
こ
の
狐
へ
の
信
心
は
、
親
が
「
一
家
の
運
命
」
の

た
め
に
娘
を
遊
郭
に
売
る
と
い
う
行
為
が
も
た
ら
し
た
は
ず
の
親
子
関
係
の
断

絶
を
隠
蔽
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
津
村
も
ま
た
祖
母
の
「
文
殻
」
を
読
む
こ
と
で
「
狐
」
に
取
り
憑
か

れ
、
「
母
」
と
「
母
の
母
」
を
取
り
違
え
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
津
村

は
こ
の
手
紙
を
手
が
か
り
と
し
て
突
き
止
め
た
母
の
生
家
昆
布
家
の
あ
る

国
栖

く

ず

の
部
落
を
訪
れ
る
が
、
そ
こ
で
彼
が
ま
ず
目
を
留
め
る
の
は
「
此
処
彼
処

の
軒
下
に
乾
し
て
あ
る
紙
」
で
あ
り
、「
そ
の
真
つ
白
な

色
紙

し

き

し

を
散
ら
し
た
や

う
な
の
が
、
街
道
の
両
側
や
、
丘
の
段
々
の
上
な
ど
に
、
高
く
低
く
、
寒
さ
う

な
日
に
き
ら
く
と
反
射
し
つ
ゝ
あ
る
」
風
景
で
あ
る
。
津
村
は
こ
の
風
景
を
眺

め
て
涙
を
浮
べ
、
「
自
分
は
今
、
長
い
あ
ひ
だ
夢
に
見
て
ゐ
た
母
の
故
郷
の
土

を
踏
ん
だ
」
と
考
え
る
が
、
こ
の
母
を
産
ん
だ
土
地
は
、
や
は
り
寒
さ
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
こ
の
寒
さ
は
、
母
の
生
家
の
前
で
頂
点
に
達
す
る
。 

 

紙
を
す
く
の
は
娘
や
嫁
の

手
業

て

わ

ざ

に
な
つ
て
い
る
ら
し
く
、
庭
先
に
働
い

て
ゐ
る
人
た
ち
は
殆
ど
皆
手
拭
ひ
を

姐ね

え

さ
ん
被
り
に
し
て
ゐ
た
。
津
村

は
そ
の
、
紙
や
手
拭
ひ
の
冴
え

ぐ
と
し
た
爽
や
か
な
反
射
の
中
を
、
教

へ
ら
れ
た
家
の
軒
近
く
立
つ
た
。
見
る
と
、
標
札
に
は
「
昆
布
由
松
」
と
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あ
つ
て
、
助
左
衛
門
と
い
う
名
は
記
し
て
な
い
。
母
屋

お

も

や

の
右
手
に
、

納
屋

な

や

の
や
う
な
小
屋
が
建
つ
て
ゐ
て
、
そ
こ
の
板
敷
の
上
に
十
七
八
に
な

る
娘
が
つ
く
ば
ひ
な
が
ら
米
の

研と

ぎ
汁
の
や
う
な
色
を
し
た
水
の
中
へ

両
手
を
漬
け
て
、
木き

の

枠わ

く

を

篩ふ

る

つ
て
は
さ
つ
と

掬す

く

ひ
上
げ
て
ゐ
る
。

枠
の
中
の
白
い
水
が
、
蒸
籠
の
や
う
に
作
つ
て
あ
る

簾
す
だ
れ

の
底
へ
紙
の
形

に
沈
澱
す
る
と
、
娘
は
そ
れ
を
順
繰
り
に
板
敷
に
並
べ
て
は
、
や
が
て
又

枠
を
水
の
中
へ
漬
け
る
。
（
中
略
）
そ
の
頬
は
健
康
さ
う
に
張
り
切
つ
て
、

若
さ
で
つ
や

く
し
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
津
村
は
、
白
い
水

に
浸
つ
て
ゐ
る
彼
女
の
指
に
心
を
惹
か
れ
た
。
成
る
程
、
こ
れ
で
は

「
ひ
ゞ
あ
か
ぎ
れ
に
指
の
さ
き
ち
ぎ
れ
る
よ
ふ
」
な
の
も
道
理
で
あ
る
。

が
、
寒
さ
に
い
ぢ
め
つ
け
ら
れ
て
赤
く
ふ
や
け
て
ゐ
る
傷
々
し
い
そ
の
指

に
も
、
日
増
し
に
伸
び
る
歳
頃
の
発
育
の
力
を
抑
へ
き
れ
な
い
も
の
が
あ

つ
て
、
一
種
い
ぢ
ら
し
い
美
し
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。 

  

紙
を
漉
く
女
た
ち
は
「
皆
手
拭
ひ
を

姐ね

え

さ
ん
被
り
に
し
て
ゐ
」
る
こ
と
に

お
い
て
、
「
紙
や
手
拭
ひ
の
冴
え

ぐ
と
し
た
爽
や
か
な
反
射
の
中
」
、
白
狐
の

眷
属
た
ち
の
よ
う
に
津
村
の
前
に
現
前
す
る
。
た
だ
し
そ
の
「
冴
え

ぐ
と
し

た
爽
や
か
な
」
白
さ
の
「
反
射
」
は
、
渡
部
直
己
が
言
う
よ
う
な
「
白
紙
の
誘

惑
」
で
は
な
く
、
そ
の
「
白
紙
」
の
中
に
不
可
視
の
血
の
赤
が
潜
在
し
た
、

「
母
」
で
は
な
く
「
母
」
を
捨
て
た
「
母
の
母
」
＝
狐
憑
き
の
家
「
昆
布
家
」

の
冷
た
い
母
胎
で
あ
る
。
津
村
は
母
の
生
家
で
紙
を
漉
く
「
十
七
八
に
な
る

娘
」
（
津
村
の
母
の
長
姉
お
え
い
の
孫
娘
お

和
佐

わ

さ

）
に
特
に
心
を
惹
か
れ
る
が
、

そ
れ
は
「
白
い
水
に
浸
つ
て
ゐ
る
彼
女
の
指
」
が
「
寒
さ
に
い
ぢ
め
つ
け
ら
れ

て
赤
く
ふ
や
け
て
ゐ
る
傷
々
し
い
そ
の
指
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
語
る
。
そ

の
「
赤
い
手
」
は
津
村
の
意
識
に
お
い
て
は
祖
母
や
お
り
と
の
「
ひ
ゞ
あ
か
ぎ

れ
」
の
指
の
反
復
で
あ
る
が
、
津
村
や
話
者
の
意
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
白

い
雪
の
中
か
ら
赤
い
血
を
噴
き
出
す
こ
と
で
味
方
に
自
分
の
居
場
所
を
知
ら
せ

た
自
天
皇
の
首
の
身
振
り
を
反
復
し
て
も
い
る
。
た
だ
し
津
村
に
居
場
所
を
知

ら
せ
た
の
は
、
亡
母
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
亡
母
を
産
ん
だ
土
地
と
家
の
イ
デ

ア
的
な
母
の
血
で
あ
る
。 

「
吉
野
十
八
郷
の
荘
司
等
」
が
白
い
雪
の
中
か
ら
血
ま
み
れ
の
「
自
天
王
」

の
首
を
取
り
返
し
た
よ
う
に
、
津
村
は
「
白
い
水
」
の
中
に
「
赤
い
手
」
を
浸

け
る
お
和
佐
を
妻
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
母
を
想
像
的
に
取
り
返

そ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
際
に
は
母
の
消
去
で
あ
り
、
現
実
の
母
を
イ

デ
ア
的
な
母
に
取
り
替
え
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
お
和
佐
は
津
村
自
身
の
観
察

で
も
「
丸
出
し
の
田
舎
娘
で
決
し
て
美
人
で
も
何
で
も
な
」
く
、
「
手
足
も

無
細
工

ぶ

ざ

い

く

で
、
荒
れ
放
題
に
荒
れ
て
ゐ
」
て
、
津
村
の
母
の
よ
う
な
「
美
人
」
で

は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
津
村
が
「
何
処
か
面
ざ
し
が
写
真
で
見
る
母
の
顔

に
共
通
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
「
研
ぎ
や
う
に
依
つ
た
ら
も
つ
と
母
ら
し
く
な
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
お
和
佐
が
「
白
狐
」
の
一
族
で
あ
れ

ば
、
素
顔
が
ど
う
あ
れ
化
け
方
を
鍛
錬
す
れ
ば
、
よ
り
母
に
似
た
姿
（
そ
も
そ

も
写
真
の
母
の
美
し
さ
自
体
が
素
顔
で
は
な
く
、
複
製
技
術
と
狐
の
妖
術
に
よ

っ
て
合
成
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
）
に
化
け
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。 

津
村
は
「
何
し
ろ
境
遇
が
あ
ま
り
違
ひ
過
ぎ
る
か
ら
、
そ
の
娘
を
貰
つ
た
と

し
て
も
果
し
て
幸
福
に
行
け
る
か
ど
う
か
」
「
多
少
」
「
不
安
心
」
も
あ
る
と
語

り
、
話
者
の
「
歴
史
小
説
」
の
計
画
に
協
力
し
て
吉
野
を
案
内
し
た
の
も
、
話
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者
に
お
和
佐
を
見
て
も
ら
っ
て
太
鼓
判
を
押
し
て
も
ら
い
安
心
す
る
た
め
だ
っ

た
と
打
ち
明
け
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
物
語
を
読
む
限
り
、
津
村
は
お
和
佐

と
の
結
婚
に
最
初
か
ら
自
信
を
持
っ
て
い
て
、
話
者
の
助
言
が
必
要
だ
っ
た
よ

う
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
津
村
は
話
者
を
吉
野
に
案
内
し
、
母
恋
い

の
物
語
を
延
々
と
語
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
話
者
の
「
歴
史
小
説
」
に
協
力
す
る

た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
不
敬
な
振
舞
い
を
妨
げ
、
「
大
逆
」
に
つ
な
が

る
危
険
を
除
去
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
中
に
言
及
さ
れ
る
謡
曲
『
国

栖
』
の
老
夫
婦
が
大
友
皇
子
に
襲
わ
れ
た
（
「
大
逆
」
の
危
機
に
陥
っ
た
）
天

武
天
皇
を
助
け
た
よ
う
に
、
天
皇
制
に
忠
誠
を
捧
げ
た
の
で
は
な
い
か
。 

津
村
の
物
語
を
聞
き
終
っ
た
話
者
は
、
そ
の
物
語
に
語
ら
れ
た
母
の
実
家
で

あ
る
昆
布
家
に
泊
ま
る
が
、
そ
こ
で
の
一
夜
を
次
の
よ
う
に
語
る
。 

 

私
の
見
た
お
り
と
婆
さ
ん
や
家
族
の
人
達
の
印
象
、
住
居
の
様
子
、
製
紙

の
現
場
等
は
、
書
き
出
す
と
長
く
も
な
る
し
、
前
の
話
と
重
複
も
す
る
か

ら
、
こ
ゝ
に
は
略
す
こ
と
に
し
よ
う
。
た
ゞ
二
つ
三
つ
覚
え
て
ゐ
る
こ
と

を
云
へ
ば
、
当
時
あ
の
辺
は
ま
だ
電
燈
が
来
て
ゐ
な
い
で
、
大
き
な
爐
を

囲
み
な
が
ら
ラ
ン
プ
の
下
で
家
族
達
と
話
を
し
た
の
が
、
い
か
に
も

山
家

や

ま

が

ら
し
か
つ
た
こ
と
。
爐
に
は

樫か

し

、
櫟

く
ぬ
ぎ

、
桑
な
ど
を
く
べ
た
が
、
桑

が
一
番
火
の

保も

ち
が
よ
く
、
熱
も
柔
か
だ
と
云
ふ
の
で
、
そ
の
切
り
株

を

夥
お
び
た
だ

し
く
燃
や
し
て
、
と
て
も
都
会
で
は
思
ひ
及
ば
ぬ
贅
沢
さ
に
驚
か

さ
れ
た
こ
と
。
爐
の
上
の

梁は

り

や
屋
根
裏
が
、
か
つ
か
つ

、
、
、
、
と
燃
え
上
る
火

に
、
塗
り
た
て
の
コ
ー
ル
タ
ー
ル
の
や
う
に
真
つ
黒
く
て
ら
て
ら

、
、
、
、
光
つ
て

ゐ
た
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
熊
野
鯖
と
云
ふ
も
の
が
非
常
に
美
味
で
あ
つ

た
こ
と
。
そ
れ
は
熊
野
浦
で
獲
れ
た
鯖
を
、
笹
の
葉
に
刺
し
て
山
越
し
で

売
り
に
来
る
の
で
あ
る
が
、
途
中
、
五
六
日
か
一
週
間
程
の
あ
ひ
だ
に
、

自
然
に
風
化
さ
れ
て

乾
物

ひ

も

の

に
な
る
、
時
に
は
狐
に
そ
の
身
を
浚
は
れ
る

こ
と
が
あ
る
、
と
云
ふ
話
を
聞
い
た
こ
と
。
―
―
な
ど
で
あ
る
。 

  

全
体
と
し
て
「
冷
た
さ
」
の
感
覚
に
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
『
吉

野
葛
』
の
作
品
世
界
の
中
で
唯
一
、
こ
こ
だ
け
は
「
贅
沢
」
な
ま
で
に
木
が
燃

や
さ
れ
、
「
か
つ
か
つ

、
、
、
、
と
燃
え
上
る
火
」
の
現
前
が
語
ら
れ
る
。
紙
に
反
射
し

た
昼
間
の
「
日
」
の
光
が
「
寒
そ
う
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
夜
の
「
爐
の

上
の

梁は

り

や
屋
根
裏
」
は
、
火
に
炙
ら
れ
て
「
塗
り
た
て
の
コ
ー
ル
タ
ー
ル
の

や
う
に
真
つ
黒
く
て
ら
て
ら

、
、
、
、
光
」
る
。
し
か
し
こ
の
火
は
「
私
の
見
た
お
り
と

婆
さ
ん
や
家
族
の
人
達
の
印
象
」
を
隠
蔽
す
る
機
能
を
果
し
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
、
や
は
り
「
狐
」
の
幻
惑
的
な
火
に
見
え
る
。
こ
こ
で
話
者
が
食
す
る

「
熊
野
鯖
」
は
、
同
じ
「
腐
蝕

ア
ブ
ジ
エ

」
で
は
あ
っ
て
も
「
ず
く
し
」
が
「
水
」
に
な

る
の
に
対
し
て
、
水
気
の
な
い

乾
物

ひ

も

の

に
な
る
。「
ず
く
し
」
が
自
天
王
の
首
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
「
熊
野
鯖
」
は
「
大
逆
」
事
件
で
処
刑
さ
れ
た
社
会
主
義
者

た
ち
の
中
の
大
石
誠
之
助
ら
紀
州
グ
ル
ー
プ
の
人
々
の
死
骸
の
比
喩
と
も
考
え

ら
れ
る(

一
〇)

。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
熊
野
鯖
」
は
「
狐
」
の
食
物
で
も
あ
り

（
「
時
に
は
狐
に
そ
の
身
を
浚
は
れ
る
」
）
、
そ
れ
を
「
非
常
に
美
味
」
と
味
わ

う
話
者
は
、
既
に
「
狐
」
に
化
か
さ
れ
て
「
王
殺
し
」
殺
し
に
加
担
さ
せ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
、
そ
の
偽
り
の
暖
か
さ
の
中
で
、
「
歴
史
小
説
」
を
挫
折

さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 
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４ 

語
ら
れ
な
い
「
因
縁
」
と
し
て
の
「
大
逆
」
事
件 

  

蓮
實
重
彦
は
、
「
「
大
和
の
吉
野
の
奥
に
遊
ん
だ
の
は
、
既
に
二
十
年
ほ
ど
ま

え
、
明
治
の
末
か
大
正
の
頃
」
と
書
き
始
め
ら
れ
る
谷
崎
潤
一
郎
の
『
吉
野

葛
』
に
お
け
る
話
者
の
「
私
」
は
、
「
そ
の
一 

自
天
王
」
の
導
入
部
で
、
「
こ

の
話
は
先
ず
そ
の
因
縁
か
ら
説
く
必
要
が
あ
る
」
と
い
わ
く
あ
り
げ
に
い
う
の

だ
が
、
そ
う
思
っ
て
そ
の
先
を
読
み
進
め
て
み
て
も
、
「
そ
の
因
縁
」
と
や
ら

は
な
か
な
か
鮮
明
な
輪
郭
に
お
さ
ま
ろ
う
と
は
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る(

一
一)

。

蓮
實
に
よ
れ
ば
「
そ
の
因
縁
」
と
は
「
「
二
十
年
ほ
ど
ま
え
」
の
吉
野
散
策
の

記
憶
を
ど
う
し
て
い
ま
、
、
に
な
っ
て
語
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
因
縁
で

あ
る
が
、
話
者
「
私
」
と
作
家
谷
崎
潤
一
郎
と
の
「
乖
離
」
は
、
「
そ
の
因

縁
」
に
つ
い
て
の
律
儀
な
説
明
を
欠
落
さ
せ
た
と
す
る
。
そ
し
て
蓮
實
は
こ
の

欠
落
を
谷
崎
の
「
威
勢
の
よ
い
啖
呵
の
よ
う
な
あ
ら
れ
も
な
い
大
胆
さ
」
と
し

て
賞
賛
し
、
『
吉
野
葛
』
を
「
厄
介
な
小
説
」
と
呼
ぶ
が
、
「
そ
の
因
縁
」
を
話

者
に
語
ら
せ
ず
「
物
語
の
論
理
に
こ
だ
わ
っ
た
り
し
な
い
」
谷
崎
が
本
当
に

「
大
胆
」
で
あ
り
、
「
臆
病
」
（
蓮
實
は
「
物
語
の
論
理
に
こ
だ
わ
」
る
話
者
を

「
ど
こ
ま
で
も
臆
病
」
と
評
す
る
）
で
な
い
の
か
ど
う
か
は
、
『
吉
野
葛
』
と

「
大
逆
」
事
件
と
の
あ
り
う
べ
き
「
因
縁
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
か
ら
で
な
け

れ
ば
判
断
で
き
な
い
。 

 

蓮
實
は
「
『
吉
野
葛
』
と
い
え
ば
誰
も
が
決
ま
っ
て
口
に
す
る
母
恋
い
だ
の

皇
位
継
承
の
（
非
＝
）
正
統
性
だ
の
と
い
っ
た
主
題
」
は
、
「
「
紀
行
文
」
と
も

読
め
る
『
吉
野
葛
』
に
ふ
と
小
説
が
露
呈
さ
れ
、
話
者
た
る
「
私
」
を
戸
惑
わ

せ
る
瞬
間
」
と
は
関
係
が
な
い
と
述
べ
る
が
、
「
大
逆
」
事
件
と
い
う
「
主

題
」
は
「
誰
も
が
決
ま
っ
て
口
に
す
る
」
わ
け
で
は
な
く
、
未
だ
『
吉
野
葛
』

と
の
「
因
縁
」
で
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
日
本
や
西
欧
の
文

学
・
思
想
的
言
説
の
中
に
「
赤
」
の
表
象
を
見
出
す
本
を
書
い
て
い
る
蓮
實
が

(

一
二)

、
他
な
ら
ぬ
『
吉
野
葛
』
の
「
赤
」
に
つ
い
て
触
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
に

触
れ
る
と
「
大
逆
」
事
件
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
想
像

し
た
く
な
る
。
実
際
詩
「
愚
者
の
死
」
を
発
表
し
「
大
逆
」
事
件
に
直
接
反
応

し
た
佐
藤
春
夫
の
旧
友
で
あ
り
、
「
大
逆
」
事
件
の
刻
印
を
持
つ
中
里
介
山
の

『
大
菩
薩
峠
』
を
賞
賛
し
た
谷
崎
が
、
『
吉
野
葛
』
を
発
表
し
た
一
九
三
一
年

と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
に
対
す
る
政
府
の
弾
圧
が
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
時
期
の
「
今
」
に
お
い
て
、
「
二
十
年
ほ
ど
ま
え
」
の
物
語
（
し
か
も
そ
れ

は
「
自
天
王
」
殺
し
と
い
う
「
王
殺
し
」
の
物
語
に
ま
つ
わ
る
も
の
）
を
書
く

時
に
、「
大
逆
」
事
件
を
意
識
し
な
か
っ
た
方
が
不
自
然
に
見
え
る
。 

 

し
か
し
意
識
し
て
い
た
と
し
て
、
谷
崎
は
「
大
逆
」
事
件
を
ど
う
考
え
て
い

た
の
か
。
幸
徳
ら
が
逮
捕
さ
れ
た
同
じ
年
の
九
月
に
、
谷
崎
は
和
辻
哲
郎
ら
と

第
二
次
『
新
思
潮
』
を
創
刊
し
、
発
売
禁
止
と
な
っ
た
創
刊
号
に
実
質
的
な
処

女
作
と
言
え
る
戯
曲
「
誕
生
」
を
掲
載
し
た
。
「
誕
生
」
は
、
藤
原
道
真
と
い

う
「
王
」
的
存
在
の
娘
彰
子
が
一
条
天
皇
の
后
と
し
て
妊
娠
し
、
そ
れ
ま
で
道

真
が
蹴
落
し
て
来
た
人
々
の
悪
霊
た
ち
の
呪
詛
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
、
無
事

皇
子
（
後
の
後
一
条
天
皇
）
を
出
産
す
る
劇
で
あ
る
。
道
長
は
作
中
で
源
高
明

の
悪
霊
か
ら
「
億
兆
の
国
民
の

膏
血

こ
う
け
つ

を
す
ヽ
り
、
邪
曲
を

扶た

す

け
、
正
義
を

虐
し
い
た

げ
、
天
下
に

荊
棘

け
い
き
ょ
く

の
苦
を
負
は
す
驕
慢
の
人
」
と
罵
ら
れ
る
が
、
呪
い
に

負
け
ず
に
全
面
的
に
勝
利
す
る
。
「
誕
生
」
は
「
大
逆
」
事
件
以
前
に
書
か
れ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
に
書
か
れ
て
い
た
「
刺
青
」
を
差
し
置
い
て
こ
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の
「
時
勢
に
合
は
な
い
」(

一
三)

作
品
を
処
女
作
と
し
て
『
新
思
潮
』
に
掲
載
し

た
谷
崎
は
、
「
大
逆
」
事
件
を
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
肯
定
し
て
い
る
と
も
言

え
る
。
暴
君
的
な
「
王
」
は
殺
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
「
王
」
を
殺
そ
う
と
し
た

と
想
像
さ
れ
る
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
栄
華
を
極
め
て
欲
望
の
ま
ま
に

享
楽
す
る
。
こ
の
「
王
殺
し
」
の
否
認
の
モ
チ
ー
フ
は
、
「
麒
麟
」
「
小
さ
な
王

国
」
「
武
州
公
秘
話
」
な
ど
以
後
の
谷
崎
の
作
品
の
中
で
も
間
欠
的
に
反
復
さ

れ
る
。 

そ
し
て
そ
の
視
点
か
ら
見
る
と
「
自
天
王
」
伝
説
は
、
「
自
天
王
」
を
何
者

と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
が
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
自
天
王
」

を
正
統
的
な
天
皇
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
「
自
天
王
」
殺
し
は
天
皇
殺
し
で

あ
る
。
し
か
し
「
自
天
王
」
が
正
統
性
を
持
た
な
い
と
考
え
る
な
ら
、
「
自
天

王
」
殺
し
は
む
し
ろ
反
逆
者
殺
し
で
あ
り
、
言
わ
ば
「
王
殺
し
」
殺
し
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
実
際
明
治
末
の
「
大
逆
」
事
件
も
、
明
治
天
皇
殺
し
は
想
像
さ

れ
た
（
し
か
も
幸
徳
ら
に
よ
っ
て
で
は
な
く
山
県
有
朋
な
ど
に
よ
っ
て
）
だ
け

で
遂
行
さ
れ
ず
、
逆
に
「
王
殺
し
」
を
企
て
た
と
専
制
権
力
に
よ
っ
て
想
像
さ

れ
た
側
が
現
実
に
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
王
殺
し
」
殺
し
の
出

来
事
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
「
自
天
王
」
は
幸
徳
秋
水

に
も
重
な
る
が
、
こ
れ
は
谷
崎
が
秋
水
や
社
会
主
義
者
に
共
感
を
持
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
谷
崎
は
秋
水
ら
を
処
刑
し
た
権
力
の
前
に
倒

錯
的
に
拝
跪
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。 

絓
秀
実
は
「
大
逆
」
事
件
後
、
明
治
天
皇
が
「
崩
御
」
す
る
こ
と
で
「
「
大

逆
」
事
件
の
目
論
見
は
、
こ
こ
に
お
い
て
実
質
的
に
成
就
し
て
し
ま
っ
た
」
と

し
、
「
そ
の
後
は
「
王
殺
し
」
の
後
の
ご
と
き
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
時

代
が
来
る
」
と
述
べ
て
い
る
が(

一
四)

、
続
い
て
「
明
治
天
皇
の
死
は
果
た
し
て

「
王
殺
し
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
明
治
天
皇

の
死
」
は
「
王
殺
し
」
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
「
王
殺

し
」
と
し
て
表
象
し
、
「
王
殺
し
」
と
「
王
殺
し
」
殺
し
を
取
り
違
え
、
「
王
殺

し
」
殺
し
を
「
王
殺
し
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
象
し
た
の
が
、
「
大
逆
」
事

件
以
後
の
日
本
の
言
説
空
間
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ

ろ
』
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
象
徴
す
る
。
「
先
生
」
は
「
Ｋ
」
と
い
う
王
を
殺

し
て
い
な
い
の
に
、
殺
し
た
「
か
の
よ
う
に
」
罪
の
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
を

「
私
」
＝
国
民
に
向
け
て
語
り
、
「
王
殺
し
」
殺
し
で
あ
る
自
分
を
殺
す
こ
と

で
、
「
王
殺
し
」
が
本
当
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
「
王
殺
し
」
を
し

た
者
を
殺
す
こ
と
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
物
語
化
す
る
。
こ
の
時

谷
崎
は
そ
こ
に
お
い
て
享
楽
す
る
暴
虐
な
「
王
」
を
そ
の
享
楽
の
故
に
礼
讃
す

る
「
幇
間
」
作
家
と
し
て
文
壇
に
認
め
ら
れ
た
。
花
田
清
輝
は
「
戯
作
者
」
を

「
通
人
」
的
で
「
シ
ジ
フ
ォ
ス
」
（
「
お
の
れ
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
石
塊
と

対
決
し
、
価
値
も
な
く
、
意
味
も
な
い
、
空
々
漠
々
た
る
不
毛
の
仕
事
の
た
め

に
、
よ
ろ
こ
ん
で
か
れ
の
一
生
を
棒
に
ふ
る
」
存
在
）
的
な
「
辛
辣
な
道
化

ビ

タ

ー

・

フ

ー

ル

」

と
「
幇
間
」
的
で
「
ス
カ
ラ
ベ
・
サ
ク
レ
」
（
「
か
な
ら
ず
こ
ろ
が
り
落
ち
る
に

き
ま
っ
て
い
る
糞
の
玉
を
営
々
と
し
て
押
し
あ
げ
」
「
そ
う
い
う
お
の
れ
の
滑

稽
な
行
為
に
よ
っ
て
、
見
物
人
た
ち
を
面
白
が
ら
せ
」
る
存
在
）
的
な
「

愚
鈍
な
道
化

ド

ラ

イ

・

フ

ー

ル

」
に
分
け
、
前
者
に
永
井
荷
風
、
後
者
に
坂
口
安
吾
を
分
類
し
、

後
者
を
評
価
し
た
が
、
谷
崎
は
「
幇
間
」
で
は
な
い
と
す
る(

一
五)

。
花
田
に
よ

れ
ば
「
幇
間
」
と
は
「
客
の
機
嫌
を
と
り
、
酒
席
の
興
を
た
す
け
る
こ
と
を
も

っ
て
業
と
す
る
男
子
」
だ
が
、
彼
ら
が
「
「
ほ
ん
も
の
の
利
巧
」
の
く
せ
に
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「
ず
ぶ
の
莫
迦
」
の
よ
う
な
ふ
り
を
し
て
い
る
連
中
」
「
み
ず
か
ら
の
価
値
判

断
に
拘
泥
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
無
価
値
の
世
界
へ
の
脱
出
を
お
も
う
も
の
」
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
谷
崎
は
「
最
初
か
ら
価
値
判
断
な
ど
と
は
縁
の
な
い
、
無

価
値
の
世
界
の
住
人
」「
「
ず
ぶ
の
莫
迦
」
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。 

花
田
は
「
幇
間
」
の
概
念
を
批
評
的
に
肯
定
的
に
捉
え
直
し
た
た
め
に
谷
崎

を
「
幇
間
」
に
含
め
な
い
が
、
永
井
荷
風
が
自
覚
的
に
自
ら
を
「
幇
間
」
化
し

た
契
機
が
「
大
逆
」
事
件
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
無

価
値
の
世
界
の
住
人
」
「
ず
ぶ
の
莫
迦
」
そ
の
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
谷
崎

に
と
っ
て
も
ま
た
、
そ
の
「
莫
迦
」
（
「
刺
青
」
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
愚

お
ろ
か

」
）
を

正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
「
大
逆
」
事
件
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
花
田
は
、

谷
崎
は
、
「
政
治
」
「
忠
義
」
よ
り
も
「
セ
ッ
ク
ス
」
「
孝
行
」
に
「
同
情
」
を

持
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が(

一
六)

、
そ
れ
は
、
谷
崎
が
「
政
治
」
「
忠
義
」

に
「
理
解
」
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
谷
崎
は
、
日
本
に

お
け
る
「
政
治
」
「
忠
義
」
の
構
造
を
周
到
に
「
理
解
」
し
た
上
で
、
そ
れ
を

「
セ
ッ
ク
ス
」
「
孝
行
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
語
り
直
す
こ
と
に
、
物
語
的
な

（
あ
る
い
は
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
）
快
楽
を
見
出
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

『
吉
野
葛
』
と
い
う
題
名
は
、
津
村
の
母
の
家
の
あ
る
「
国
栖
」
と
い
う
地
名

と
、
母
恋
伝
説
の
「
葛
の
葉
」
の
「
葛
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
天

武
天
皇
の
伝
説
を
介
し
て
「
忠
義
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
谷
崎
に

お
い
て
、
「
忠
義
」
と
「
孝
行
」
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
へ
の
弾
圧
が
厳
し
く
な
り
始
め
、
「
大
逆
」
事
件
の
再

来
を
思
わ
せ
る
様
相
を
示
し
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
『
吉
野
葛
』
は
、
近
代

日
本
に
お
け
る
「
王
殺
し
」
の
未
遂
を
改
め
て
上
演
し
、
天
皇
制
へ
の
忠
誠
を

物
語
的
に
語
り
直
し
た
テ
ク
ス
ト
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
話
者
は
、
昆
布
家

で
一
夜
を
過
ご
し
た
後
、
お
和
佐
と
の
婚
約
を
交
渉
す
る
津
村
と
別
れ
て
、
歴

史
小
説
の
取
材
の
た
め
吉
野
川
の
源
流
を
遡
る
が
、
案
内
人
か
ら
次
の
よ
う
な

「
自
天
王
」
の
「
口
碑
」
を
聞
く
、 

 

此
の
案
内
者
は
ま
だ
い
ろ

く
の
口
碑
を
知
つ
て
ゐ
た
。
昔
、
京
方
の
討

手
が
此
の
地
方
へ
忍
び
込
ん
だ
と
き
、
ど
う
し
て
も
自
天
王
の
御
在
所
が

分
ら
な
い
の
で
、
山
又
山
を
捜
し
求
め
つ
ゝ
、
一
日
偶
然
此
の
峡
谷
へ
や

つ
て
来
て
、
ふ
と
渓
川
を
見
る
と
、
川
上
の
方
か
ら
黄
金
が
流
れ
て
来
る
、

そ
こ
で
そ
の
黄
金
の
流
れ
を
伝
は
つ
て

遡
さ
か
の
ぼ

つ
て
行
つ
た
ら
、
果
し
て
王

の
御
殿
が
あ
つ
た
と
云
ふ
話
。
王
が
北
山
の
御
所
へ
お
移
り
に
な
つ
て
か

ら
、
毎
朝
顔
を
お
洗
ひ
に
な
る
の
に
、
御
所
の
前
を
流
れ
て
ゐ
る
北
山
川

の
河
原
に
立
た
れ
る
の
が
例
で
あ
つ
た
が
、
い
つ
も
影
武
者
が
二
人
お
供

し
て
ゐ
て
、
ど
れ
が
王
様
か
見
分
け
が
つ
か
な
い
。
討
手
の
者
が
た
ま

く
其
処
を
通
り
合
は
せ
た
村
の
老
婆
に
尋
ね
る
と
、
老
婆
は
、
「
あ
の

口
か
ら
白
い
息
を
吐
い
て
い
ら
つ
し
や
る
の
が
王
様
だ
」
と
教
へ
た
。
そ

の
た
め
に
討
手
は
襲
ひ
か
ゝ
つ
て
王
の
御
首
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
た
が
、

老
婆
の
子
孫
に
は
そ
の
後
代
々
不
具
の
子
供
が
生
れ
る
と
云
ふ
話
。
―
― 

 
 

 

こ
こ
に
書
き
留
め
ら
れ
る
二
つ
の
話
の
う
ち
、
一
つ
目
の
話
は
、
「
黄
金
」

（
糞
尿
を
婉
曲
に
言
い
換
え
た
と
も
読
め
る
）
を
川
に
垂
れ
流
す
「
王
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
語
り
、
二
つ
目
の
話
は
、
そ
の
「
王
」
が
密
告
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、

密
告
者
＝
「
王
殺
し
」
の
子
孫
が
そ
の
「
大
逆
」
の
罪
に
祟
ら
れ
る
物
語
を
語
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る
。 こ

こ
に
は
絓
秀
実
が
夏
目
漱
石
『
道
草
』
の
「
潜
在
的
な
モ
チ
ー
フ
」
と
し

て
指
摘
す
る
「
貨
幣
を
糞
尿
と
し
て
排
泄
す
る
と
こ
ろ
の
、
不
死
の
王
の
身
体

に
対
す
る
「
大
逆
」
と
い
う
問
題
」(

一
七)

が
明
示
的
に
現
れ
て
い
る
が
、
話
者

は
そ
れ
ら
を
「
伝
説
」
と
否
認
し
、
自
天
王
の
御
所
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
地
に

つ
い
て
も
「
三
の
公
は
史
実
よ
り
も
伝
説
の
地
で
は
な
い
だ
ら
う
か
」
と
疑
問

に
付
す
。
作
品
冒
頭
「
王
の
御
首
が
雪
中
よ
り
血
を
噴
き
上
げ
た
」
と
い
う

「
王
殺
し
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
熱
く
な
っ
て
い
た
話
者
は
、
津
村
の
物
語
を
聞
き

終
わ
っ
た
後
、
最
後
に
は
「
王
殺
し
」
は
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着

き
、
す
っ
か
り
冷
め
て
い
る
。
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
期
待
し
て
い
た
温
泉
も

冷
た
く
て
入
れ
ず
、
入
る
に
は
「
河
原
に
捨
て
ゝ
あ
る
鉄
砲
風
呂
」
に
湯
を
入

れ
て
沸
し
直
す
し
か
な
い
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
「
鉄
砲
」
に
よ
っ
て
現
実
に

「
王
殺
し
」
を
し
な
け
れ
ば
、
温
泉
は
熱
く
な
ら
な
い
（
幸
徳
秋
水
と
管
野
す

が
子
は
湯
河
原
温
泉
で
逮
捕
さ
れ
た
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

話
者
が
「
そ
の
鉄
砲
風
呂
の
方
を
振
り
返
つ
た
と
き
、
吊
り
橋
の
上
か
ら
、

「
お
ー
い
」
」
と
津
村
が
話
者
に
呼
び
か
け
た
こ
と
は
、
こ
の
意
味
で
偶
然
で

は
あ
り
え
な
い
。
津
村
は
話
者
に
呼
び
か
け
る
こ
と
で
話
者
が
「
鉄
砲
」
に
よ

る
現
実
の
「
王
殺
し
」
に
誘
惑
さ
れ
る
の
を
阻
止
し
、
「
噴
き
上
」
が
る
か
も

し
れ
な
い
「
血
」
に
よ
っ
て
、
自
身
と
お
和
佐
が
「
二
人
の
重
み
で
」
「
微
か

に
揺
れ
る
」
「
吊
り
橋
」
か
ら
谷
に
落
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
危
険
を
回
避

し
て
い
る
。
こ
の
呼
び
か
け
は
、
「
コ
ー
ン
、
コ
ー
ン
」
と
い
う
「
下
駄
の

音
」
＝
狐
の
声
（
一
八
）

に
よ
っ
て
魔
法
が
か
け
ら
れ
、
補
強
さ
れ
て
い
る
。 

 

谷
崎
を
「
物
語
の
ブ
タ
」
と
呼
ぶ
中
上
健
次
は
「
『
吉
野
葛
』
を
私
は
谷
崎

の
最
高
傑
作
と
取
る
が
、
そ
れ
は
『
吉
野
葛
』
に
は
法
や
制
度
の
作
家
た
る
谷

崎
が
こ
の
小
説
の
中
に
差
別
を
持
ち
込
ん
で
あ
や
う
く
法
・
制
度
が
内
側
か
ら

破
砕
す
る
と
い
う
形
が
あ
り
、
何
よ
り
も
谷
崎
が
爛
熟
し
て
い
る
こ
と
に
あ

る
」
と
述
べ
、
「
谷
崎
は
こ
の
作
品
で
初
め
て
法
と
制
度
つ
ま
り
物
語
に
抵
触

し
た
と
言
い
得
る
」
と
言
う(

一
九)

。
中
上
は
そ
れ
以
上
具
体
的
に
『
吉
野
葛
』

を
解
読
し
て
い
な
い
が
、
吉
野
と
い
う
土
地
に
お
い
て
津
村
が
受
け
入
れ
ら
れ
、

話
者
が
拒
ま
れ
る
『
吉
野
葛
』
の
物
語
は
、
中
上
が
母
か
ら
語
り
聞
い
た
「
キ

ン
ジ
ニ
ヤ
ニ
ヤ
」
の
物
語(

二
〇)

に
構
造
的
に
似
て
い
る
。
そ
の
物
語
に
よ
れ
ば
、

「
親
孝
行
の
息
子
」
は
、
転
が
っ
た
弁
当
を
追
い
か
け
て
「
車

く
る
ま

街
道

か
い
ど
う

の
道
」

に
入
り
、
「
キ
ン
ジ
ニ
ヤ
ニ
ヤ
猫
の
声
す
れ
ば
よ
！
」
と
い
う
歌
を
歌
い
な
が

ら
餅
を
搗
く
ネ
ズ
ミ
（
『
吉
野
葛
』
の
紙
漉
き
の
女
た
ち
と
同
じ
く
「
姉あ

ね

さ
ん

か
ぶ
り
し
て
手
拭
い
し
た
る
」
姿
を
し
て
い
る
）
と
出
会
い
、
「
へ
ん
な
事
」

を
言
わ
な
か
っ
た
お
か
げ
で
お
み
や
げ
を
も
ら
っ
て
帰
り
「
金
持
ち
」
に
な
る

が
、
「
隣
の
欲
ジ
ジ
」
は
「
猫
の
声
」
を
発
し
て
脅
そ
う
し
た
た
め
に
首
を
切

ら
れ
る
。 

 

「
親
孝
行
の
息
子
」
で
あ
る
津
村
が
お
和
佐
と
い
う
お
み
や
げ
を
得
た
と
す

れ
ば
、
「
隣
の
欲
ジ
ジ
」
で
あ
る
『
吉
野
葛
』
の
話
者
は
、
危
う
く
「
大
逆
」

に
つ
な
が
る
「
猫
の
声
」
＝
「
キ
ン
ジ
」
（
中
上
は
「
キ
ン
ジ
」
は
「
禁
辞
」

＝
「
言
っ
て
は
い
け
な
い
言
葉
、
タ
ブ
ー
の
言
葉
」
、
さ
ら
に
は
「
禁
裡
」
＝

「
天
皇
や
そ
の
周
囲
の
聖
な
る
空
間
」
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
）
を
発

し
か
け
て
、
そ
れ
を
津
村
に
止
め
ら
れ
、
命
を
助
け
ら
れ
た
と
言
え
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
物
語
を
書
く
谷
崎
の
「
大
胆
」
さ
は
、
天
皇
制
と
い
う
冷
え
切

っ
た
「
母
の
母
」
の
母
胎
を
熱
く
す
る
も
の
は
、
現
実
に
は
な
く
、
物
語
の
中
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に
し
か
な
い
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
渡
部

は
『
吉
野
葛
』
に
お
い
て
「
私
た
ち
が
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
も
の
は
、
ま

ぎ
れ
も
な
く
、
生
ま
れ
た
一
瞬
に
み
ず
か
ら
《
母
》
を
葬
る
完
璧
な
捨
て
子

、
、
、
、
、
、
と

し
て
の
〈
小
説
〉
の
す
が
た
で
あ
り
、
そ
の
〈
子
〉
の

生
成

う

ご

き

を
鼓
舞
し
て
や

ま
ぬ
《
妣
》
の
力
で
あ
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
の
実
態
を
見
る

と
《
母
》
を
葬
る
主
体
は
む
し
ろ
《
妣
》
＝
「
母
の
母
」
で
あ
っ
て
、
〈
子
〉

は
《
妣
》
が
《
母
》
の
代
補
と
し
て
提
供
す
る
新
た
な
《
母
》
を
受
容
す
る
ロ

ボ
ッ
ト
的
傀
儡
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
で
実
際
に
そ
こ
に
展
開
し
て
い
た
の

は
、
「
母
の
母
」
が
「
母
」
を
葬
り
、
「
息
子
」
に
新
し
い
「
母
」
を
あ
て
が
う

「
物
語
」
の
運
動
で
あ
る
。
本
当
の
「
小
説
」
は
こ
の
時
間
の
「
遠
火
」
で
焦

げ
た
紙
の
母
胎
を
直
火
で
炎
上
さ
せ
た
後
の
灰
の
中
に
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
そ
の
火
種
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。 

                                           

          

 
 

《
注
》 

 

（
一
） 

初
出
「
中
央
公
論
」
、
一
九
三
一
・
一
、
二
。
単
行
本
『
盲
目
物
語
』

（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
二
・
二
）
に
収
録
。
本
文
の
引
用
は
『
谷

崎
潤
一
郎
全
集
』
第
十
五
巻
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
・
二
）

に
拠
る
。 

（
二
） 

「
不
着
の
遡
行
―
―
新
『
吉
野
葛
』
注
」
、『
言
葉
の
奇
蹟
』（
作
品

                                        

                                        

                               

 

社
、
二
〇
一
三
・
五
）
所
収
。 

（
三
） 

作
中
に
言
及
さ
れ
る
資
料
の
中
、
「
赤
松
記
」
（
『
群
書
類
従
』
第
二

一
輯
所
収
）
で
は
「
吉
野
十
八
郷
の
者
起
り
。
跡
よ
り
追
ひ
懸
候
間
。

御
頸
を
隠
し
置
候
得
ば
奇
特
な
る
こ
と
に
て
。
血
涌
上
り
其
血
に
て

其
血
に
て
あ
ら
は
れ
」
と
あ
り
、
「
南
山
巡
狩
録
附
録
」
（
『
改
訂
史

籍
集
覧
』
第
四
巻
所
収
）
に
は
「
宮
の
御
首
を
雪
中
に
か
く
す
と
い

へ
ど
も
血
湧
上
り
其
血
に
て
顕
れ
」
と
あ
る
。 

（
四
） 

「『
吉
野
葛
』
注
」、『
室
町
小
説
集
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九

〇
・
一
〇
）
所
収
。
花
田
は
『
吉
野
葛
』
の
話
者
と
谷
崎
を
同
一
視

し
て
書
い
て
い
る
。 

（
五
） 

『
縁
の
物
語
―
―
「
吉
野
葛
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
―
―
』、
新
典
社
、

一
九
九
二
・
一
二
。 

（
六
） 

「
小
説
と
し
て
の
闘
争
／
小
説
か
ら
の
闘
争
…
…
『
吉
野
葛
』
、
谷

崎
潤
一
郎
一
九
三
一
」
、『
言
葉
を
食
べ
る
』
（
世
織
書
房
、
二
〇
〇

九
・
一
二
）
所
収
。 

（
七
） 

前
掲
五
味
渕
（
注
六
参
照
）
は
、
話
者
の
吉
野
旅
行
を
一
九
一
二
年

晩
秋
と
特
定
し
、
南
北
朝
正
閏
問
題
と
の
関
係
を
強
調
す
る
。 

（
八
） 

『
日
本
近
代
文
学
大
系 

第
三
〇
巻 

谷
崎
潤
一
郎
集
』
（
角
川
書

店
、
一
九
七
一
・
七
）
の
橋
本
芳
一
郎
に
よ
る
注
。 

（
九
） 

東
郷
克
美
（「
狐
妻
幻
想
―
―
「
吉
野
葛
」
と
い
う
織
物
」
、
『
異
界

の
方
へ
―
鏡
花
の
水
脈
』
（
有
精
堂
、
一
九
九
四
・
二
）
所
収
）
は
、

『
吉
野
葛
』
に
お
い
て
「
「
狐
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
陰
に
陽
に
こ
の

作
品
の
全
プ
ロ
ッ
ト
を
支
配
し
続
け
る
」
と
述
べ
て
、
「
狐
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
軸
に
詳
細
に
『
吉
野
葛
』
を
分
析
し
て
い
る
が
、「
自
天

王
」
を
め
ぐ
る
「
歴
史
小
説
」
の
問
題
系
と
の
関
係
に
は
触
れ
て
い

な
い
。 

（
一
〇
）
南
北
朝
正
閏
問
題
で
北
朝
正
統
説
を
唱
え
て
非
難
を
浴
び
た
喜
田
貞
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吉
は
新
聞
談
話
「
南
北
朝
事
件
真
相 

喜
田
博
士
の
弁
疏
」（
「
東
京

朝
日
新
聞
」、
一
九
一
一
年
二
月
一
〇
日
朝
刊
）
で
「
今
回
の
逆
徒

中
紀
州
出
身
の
者
多
く
紀
州
は
南
朝
の
忠
臣
が
最
後
ま
で
奮
戦
し
た

る
処
な
る
が
故
に
彼
等
の
中
或
は
「
北
朝
の
皇
統
如
き
何
ぞ
や
」
と

激
語
す
る
者
あ
り
し
や
に
伝
ふ
れ
ど
も
」
と
、「
大
逆
」
事
件
に
紀

州
出
身
者
が
多
か
っ
た
こ
と
と
紀
州
が
「
南
朝
の
忠
臣
が
最
後
ま
で

奮
戦
し
た
る
処
」
だ
っ
た
こ
と
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
当
時
「
紀

州
」
と
「
大
逆
」
事
件
と
の
連
想
は
特
殊
で
は
な
く
、
谷
崎
が
わ
ざ

わ
ざ
「
熊
野
」
の
名
前
を
出
し
て
い
る
の
も
意
図
的
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
。 

（
一
一
）
「
「
厄
介
な
因
縁
」
に
つ
い
て
」
、
『
魅
せ
ら
れ
て
』
（
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
〇
四
・
七
）
所
収
。 

（
一
二
）
『
「
赤
」
の
誘
惑
』、
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
・
三
。 

（
一
三
）
谷
崎
は
「
青
春
物
語
」
（
初
出
「
中
央
公
論
」
一
九
三
二
・
九
～
三

三
・
三
、
引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
十
六
巻
）
の
「
「
新
思

潮
」
創
刊
前
後
の
こ
と
」
に
お
い
て
「
私
は
何
故
「
刺
青
」
の
方
を

後
廻
し
に
し
て
、
時
勢
に
合
は
な
い
「
誕
生
」
の
方
を
先
に
し
た
の

か
、
今
そ
の
理
由
を
解
す
る
に
苦
し
む
が
、
恐
ら
く
私
の
天
邪
鬼
が

さ
う
さ
せ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
」
と
回
想
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
理

由
」
に
「
大
逆
」
事
件
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。 

（
一
四
）
『
「
帝
国
」
の
文
学
』（
以
文
社
、
二
〇
〇
一
・
七
）
第
六
章
「
フ
ァ

ル
ス
を
め
ぐ
る
大
逆
」。 

（
一
五
）
「
ス
カ
ラ
ベ
・
サ
ク
レ
」
、
原
題
「
戯
作
の
系
譜
」（
岩
波
講
座
『
文

学
４
』
、
一
九
五
四
・
一
）
、
『
花
田
清
輝
全
集
』
第
六
巻
（
講
談
社
、

一
九
七
八
・
一
）
所
収
。 

（
一
六
）
「
『
吉
野
葛
』
注
」、
注
四
参
照
。 

（
一
七
）
『
「
帝
国
」
の
文
学
』（
以
文
社
、
二
〇
〇
一
・
七
）
第
七
章
「
漱
石

と
天
皇
」
。 

（
一
八
）
前
述
の
東
郷
克
美
（
注
九
参
照
）
は
「
コ
ー
ン
、
コ
ー
ン
」
に
つ
い

                                        

                                        

                               

 

て
、
「
こ
れ
が
下
駄
の
音
で
あ
る
と
同
時
に
、
狐
の
鳴
き
声
に
通
う

も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
」
と
し
、「
お
和
佐
は
尾
の
あ

、
、
、

る、
国
栖
人
な
ら
ぬ
、
稲
束
の
よ
う
な
尾
を
隠
し
も
っ
た
狐
妻
だ
っ

た
」
と
述
べ
て
い
る
。 

（
一
九
）
「
物
語
の
系
譜
」
、『
中
上
健
次
エ
ッ
セ
イ
撰
集
〔
文
学
・
芸
能
篇
〕
』

（
恒
文
社
２
１
、
二
〇
〇
二
・
二
）
所
収
。 

（
二
〇
）
『
紀
州 

木
の
国
・
根
の
国
物
語
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
・

七
）
「
古
座
」。 


