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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
高
校
二
年
生
用
の
「
現
代
国
語
」
の
教
科
書
に
、
教
材
と
し
て
採

用
さ
れ
て
い
る
坂
口
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」（『
都
新
聞
』
一
九
四
一
〔
昭

和
一
六
〕
年
一
一
月
二
〇
～
二
二
日
）
を
取
り
上
げ
、作
品
の
読
解
を
通
し
て
、

教
科
指
導
上
の
諸
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
、教
科
書
ガ
イ
ド
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
た
と
え
ば
、『
筑

摩
書
房
版　

現
代
文　

新
訂
版　

学
習
書
』（
協
学
出
版　

二
〇
〇
八
〔
平
成

二
〇
〕
年
三
月
）
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
一
九
四
一
年
当
時
は
、太
平
洋
戦
争
勃
発
の
直
前
、

軍
国
主
義
体
制
の
下
に
、
国
家
へ
の
批
判
は
封
じ
ら
れ
、
自
由
主
義
的
な

も
の
は
す
べ
て
弾
圧
の
対
象
と
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
の
重

苦
し
い
時
代
と
ラ
ム
ネ
氏
の
出
な
い
暗
黒
の
時
代
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。〔
…
〕
そ
し
て
、
そ
う
し
た
思
想
的
な
暗
黒
時
代
に
お
い
て
、

少
数
の
戯
作
者
は
、
色
恋
の
ざ
れ
ご
と
を
書
い
て
、
時
代
の
風
潮
に
反
抗

し
た
。
そ
の
生
き
方
に
、
筆
者
は
、
一
見
た
あ
い
な
く
こ
っ
け
い
で
あ
っ

て
も
、
物
の
あ
り
か
た
を
変
え
て
き
た
ラ
ム
ネ
氏
の
精
神
を
見
い
だ
し
た

か
ら
で
あ
る
。

　

安
吾
は
「
軍
国
主
義
体
制
」
と
い
う
「
時
代
の
風
潮
に
反
抗
し
た
」
作
家
と

見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
を
抵
抗
文
学
と
し
て
最

初
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
花
田
清
輝
・
佐
々
木
基
一
・
杉
浦
明
平
『
日
本
抵
抗

文
学
選
』（
三
一
書
房　

一
九
五
五
〔
昭
和
三
〇
〕
年
一
一
月
）
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
益
田
勝
実
が
国
語
教
科
書
に
当
該
作
品
を
採
用
し
、「
堂
々
と
時
代

に
抗
し
て
の
文
学
者
と
し
て
の
〈
志
〉
の
表
明
」
を
し
た
文
章
と
評
価
す
る
の
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で
あ
る（
注
一
）
。
こ
う
し
た
読
み
は
、
坂
口
郁（
注
二
）
や
、
関
口
安
義（
注
三
）
な
ど
の
諸

論
文
に
も
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
戦
争
に
向
か
う
時
代
の
な
か
で
芸
術
的
抵
抗

を
し
め
し
た
作
品
と
い
う
定
説
と
な
っ
て
、
学
習
指
導
書
に
も
こ
の
解
釈
が
採

択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
本
当
に
安
吾
が
当
時
の
時
代
状
況
に
対
し
て
批
判
し
た
作
品
と
し

て
の
み
読
ん
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
ほ
ど
事
態
は
単
純
な
問
題
で
は
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
当
該
作
品
の
構
成
と
論

旨
の
展
開
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
そ
し
て
、
成
立
事
情
に
つ
い

て
も
考
察
し
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
作
品
の
成
立
過
程
を
考
察
し
て
い
く
。

さ
ら
に
、
安
吾
の
他
の
作
品
な
ど
の
叙
述
も
踏
ま
え
、
時
代
の
状
況
と
ど
の
よ

う
に
対
峙
し
た
作
品
と
読
め
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。
以
上
の
考
察

を
通
し
て
、先
行
研
究
や
学
習
指
導
書
な
ど
で
示
さ
れ
て
い
る
定
説
に
つ
い
て
、

い
か
な
る
問
題
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

一　
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
構
成

　

坂
口
安
吾
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
は
、『
上
』、『
中
』、『
下
』
の
三
回
に
分

け
て
連
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
立
て
の
内
容
を
分

析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　
『
上
』
の
構
成
は
二
つ
の
話
題
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
つ
目
の
話
題
は
、
三

好
達
治
、
小
林
秀
雄
、
島
木
健
作
、
坂
口
安
吾
た
ち
に
よ
る
ラ
ム
ネ
談
義
で
あ

る
。
三
好
に
よ
れ
ば
、「
ラ
ム
ネ
は
ラ
ム
ネ
ー
氏
な
る
人
物
が
発
明
」
し
た
の

だ
と
し
、「
フ
ラ
ン
ス
の
辞
書
に
も
ち
や
ん
と
載
つ
て
ゐ
る
事
実
」
だ
と
断
言

す
る
の
で
あ
る
。
あ
り
あ
わ
せ
の
辞
書
で
調
べ
た
が
「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
は
現
れ

ず
、
三
人
は
大
笑
い
を
し
た
。
三
好
達
治
が
憤
然
と
し
て
「
プ
チ
・
ラ
ル
ッ
ス

に
載
つ
て
ゐ
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
。
後
日
「
プ
チ
・
ラ
ル
ッ
ス
」

を
調
べ
て
み
た
が
、「
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
は
載
っ
て
い
な
い
か
わ
り
に
、「
フ
ェ
リ

シ
テ
・
ド
・
ラ
ム
ネ
ー
氏
」
が
載
っ
て
い
た
と
記
す
。
そ
し
て
、「
尤
も
、
こ

の
哲
学
者
が
、
そ
の
絢け
ん

爛ら
ん

に
し
て
強
壮
な
思
索
を
ラ
ム
ネ
の
玉
に
も
こ
め
た
と

す
れ
ば
、
ラ
ム
ネ
の
玉
は
益
々
も
つ
て
愛
嬌
の
あ
る
品
物
と
言
は
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
結
ぶ
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
坂
口
安
吾
が
ラ
ム
ネ
の
玉

を
発
明
し
た
人
物
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
明
者
を

高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

二
つ
目
の
話
題
は
、
フ
グ
の
毒
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
我
々
は
事
も
な
く
フ

グ
料
理
に
酔
い
痴
れ
て
ゐ
る
が
、
あ
れ
が
料
理
と
し
て
通
用
す
る
に
至
る
ま
で

の
暗
黒
時
代
を
想
像
す
れ
ば
、そ
こ
に
も
一
篇
の
大
ド
ラ
マ
が
あ
る
」
と
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
ド
ラ
マ
」
を
太
郎
兵
衛
と
頓
兵
衛
に
仮
託
し
て
語
る
の
で
あ

る
。「
爾じ

来ら
い

こ
の
怪
物
を
食
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
遺
言
し
た
太
郎
兵
衛
」
も
い
る

だ
ろ
う
が
、「
俺
は
不
幸
に
し
て
血
を
し
ぼ
る
の
を
忘
れ
た
や
う
だ
が
、
お
前

達
は
忘
れ
ず
に
血
を
し
ぼ
つ
て
食
ふ
が
い
ゝ
。〔
…
〕
か
う
遺
言
し
て
往
生
を

遂
げ
た
頓
兵
衛
が
ゐ
た
に
相
違
な
い
」
と
記
す
。
つ
ま
り
、
何
の
発
明
も
せ
ず

に
死
ん
で
い
っ
た
太
郎
兵
衛
と
、
何
ら
か
の
発
明
を
し
て
死
ん
で
い
っ
た
頓
兵

衛
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
血
」
を
絞
れ
、「
胃
袋
」
を
取
り

除
け
、「
肝
臓
」
を
取
り
除
け
、「
臓
物
の
一
つ

く
」
を
取
り
除
け
な
ど
、
様
々

な
遺
言
を
残
し
て
死
ん
で
い
っ
た
数
多
く
の
頓
兵
衛
が
い
た
の
だ
。
そ
の
歴
史

が
積
み
重
な
っ
て
、
よ
う
や
く
フ
グ
を
食
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
グ
を
食
べ
る
発
明
を
し
た
人
物
と
し
て
、
幾
十
百

の
頓
兵
衛
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
二
つ
の
話
題
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
何
ら
か
の
発
明
を
し
た
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人
物
、
す
な
わ
ち
ラ
ム
ネ
氏
を
論
者
で
あ
る
坂
口
安
吾
は
高
く
評
価
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　
『
中
』
に
つ
い
て
も
二
つ
の
話
題
に
注
目
し
た
い
。
一
つ
目
は
論
者
で
あ
る

「
私
」（
坂
口
安
吾
が
モ
デ
ル
、
筆
者
注
）
の
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
茸
と

り
の
名
人
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、「
私
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。「
私
」

が
若
園
清
太
郎
と
信
州
の
奈
良
原
鉱
泉
に
逗
留
し
た
と
き
の
こ
と
が
描
か
れ
て

い
る
。
こ
の
鉱
泉
で
は
、「
毎
日
毎
晩
、
鯉
と
茸
を
食
は
せ
、
そ
れ
以
外
の
も

の
は
稀
に
し
か
食
は
せ
て
く
れ
ぬ
」
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
出
さ
れ
る
茸

は
「
決
し
て
素
性
あ
る
茸
」
で
は
な
く
、「
現
れ
た
茸
を
睨
む
や
、先
づ
腕
組
し
、

一
応
は
呻う
な

つ
て
も
み
て
、
植
物
辞
典
が
あ
る
な
ら
ば
箸
よ
り
先
に
そ
れ
を
執
ら

う
と
い
ふ
気
持
に
襲
は
れ
る
茸
」
な
の
だ
と
い
う
。「
私
」
は
結
局
そ
の
茸
を

食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、「
私
の
や
う
に
恐
れ
て
食
は
ぬ
者

の
中
に
は
、
決
し
て
ラ
ム
ネ
氏
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
」
と
し
、

「
私
」
は
「
ラ
ム
ネ
氏
」
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

二
つ
目
の
話
題
と
な
る
茸
と
り
の
名
人
の
話
に
移
ろ
う
。
こ
の
奈
良
原
鉱
泉

の
集
落
に
は
茸
と
り
の
名
人
が
い
て
、「
こ
の
名
人
が
と
つ
て
き
た
茸
で
あ
る

か
ら
、絶
対
に
大
丈
夫
」
だ
と
宿
の
者
は
い
う
。
し
か
し
、「
私
」
の
逗
留
中
に
、

「
こ
の
名
人
が
、
自
分
の
茸
に
あ
た
つ
て
、
往
生
を
遂
げ
て
し
ま
つ
た
」
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
臨
終
の
さ
ま
を
訊
ね
て
み
る
と
、
名
人
は
必
ず
し
も

後
悔
し
て
は
ゐ
な
か
つ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
こ
の
部
落
で
は
、
そ
の
翌

日
に
も
う
人
々
が
茸
を
食
べ
て
ゐ
た
」
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
何
の
毒
に
当
た
っ

て
死
ん
だ
の
か
そ
の
分
析
を
し
な
い
茸
と
り
の
名
人
も
村
人
も
、
何
ら
か
の
発

明
を
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、「
ラ
ム
ネ
氏
」で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
村
に
は
「
ラ
ム
ネ
氏
」
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
中
』
の
二
つ
の
話
題
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
茸
の
毒
を
恐
れ
て
食

べ
な
い
「
私
」
も
茸
の
毒
に
つ
い
て
何
の
発
見
も
し
な
い
村
人
も
、「
ラ
ム
ネ
氏
」

で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
ラ
ム
ネ
氏
は
必
ず
し
も
常
に
一
人
」
で

あ
る
と
は
限
ら
ず
、「
か
う
い
ふ
暗
黒
な
長
い
時
代
に
わ
た
つ
て
、
何
人
も
の

血
と
血
の
つ
な
が
り
の
中
に
、
や
う
や
く
一
人
の
ラ
ム
ネ
氏
」
が
潜
ん
で
い
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、二
つ
の
話
題
か
ら「
ラ

ム
ネ
氏
」
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
潜
在
的
な
「
ラ
ム
ネ
氏
」
の
存
在
の

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
下
』
に
つ
い
て
も
、
二
つ
の
話
題
に
注
目
し
つ
つ
検
討
し
て
い
こ
う
。
一

つ
目
の
話
題
は
「
愛
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
二
つ
目
の
話
題
は
「
文
学
」
に
つ

い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、「
愛
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
日
本
に
切
支
丹
が
渡
来

し
た
と
き
、「『
愛
』
と
い
ふ
字
の
翻
訳
に
、彼
等
は
ほ
と
ほ
と
困
却
」
し
た
。「
愛

は
直
ち
に
不
義
を
意
味
」
し
た
か
ら
だ
。
西
洋
の
「
愛
は
喜
怒
哀
楽
と
も
に
生

き

く
と
し
て
、
恐
ら
く
生
存
」
に
裏
打
ち
さ
れ
る
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
日
本
の
「
愛
は
結
合
し
て
生
へ
展
開
す
る
こ
と
が
な
く
、
死
へ
つ
な
が
る
」

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
伴
天
連
は
、「
ア
モ
ー
ル
（
ラ
ヴ
）
に
相
当
す

る
日
本
語
と
し
て
、『
御
大
切
』
と
い
ふ
単
語
を
あ
み
だ
し
た
」
の
で
あ
る
。「
こ

の
発
明
も
亦
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
も
言
葉
の

発
明
を
消
極
的
な
が
ら
、
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

二
つ
目
の
話
題
の
「
文
学
」
に
つ
い
て
、
愛
を
邪
悪
と
と
ら
え
る
時
代
に
、

そ
う
し
た
「
公
式
」
に
反
抗
を
試
み
た
人
た
ち
を
「
戯
作
者
」
と
呼
ぶ
の
だ
と

す
る
。
そ
し
て
、「
戯
作
者
も
亦
、
一
人
の
ラ
ム
ネ
氏
で
は
あ
つ
た
の
だ
」
と

記
す
。「
文
学
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
戯
作
者
を
「
ラ
ム
ネ
氏
」
と
み
な
し
、

そ
う
し
た
人
々
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
し
て
、
発
明
す
る
も
の

の
「
結
果
の
大
小
は
問
題
で
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
フ
グ
で
あ
れ
ラ
ム
ネ
で
あ

れ
、
何
か
に
「
徹
す
る
者
の
み
」
が
「
物
の
あ
り
か
た
を
変
へ
て
き
た
」
の
で
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あ
る
。
そ
れ
が
「
一
生
の
業
と
す
る
に
足
り
る
」
こ
と
と
し
て
、
高
く
評
価
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
下
』
で
も
、
何
か
を
発
見
す
る
人
が
評
価
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、『
上
』『
中
』『
下
』
の
各
章
の
構
成
と
論
旨
の
展
開
を
検
討
し
て
き
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
つ
い
て
、
二
つ
の
話
題
に
注
目
し
て
こ
こ
ま
で
検
証
し
て
き

た
。
安
吾
が
評
価
し
て
い
る
の
は
、
何
か
を
発
明
す
る
「
ラ
ム
ネ
氏
」
で
あ
る

と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
何
も
発
明
し
な
い
存
在
は
「
ラ
ム
ネ
氏
」
と

は
言
え
な
い
が
、
た
だ
し
そ
の
中
に
も
潜
在
的
に
「
ラ
ム
ネ
氏
」
に
な
る
可
能

性
の
あ
る
者
が
い
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

作
品
の
成
立
過
程
（
一
）

　
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
成
立
過
程
を
考
え
る
上
で
、
見
過
ご
せ
な
い
の
が

全
て
の
章
で
坂
口
安
吾
自
身
の
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。そ
し
て
、

辞
書
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
が
当
該
作
品
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
ま
た
作
品
の
成
立
事
情
を
さ
ぐ
る
こ

と
に
よ
っ
て
何
が
見
え
て
く
る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
小
林
秀
雄
、
島
木
健
作
、
三
好
達
治
、
坂
口
安
吾
の
四
名
が
集
ま
っ

た
日
の
こ
と
を
、
安
吾
は
「
釣
り
師
の
心
境
」
の
な
か
で
も
記
し
て
い
る（
注
四
）
。

「
六
月
一
日
の
鮎
の
解
禁
日
に
大
い
に
釣
ろ
う
」
と
思
い
、
三
好
達
治
が
「
小

林
秀
雄
と
島
木
健
作
の
と
こ
ろ
へ
六
月
一
日
に
鮎
を
食
い
に
来
い
と
い
う
案
内

状
を
発
送
」
し
た
。
案
内
に
応
じ
た
小
林
秀
雄
、
島
木
健
作
が
「
馬
鹿
正
直
」

に
や
っ
て
き
た
。
早
川
で
は
「
メ
ダ
カ
」
の
よ
う
な
鮎
し
か
釣
れ
な
か
っ
た
が
、

「
三
好
の
門
弟
が
酒
匂
川
で
釣
っ
て
き
た
一
二
～
一
五
セ
ン
チ
大
の
鮎
お
よ
そ

二
〇
〇
匹
」
を
持
っ
て
き
て
そ
れ
を
肴
に
酒
を
飲
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
昭

和
十
六
年
の
六
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
」
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
一
日
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
金
原
左
門
の
研
究
が
詳
し
い（
注
五
）
。
金

原
に
よ
れ
ば
、
三
好
の
門
弟
の
一
人
で
あ
っ
た
鈴
木
貫
介
に
聞
き
取
り
を
し
、

「
前
年
」
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
六
月
一
日
に
集
っ

た
の
だ
と
い
う
。
安
吾
が
い
う
「
三
好
の
門
弟
」
と
は
、
鈴
木
貫
介
と
そ
の
弟

保
次
の
兄
弟
で
あ
る
と
金
原
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
鈴
木
貫
介
「
年
譜
」（注
六
）

を
参
照
し
て
み
る
と
、「
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）　

二
十
三
歳
」
に
、「
二
月
、

作
家
坂
口
安
吾
を
知
る
。
三
好
達
治
に
す
す
め
ら
れ
て
文
学
の
古
典
を
読
む
。

〔
…
〕
六
月
、
鮎
漁
に
招
か
れ
て
三
好
達
治
の
と
こ
ろ
に
来
た
、
島
木
健
作
と

識
る
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り
、
鮎
を
肴
に
酒

を
飲
ん
だ
の
が
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
六
月
一
日
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
と
き
に
ラ
ム
ネ
の
玉
の
発
明
者
に
話
が
お
よ
び
、
辞
書
が
持

ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
辞
書
と
は
、「
プ
チ
・
ラ
ル
ッ
ス
」
の
こ

と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、『N

O
U

V
EA

U
 PETIT LA

RO
U

SSE ILLU
STRE : 

dictionnaire encyclopédique

』（Paris : Larousse, 1940

）
の
フ
ェ
リ
シ
テ
・
ド
・

ラ
ム
ネ
ー
の
項
目
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

LA
M

EN
N

A
IS(Félicité de), philosophe français,né à Saint-M

alo.
E

ntré dans les ordres.il fut l'apologiste excessif du principe  
théocratique, m

ais devint l'apôtre fougueux des doctrines 
révolutionnaires, en passant par le libéralism

 catholique.La prem
ière 

phase de sa vie est m
arquée par l'Essai sur l'indifférence en m

atière de 
religion, et la dernière par les Paroles d'un croyant.Ecrivain brillant et 
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fougueux,L
am

ennais fut aussi un penseur vigoureux,m
ais 

m
obile(1782-1854).

訳
：
ラ
ム
ネ
ー
（
フ
ェ
リ
シ
テ
・
ド
）
サ
ン
・
マ
ロ
ー
生
ま
れ
で
フ
ラ
ン

ス
の
哲
学
者
。
彼
は
過
度
の
教
権
政
治
原
理
の
護
教
論
者
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
革
新
的
な
教
義
の
熱

烈
な
使
徒
と
な
っ
た
。彼
の
人
生
の
最
初
の
局
面
は
、『
宗
教
的
無
関
心
論
』

で
示
さ
れ
て
い
る
。
血
気
盛
ん
な
優
れ
た
作
家
ラ
ム
ネ
ー
は
、
ま
た
生
き

生
き
と
し
た
力
強
い
思
想
家
で
あ
っ
た
（
一
七
八
二
～
一
八
五
四
）。

　

右
線
部
を
安
吾
は
「
絢
爛
に
し
て
強
壮
な
思
索
の
持
ち
主
」
と
訳
し
た
。
ラ

ム
ネ
ー
は
も
と
も
と
護
教
論
者
で
あ
っ
た
が
、
革
新
的
な
哲
学
者
へ
と
変
貌
を

と
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
革
新
的
な
人
物
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
ラ
ム

ネ
ー
に
安
吾
は
魅
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
が
発
表
さ
れ
た

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
頃
、
安
吾
も
ま
た
革
新
的
な
文
学
者
に
変
わ
ろ
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
変
化
の
内
実
に
つ
い
て
は
『
上
』
で

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
と
き
、
安
吾
も
ま
た
、
何
ら
か
の
「
発
見
」
を
願

う
ひ
と
り
の
「
ラ
ム
ネ
氏
」
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
『
中
』
の
成
立
事
情
を
探
っ
て
み
よ
う
。『
中
』
の
安
吾
と
若
園
清
太

郎
の
奈
良
原
鉱
泉
で
の
療
養
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
若
園
清
太
郎
『
わ
が
坂
口
安

吾
』（注
七
）
の
な
か
で
、回
想
を
残
し
て
い
る
。
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
七
月
、

「
胸
膜
炎
」
を
患
っ
た
若
園
の
た
め
に
安
吾
、
葛
巻
義
敏
、
山
沢
種
樹
、
隠
岐

和
一
な
ど
十
数
名
の
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
の
友
人
た
ち
が
「
カ
ン
パ
」
を
し
て
、

若
園
を
療
養
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
安
吾
が
信
州
へ
七
月
下
旬
に
先
乗
り
を

し
、
奈
良
原
鉱
泉
の
宿
を
決
め
、
し
ば
ら
く
し
た
八
月
上
旬
に
若
園
も
や
っ
て

き
た
。
そ
し
て
、「
安
吾
と
私
の
生
活
が
三
週
間
ほ
ど
」
続
い
た
の
で
あ
る
。

若
園
が
療
養
を
終
え
八
月
下
旬
に
奈
良
原
を
出
立
し
た
あ
と
、
安
吾
は
九
月
上

旬
ま
で
奈
良
原
に
留
ま
っ
た
。
約
二
ヶ
月
間
滞
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
奈
良
原
で
の
食
べ
物
は
、
や
は
り
若
園
に
と
っ
て
も
「
不
味
い
」
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
不
味
か
っ
た
の
は
鯉
と
茸
し
か
な
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
。「
宿
泊
料
三
食
つ
き
九
十
銭
」
と
い
う
安
値
の
た
め
で
、
い
い
食

事
を
出
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
安
吾
は
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
な

か
で
、
若
園
が
連
日
東
京
に
手
紙
を
出
し
て
缶
詰
を
取
り
寄
せ
た
と
記
し
て
い

る
が
、
若
園
に
よ
れ
ば
「
旅
館
で
売
っ
て
い
る
鯨
肉
缶
詰
」
と
「
東
京
か
ら
持

参
し
た
《
是
は
う
ま
い
》
と
い
う
フ
リ
カ
ケ
食
品
」
で
食
膳
を
賑
わ
せ
た
の
だ

と
い
う
。
ま
た
、
安
吾
が
「
五
日
に
一
度
ぐ
ら
い
」「
酒
を
飲
み
に
行
く
」
た

め
に
奈
良
原
鉱
泉
を
下
り
て
い
た
こ
と
も
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
安

吾
と
若
園
の
記
述
を
比
較
し
て
み
る
と
、
食
事
の
不
味
さ
は
共
通
し
て
い
る
も

の
の
、
他
の
食
べ
物
の
求
め
方
に
は
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
食
べ
物
の
記
述
で
問
題
と
な
る
の
は
、茸
の
毒
に
つ
い
て
で
あ
る
。

食
卓
に
並
ぶ
茸
を
見
て
、「
植
物
辞
典
が
あ
る
な
ら
ば
箸
よ
り
先
に
そ
れ
を
執

ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
襲
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実

際
に
「
植
物
辞
典
」
を
手
に
取
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
、出
典
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、参
考
ま
で
に
一
九
四
一
（
昭

和
一
六
）
年
当
時
に
於
い
て
、
閲
覧
可
能
な
最
も
詳
細
な
資
料
の
一
つ
で
あ
る

牧
野
富
太
郎
『
牧
野
日
本
植
物
図
鑑
』（注
八
）
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

ま
つ
た
け
／
秋
季
、
赤
松
林
ニ
多
ク
発
生
ス
。
又
栂
林
ニ
モ
生
ズ
。
時
ト

シ
テ
夏
季
ニ
モ
発
生
シ
、
是
ヲ
俗
ニ
さ
ま
つ
ト
云
フ
。
別
種
ニ
同
名
ノ
さ

ま
つ
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
蓋
ハ
初
メ
半
球
状
ニ
シ
テ
、
次
第
ニ
開
キ
突
円
形

ト
ナ
リ
、
終
ニ
扁
平
ニ
展
開
ス
。
襉
ハ
終
マ
デ
白
色
ナ
リ
。
蓋
ノ
十
分
開
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カ
ザ
ル
間
ハ
下
面
ニ
綿
毛
状
ナ
ル
蓋
膜
ア
リ
。
蓋
膜
ハ
後
破
レ
テ
一
部
ハ

不
明
瞭
ナ
ル
鍔
ト
ナ
リ
テ
茎
に
存
シ
、
一
部
ハ
蓋
ノ
周
縁
ニ
附
着
シ
テ
残

ル
。
味
ノ
美
ナ
ル
ト
、
芳
香
ヲ
有
ス
ル
ト
ニ
ヨ
リ
、
本
邦
人
ノ
最
モ
好
ム

モ
ノ
ナ
リ
。

　

ま
つ
た
け
を
取
り
上
げ
た
の
は
、「
松
茸
な
ら
ば
、
誰
し
も
驚
く
筈
が
な
い
」

と
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
な
か
で
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
茸
の
特
長

が
文
章
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
挿
絵
が
示
さ
れ
て
い
る
。
食
す
こ
と
が
で
き
る

か
否
か
は
、
ま
つ
た
け
で
あ
れ
ば
さ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、他
の
名
前
の
知
ら
れ
て
い
な
い
茸
で
あ
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。形
、色
、

植
生
地
、
香
り
な
ど
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、「
植
物
辞
典
」

を
参
照
し
た
だ
け
で
は
判
断
が
付
き
に
く
い
。
結
局
、「
名
人
」
の
言
葉
を
信

じ
て
茸
を
食
べ
る
か
、
食
べ
な
い
か
、
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
「
私
」
が
選
択
し
た
の
は
、「
恐
れ
て
食
は
ぬ
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
態
度
は
「
決
し
て
ラ
ム
ネ
氏
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
」
と
自
己

批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
頃
の
安
吾
は
、
茸
を

食
べ
る
挑
戦
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
自
分
が
「
ラ
ム
ネ
氏
」
に
な
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
直
接
的
に
は

茸
を
食
べ
な
い
と
い
う
態
度
を
指
し
て
い
る
。

三　

作
品
の
成
立
過
程
（
二
）

　

一
九
三
五
年
の
時
点
で
は
「
ラ
ム
ネ
氏
」
で
は
な
か
っ
た
安
吾
が
、

一
九
四
一
年
の
時
点
で
「
ラ
ム
ネ
氏
」
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
前
章
で

明
ら
か
に
し
て
き
た
。
で
は
安
吾
に
と
っ
て
の
「
ラ
ム
ネ
氏
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、『
下
』
の

安
吾
の
体
験
に
つ
い
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る

安
吾
の
体
験
と
は
、近
世
戯
作
文
学
と
切
支
丹
文
献
の
受
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、
戯
作
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
金
内
仁
志
が
す
で
に
山
東
京
伝
「
仕し

懸か
け

文
庫
」
が
典
拠
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る（
注
九
）
。
な
る
ほ
ど
、
金
内
が

言
う
よ
う
に
、
内
容
的
に
も
合
致
し
て
お
り
、
典
拠
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。

し
か
し
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
で
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
近
世
の

戯
作
文
学
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
清
姫
、
法
界

坊
、
天
の
網
島
、
鳥
辺
山
と
い
っ
た
、
謡
曲
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
な
ど
の
舞
台

芸
能
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
、
一
九
四
一
年
に
安
吾
が
参
照
す
る
こ
と
の
で
き
た
文
献
に
基

づ
き
内
容
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

　

清
姫（
注
一
〇
）
は
、
紀
伊
国
道
成
寺
の
鐘
供
養
に
白
拍
子
が
や
っ
て
き
て
女
人
禁

制
の
寺
内
で
舞
う
が
、
鐘
へ
の
恨
み
を
述
べ
て
、
鐘
の
中
に
隠
れ
て
し
ま
う
。

住
僧
が
、
昔
、
恋
の
執
心
か
ら
毒
蛇
と
な
っ
て
山
伏
を
鐘
も
ろ
と
も
焼
き
殺
し

た
娘
の
話
を
語
る
。
今
の
白
拍
子
は
そ
の
執
心
で
あ
ろ
う
、
と
。
そ
れ
で
寺
僧

た
ち
は
必
死
に
祈
る
と
、
蛇
体
が
現
わ
れ
日
高
川
に
飛
び
込
む
と
い
う
物
語
で

あ
る
。
法
界
坊（
注
一
一
）
は
、
吉
田
松
若
丸
は
家
宝
の
鯉
魚
の
一
軸
を
取
り
戻
す
た

め
手
代
の
要
助
と
な
り
、
永
楽
屋
の
娘
お
く
み
と
恋
に
落
ち
て
許
嫁
の
野
分
姫

を
邪
険
に
扱
う
。
お
く
み
に
横
恋
慕
す
る
法
界
坊
は
一
軸
を
奪
い
野
分
姫
を
殺

す
が
、
吉
田
家
家
臣
の
妻
お
さ
く
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
野
分
姫
と
法
界
坊
の

亡
魂
が
合
体
し
て
要
助
と
お
く
み
を
悩
ま
す
が
、
お
さ
く
が
所
持
す
る
一
軸
で

正
体
を
現
わ
し
、
釣
鐘
に
飛
び
入
る
物
語
で
あ
る
。
天
の
網
島（
注
一
二
）
は
、
曽
根

崎
新
地
の
遊
女
小
春
と
紙
屋
治
兵
衛
は
恋
仲
に
あ
っ
た
が
、
周
囲
の
者
達
が
二
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人
を
逢
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
治
兵
衛
の
恋
敵
の
太
兵
衛

が
小
春
を
身
請
け
す
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
治
兵
衛
の
女
房
お
さ
ん
は
、
小

春
の
気
持
を
察
し
て
治
兵
衛
に
身
請
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
お
さ
ん
の
叔
父
五

左
衛
門
が
来
て
怒
り
、
お
さ
ん
を
別
れ
さ
せ
て
し
ま
う
。
つ
い
に
治
兵
衛
と
小

春
は
死
を
決
意
し
、
網
島
の
大
長
寺
で
心
中
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
鳥
辺

山（
注
一
三
）
は
、
梅
垣
源
五
兵
衛
と
腰
元
お
ま
ん
が
密
会
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
国
禁

の
銃
声
が
聞
こ
え
る
。
発
砲
し
た
の
は
お
ま
ん
の
兄
長
谷
川
勘
介
で
あ
っ
た
。

連れ
ん

累る
い

が
お
ま
ん
に
及
ぶ
の
を
怖
れ
た
勘
介
は
毒
を
飲
ん
で
死
ん
で
し
ま
う
。
お

ま
ん
が
罪
人
の
妹
と
責
任
を
追
求
さ
れ
た
た
め
、
源
五
兵
衛
と
お
ま
ん
は
悲
観

し
て
鳥
辺
山
で
心
中
を
す
る
物
語
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
か
な
わ
ぬ
恋
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
、「
隅
田
川
続
俤
」
と
「
鳥
辺
山
心
中
」
で
「
不
義
」
と
い
う
言
葉
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
要
助
が
野
分
姫
と
い
う
許
嫁
が
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
お
く
み
と
恋
仲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「
不
義
」
と
い

う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
源
五
兵
衛
と
お
ま
ん
が
未
婚
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
密
会
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
彼
ら
自
身
が
「
不
義
」
の
意
識
を

持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
安
吾
が
踏
ま
え
た
「
戯
作
」
の
な
か
で
、
か
わ

な
ぬ
恋
が
「
不
義
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
安
吾
自
身
は
「
不
義
」
と
い
う
行
為
を
描
く
文
学
を
否
定
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
い
や
、
む
し
ろ
「
と
も
か
く
人
間
の
立
場
か
ら
不
当
な
公

式
に
反
抗
を
試
み
た
文
学
」
と
し
て
、「
不
義
」
を
描
く
作
品
群
を
評
価
し
て

い
る
。「
結
果
の
大
小
」は
と
も
か
く
と
し
て「
物
の
あ
り
か
た
を
変
へ
て
き
た
」

文
学
な
の
で
あ
り
、
近
世
の
戯
作
者
の
文
学
活
動
を
「
一
生
の
業
と
す
る
に
足

り
る
」
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
評
価
の
仕
方
は
、
近
世
の
戯
作
文
学
だ
け
で
は
な
く
、
切
支
丹
文
献

に
対
し
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
安
吾
が
は
じ
め
て
切
支
丹
に
触
れ
た

の
は
、三
好
達
治
に
勧
め
ら
れ
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
出
来
事
に
つ
い
て
、

安
吾
は
「
篠
笹
の
陰
の
顔
」
の
な
か
で
、「
私
は
近
頃
切
支
丹
の
書
物
ば
か
り

読
ん
で
ゐ
る
」
と
記
し
て
い
る（
注
一
四
）
。
様
々
な
切
支
丹
文
献
を
読
む
過
程
で
、

安
吾
は
「
愛
」
と
「
恋
」
の
言
葉
の
意
味
の
違
い
に
つ
い
て
も
興
味
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
二
つ
の
言
葉
の
違
い
に
つ
い
て
、
安
吾
は
こ
こ
で
も

辞
書
に
言
及
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
土
井
忠
夫
・
森
田
武
・
長
ち
ょ
う

南な
ん

実
編
『
邦

訳　

日
葡
辞
書
』
に
は
、「C

oi　

コ
イ
（
恋
）」
と
「Taixet

．
タ
イ
セ
ッ
（
大

切
）
愛
」
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（
注
一
五
）
。

C
oi

．
コ
イ
（
恋
）　

愛
情
、
ま
た
は
、
よ
こ
し
ま
な
慕
情
。C

oi

‐uo  
suru

．（
恋
を
す
る
）
愛
情
、
ま
た
は
、
み
だ
ら
な
慕
情
を
抱
く
。
※
１
）

原
文
はsaudades　

ruins

．
こ
の
よ
う
に
‘
恋
’
に
対
し
て
‘
よ
こ
し
ま

な
、
肉
欲
的
な
’
愛
情
に
限
定
し
た
注
は
、
次
条
に
も
、
別
条R

enbo

（
恋

慕
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
羅
葡
日
に
も
そ
の
例
が
あ
る

（M
im

ographus;M
im

us

）。
こ
れ
は
、
清
ら
か
な
愛
、
神
の
愛
に
対
し
て
、

人
間
の
男
女
間
の
愛
を
肉
欲
的
な
み
だ
ら
な
も
の
と
見
る
キ
リ
シ
タ
ン
の

宗
教
的
な
立
場
か
ら
の
説
明
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
‘
愛
’
一
般

を
表
わ
す
の
に
は
、別
条
に
あ
るTaixet

（
大
切
）を
用
い
た
の
で
あ
っ
て
、

羅
葡
日
も
同
じ
で
あ
る
（A

m
or;Pietas

）。

Taixet

．
タ
イ
セ
ッ
（
大
切
）　

愛
．
１
）　Taixetni m

oyuru

（
大
切
に

燃
ゆ
る
）
愛
に
燃
え
る
。Taixetuo tçucusu.

（
大
切
を
尽
す
）
こ
の
上
な

く
愛
す
る
、
あ
る
い
は
、
深
い
愛
と
厚
遇
を
示
す
。Taixetni 

zonzuru,l,bom
ô

（
大
切
に
存
ず
る
、ま
た
は
、思
ふ
）
愛
す
る
。　

※
１
）

原
文
はA

m
or.

〔C
oi

（
恋
）
の
注
〕
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「Taixet

」
に
は
「
愛
」
を
、「C

oi

」
に
は
、「
よ
こ
し
ま
」
で
「
み
だ
ら
な
」

愛
情
を
示
し
、
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
愛
」
を
大
切
と
考
え
る
資
料

は
他
に
も
あ
る
。
新
村
出
『
日
本
の
言
葉
』（
注
一
六
）
を
見
て
み
よ
う
。

さ
れ
ば
基
督
教
の
ア
モ
ー
ル
即
ち
ラ
ヴ
に
あ
た
る
洋
語
を
訳
す
る
場
合

に
、
吉
利
支
丹
教
徒
は
必
ず
当
惑
し
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
当
時
の
日
本
の

俗
語
中
か
ら
は
、
愛
と
い
ふ
語
で
は
表
現
し
得
な
か
つ
た
。〔
…
〕
デ
ウ

ス
の
御
大
切
の
言
葉
と
は
、
今
日
の
語
で
は
、
神
の
愛
の
言
葉
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。

　

浅
子
逸
男
は
、
新
村
書
の
右
の
個
所
を
引
用
し
た
上
で
、
安
吾
は
「『
愛
は
直

ち
に
不
義
を
意
味
し
た
。』
と
い
う
、
新
村
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
な
い
解
釈
を
付
け

く
わ
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る（
注
一
七
）
。
こ
の
よ
う
に
、
安
吾
は
「
愛
は
直

ち
に
不
義
を
意
味
し
た
」
と
い
う
解
釈
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。
辞
書
で
指

摘
し
た
「
恋
」
は
、「
よ
こ
し
ま
」
な
「
み
だ
ら
な
」
愛
情
で
あ
っ
た
。
一
方
、

戯
作
文
学
が
描
い
た
か
な
わ
ぬ
恋
は
「
不
義
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。
安
吾
は
「
よ

こ
し
ま
」
な
「
み
だ
ら
な
」
恋
と
、「
不
義
」
の
恋
と
を
接
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
戯
作
文
学
も
切
支
丹
も
、「
物
の
あ
り
か
た
を
変
へ
て
き
た
」
も
の
と

し
て
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
安
吾
自
身
も
ま
た
、「
戯
作
者
」
に
な

ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、安
吾
に
と
っ
て
の
「
ラ

ム
ネ
氏
」
と
は
、
自
分
が
「
戯
作
者
」
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
、
作
品
の
成
立
の
背
景
を
探
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
五

（
昭
和
一
〇
）
年
当
時
、「
ラ
ム
ネ
氏
」
に
な
り
き
れ
な
か
っ
た
安
吾
が
、

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
頃
を
境
に
、「
ラ
ム
ネ
氏
」
＝
「
戯
作
者
」
に
な

ろ
う
と
す
る
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。こ
う
し
た
安
吾
自
身
の
変
化
と
、

軍
国
主
義
の
時
代
へ
と
向
か
う
日
本
の
状
況
と
が
重
ね
ら
れ
、
安
吾
が
時
代
に

抵
抗
す
る
文
学
者
と
し
て
、
評
価
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、

一
九
四
〇
年
代
前
半
の
安
吾
の
文
学
活
動
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
時
代

に
抵
抗
す
る
文
学
者
と
し
て
の
安
吾
像
の
再
検
討
を
は
か
り
た
い
。

四　

坂
口
安
吾
と
そ
の
時
代

　

こ
こ
ま
で
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
論
理
を
作
品
の
成
立
過
程
と
重
ね
な

が
ら
検
証
し
て
き
た
。
な
る
ほ
ど
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
当
該
作

品
は
芸
術
的
抵
抗
を
示
し
た
作
品
で
あ
る
と
読
む
こ
と
は
一
面
で
は
正
鵠
を
射

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
坂
口
安
吾
文
学

を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
ま
ず
、
坂
口
安
吾

の
時
局
に
抵
抗
す
る
言
説
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
安
吾
「
死
と
鼻

歌
」（『
現
代
文
学
』
一
九
四
一
〔
昭
和
一
六
〕
年
四
月
）
で
は
、
講
談
や
浪
花

節
の
「
長
短
槍
試
合
」
の
話
が
登
場
す
る
。
豊
臣
秀
吉
が
織
田
信
長
の
幕
下
に

い
た
と
き
、
百
名
ず
つ
で
長
短
の
槍
試
合
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
槍
を
主

張
し
た
も
の
の
方
が
連
日
猛
訓
練
を
し
た
の
に
対
し
て
、
短
槍
の
秀
吉
は
連
日

ご
馳
走
攻
め
に
し
て
試
合
で
勝
っ
た
。「
今
迄
は
余
り
口
演
」
さ
れ
な
か
っ
た

こ
の
話
が
、「
俄
に
講
談
や
浪
花
節
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、「
多
分
時
局

に
対
す
る
一
応
の
批
判
」
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
の
で
あ

る
。「
長
短
槍
試
合
」
の
内
容
を
「
時
局
に
対
す
る
一
応
の
批
判
」
と
し
て
読

ん
で
い
る
。
そ
し
て
続
け
て
「
酒
」
が
な
く
な
り
、「
遊
び
」
が
な
く
な
っ
て

い
く
時
代
状
況
に
対
し
て
、「
皮
肉
」
を
い
う
と
い
う
抵
抗
を
示
し
た
と
指
摘

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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で
は
、次
は
時
局
に
迎
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

安
吾
は
国
策
組
織
で
あ
る
日
本
文
学
報
告
会
（
一
九
四
二
〔
昭
和
一
七
〕
年
五

月
成
立
）
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
伝
統
の
無
産
者
」（『
知
性
』

一
九
四
三
〔
昭
和
一
八
〕
年
五
月
）
を
、
日
本
文
学
報
告
会
編
『
辻
小
説
集
』

八
紘
社
杉
山
書
店　

一
九
四
三
〔
昭
和
一
八
〕
年
七
月
）
に
収
録
し
て
い
る
の

で
あ
る（
注
一
八
）
。
こ
う
し
た
時
局
に
迎
合
す
る
態
度
の
み
な
ら
ず
、
文
章
も
発
表

し
て
い
る
。

戦
争
と
い
ふ
言
語
を
絶
し
た
こ
の
唯
一
の
場
面
に
直
面
し
て
は
、
在
る
も

の
は
、
た
ゞ
、
勝
利
、
そ
れ
が
全
部
だ
。
価
値
あ
る
も
の
、
美
、
真
理
、
正
、

す
べ
て
は
た
ゞ
勝
利
に
つ
き
る
。
必
勝
の
信
念
と
祖
国
愛
以
外
の
も
の
は

凡
そ
空
虚
で
馬
鹿
ら
し
い
。（「
文
芸
時
評
―
（
一
）
偉
大
な
戦
記
」『
都

新
聞
』
一
九
四
二
〔
昭
和
一
七
〕
年
五
月
一
〇
日
）

　

こ
こ
で
は
、「
戦
争
」
に
は
「
勝
利
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
さ
れ
て

い
る
。
国
策
に
対
し
て
肯
定
的
な
見
方
を
示
し
た
文
章
と
見
な
し
う
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
方
で
芸
術
的
抵
抗
を
示
し
、
ま
た
一
方
で
国
策
を
肯
定

す
る
言
説
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
吾
作
品
に
は
こ
う
し
た
振
れ
幅
が

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
安
吾
の
言
説
は
和
戦

両
様
の
構
え
な
の
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
思
想
に
固
ま
ら
な
い
こ
と
。
そ
う
し

た
特
徴
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
特
徴
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
は
、

「
真
珠
」（『
文
芸
』
一
九
四
二
〔
昭
和
一
七
〕
年
六
月
）
で
あ
る
。
太
平
洋
戦

争
が
始
ま
っ
た
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
一
二
月
八
日
の
こ
と
を
次
の
よ
う

に
記
す
。

僕
は
ラ
ヂ
オ
の
あ
る
床
屋
を
探
し
た
。
や
が
て
、
ニ
ュ
ー
ス
が
有
る
筈
で

あ
る
。客
は
僕
ひ
と
り
。頬
ひ
げ
を
あ
た
つ
て
ゐ
る
と
、大
た
い
し
ょ
う詔

の
奉
読
、つ
ゞ

い
て
、
東
条
首
相
の
謹
話
が
あ
つ
た
。
涙
が
流
れ
た
。
言
葉
の
い
ら
な
い

時
が
来
た
。
必
要
な
ら
ば
、
僕
の
命
も
捧
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
兵
た
り
と

も
、
敵
を
わ
が
国
土
に
入
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

　

戦
争
が
始
ま
る
こ
と
を
伝
え
る
ラ
ジ
オ
に
「
涙
」
を
流
す
「
僕
」。「
必
要
な

ら
ば
、
僕
の
命
も
捧
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
い
な
が
ら
も
、「
僕
」
は
小
田
原

か
ら
国
府
津
へ
か
け
て
の
界
隈
を
酒
と
食
べ
物
を
探
し
て
歩
く
人
物
で
あ
る
。

率
先
し
て
「
命
」
を
捧
げ
る
よ
う
な
人
物
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
戦
争

と
い
う
時
局
に
「
和
す
」
発
言
を
す
る
一
方
で
、
行
動
が
伴
わ
な
い
「
僕
」
は

時
局
に
対
し
て
抵
抗
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
の
態
度
を
と
る
作
品
が
、
安
吾
文
学
に
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
巻

頭
随
筆
」（『
現
代
文
学
』
一
九
四
三
〔
昭
和
一
八
〕
年
六
月
）
で
あ
る
。

一
億
総
力
を
あ
げ
て
国
難
に
赴
く
と
き
に
な
つ
た
。
／
飛
行
機
が
足
り
な

け
れ
ば
、
ど
ん
な
犠
牲
を
忍
ん
で
も
飛
行
機
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
船

が
足
り
な
け
れ
ば
船
を
、
戦
車
が
足
り
な
け
れ
ば
戦
車
を
、
文
句
は
ぬ
き

だ
。
国
亡
び
れ
ば
我
ら
又
亡
び
る
時
、
す
べ
て
を
戦
ひ
に
さ
さ
げ
つ
く
す

が
よ
い
。〔
…
〕そ
の
代
り
、僕
が
筆
を
握
つ
て
ゐ
る
限
り
、僕
は
悠
々
閑
々

た
る
余
裕
の
文
学
を
書
い
て
ゐ
た
い
。

　
「
戦
争
」
に
勝
つ
た
め
に
「
飛
行
機
」
を
作
れ
と
い
う
一
方
で
、「
僕
」
は
「
悠
々

閑
々
た
る
余
裕
の
文
学
」
を
書
い
て
い
た
い
と
い
う
。
戦
争
に
協
力
す
べ
き
と

き
が
き
た
ら
協
力
す
る
が
、
そ
の
時
が
来
る
ま
で
は
文
学
に
専
念
し
て
い
る
と
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い
う
こ
と
の
宣
言
に
他
な
ら
な
い
。
時
流
に
和
す
発
言
を
し
つ
つ
、
そ
の
時
流

と
戦
う
こ
と
。
和
戦
両
様
の
構
え
こ
そ
が
安
吾
文
学
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
安
吾
作
品
に
は
時
局
に
抵
抗
す
る
発
言
を
す
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、時
局
に
迎
合
す
る
発
言
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
安
吾
文
学
は
、

国
策
と
い
う
も
の
に
対
し
て
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
態
度
を
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
安
吾
は
と
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
こ
に
は
検
閲
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
当
時
の
検
閲
の
実
態
と
は
、
思
想
的
に
危
な
そ
う
な
も
の
に
目
星
を
つ

け
る
と
い
う
も
の
で
、
全
体
を
丁
寧
に
見
る
時
間
的
余
裕
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
近
年
あ
き
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る（
注
一
九
）
。
こ
の
よ
う
に
、
検
閲
も
揺
ら

い
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
検
閲
を
通
過
し
て
作
品
が
発
表
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
安
吾
の
揺
ら
ぎ
と
は
、
揺
ら
ぐ
検
閲
を
通
過
さ
せ

る
た
め
の
戦
略
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
以
下
の
四
点
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
①
『
上
』『
中
』『
下
』

の
い
ず
れ
も
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
、
何
か
を
発
見
す
る
人
を
評
価
し

て
い
る
こ
と
。
②
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
執
筆
背
景
を
探
り
、
一
九
三
五
年

の
時
点
で
は
安
吾
自
ら
「
ラ
ム
ネ
氏
」
に
は
な
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

一
九
四
〇
年
頃
に
は
「
ラ
ム
ネ
氏
」
に
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
。
③
安
吾

自
身
が
「
ラ
ム
ネ
氏
」
に
な
る
こ
と
と
は
安
吾
が
戯
作
者
に
な
り
、
新
た
な
文

学
の
発
見
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
。
④
芸
術
的
抵
抗
と
国
策
協

力
の
間
で
揺
ら
ぎ
な
が
ら
、
自
ら
の
文
学
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
。
以
上
、
教

科
指
導
上
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。①
～
③
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
資
料
な
ど
も
提
示
し
な
が
ら

論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
④
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
ガ
イ
ド
な
ど
に
代
表
さ
れ

る
定
説
に
修
正
を
せ
ま
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
示
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
史
で
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」

は
、
国
語
教
育
の
教
材
研
究
の
立
場
か
ら
、「
芸
術
的
抵
抗
を
示
し
た
作
品
」

と
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
今
日
に
至
る

ま
で
、
こ
の
解
釈
が
定
説
と
な
っ
て
き
た
。
戦
争
中
に
抵
抗
を
示
し
た
作
家
と

し
て
坂
口
安
吾
神
話
を
作
り
出
し
、
温
存
す
る
装
置
と
し
て
機
能
し
続
け
て
き

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
神
話
化
さ
れ
た
作
家
像
は
、
安
吾
文
学
の

他
の
側
面
、
す
な
わ
ち
国
策
に
迎
合
し
た
発
言
も
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
見

過
ご
す
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。い
っ
た
ん
神
話
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
は
困
難
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
安
吾
を
芸
術
的
抵
抗
の
作
家
と
い
う
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
＝
神
話
に
縛
り
つ

け
て
お
く
よ
う
な
方
法
は
い
ま
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
〇
年
以
上
続
け

ら
れ
て
き
た
教
科
書
ガ
イ
ド
の
「
芸
術
的
抵
抗
を
示
し
た
作
品
」
と
い
う
評
価

は
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
れ
は
い
か
に
書
き
改
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
事
な
こ

と
は
、
作
家
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
側
面
も
不
都
合
な
側
面
も
過
不
足
な
く
論

じ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
の
評
価
を
提
示
す
る
こ
と
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
に
限
っ
て
い
え
ば
、
戦
時
下
の
な
か

で
芸
術
的
抵
抗
を
示
し
た
作
品
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
安
吾
文
学
そ
の
も
の

は
、
芸
術
的
抵
抗
と
国
策
迎
合
の
揺
ら
ぎ
の
な
か
で
様
々
な
思
考
を
実
践
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
揺
ら
ぎ
の
な
か
で
、「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
は
芸
術
的

抵
抗
の
側
面
が
色
濃
く
出
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
安
吾
文

学
全
体
が
そ
う
し
た
抵
抗
を
常
に
実
践
し
続
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の

よ
う
に
、教
科
書
ガ
イ
ド
を
は
じ
め
と
す
る
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
の
読
解
は
、

芸
術
的
抵
抗
と
国
策
協
力
の
間
で
揺
ら
ぎ
な
が
ら
、
芸
術
的
抵
抗
の
極
に
振
れ
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た
作
品
で
あ
っ
た
と
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

も
は
や
、
安
吾
文
学
を
芸
術
的
抵
抗
か
国
策
協
力
か
の
二
分
法
の
ど
ち
ら
か

の
評
価
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
そ

れ
ら
の
間
で
揺
ら
ぎ
な
が
ら
も
、
安
吾
自
身
が
い
か
な
る
思
想
を
も
動
員
し
な

が
ら
、
伝
え
た
い
言
葉
を
世
の
中
に
発
信
し
続
け
よ
う
と
し
た
営
為
そ
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
戯
作
者
＝
文
学
者
と
し
て
時
代
を
変
え
る
よ
う
な
新
た
な
何
か
を

「
発
見
」し
、世
の
中
に
問
い
か
け
る
こ
と
。
揺
ら
ぐ
検
閲
を
通
過
す
る
た
め
に
、

国
策
と
ど
の
よ
う
な
距
離
感
で
も
っ
て
接
し
た
ら
い
い
の
か
を
常
に
問
い
続

け
、
様
々
な
可
能
性
を
探
る
こ
と
。
か
か
る
過
程
を
経
て
、
坂
口
安
吾
「
ラ
ム

ネ
氏
の
こ
と
」
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
芸
術
的
抵
抗
や
国
策

協
力
な
ど
の
思
想
よ
り
も
大
事
な
言
葉
が
あ
る
と
し
て
、
何
か
を
「
発
見
」
し

て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
説
く
安
吾
の
「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」
は
、
国
語
教
材

と
し
て
今
日
も
な
お
意
義
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
注
一
）
益
田
勝
実
『
国
語
科
教
育
法
』(

法
政
大
学
通
信
教
育
部　

一
九
八
一

〔
昭
和
五
六
〕
年
三
月
、
引
用
は
『
益
田
勝
実
の
仕
事
』
５　

筑
摩
書

房　

二
〇
〇
六
〔
平
成
一
八
〕
年
六
月
）

（
注
二
）
坂
口
郁
「
絢
爛
に
し
て
強
壮
な
思
索
の
文
章
に
取
り
く
む
―
坂
口
安

吾
『
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
』」（『
国
語
通
信
』
一
九
八
三
〔
昭
和
五
八
〕

年
一
一
月
）

（
注
三
）
関
口
安
義
「『
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
』（
坂
口
安
吾
）
―
暗
黒
な
時
代
の

抵
抗
精
神
」（
日
本
文
学
協
会
国
語
教
育
部
会
編
『
講
座
／
現
代
の
文

学
教
育
』
新
光
閣
書
店　

一
九
八
四
〔
昭
和
五
九
〕
年
五
月
）

（
注
四
）
坂
口
安
吾
「
釣
り
師
の
心
境
」（『
文
学
界
』
一
九
四
九
〔
昭
和
二
四
〕

年
八
月
、引
用
は
『
坂
口
安
吾
全
集
』
８　

筑
摩
書
房　

一
九
九
八
〔
平

成
一
〇
〕
年
九
月)

（
注
五
）
金
原
左
門
『
坂
口
安
吾
と
三
好
達
治
―
小
田
原
時
代
（
小
田
原
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
１
）』（
夢
工
房　

二
〇
〇
一
〔
平
成
一
三
〕
年
一
一
月
）

（
注
六
）
鈴
木
貫
介
『
鈴
木
貫
介
全
歌
集
』（
皆
美
社　

一
九
八
八
〔
昭
和

六
三
〕
年
五
月
）

（
注
七
）
若
園
清
太
郎
『
わ
が
坂
口
安
吾
』（
昭
和
出
版　

一
九
七
六
〔
昭
和

五
一
〕
年
五
月
）

（
注
八
）
牧
野
富
太
郎
『
牧
野
日
本
植
物
図
鑑
』（
北
隆
館　

一
九
四
〇
〔
昭
和

一
五
〕
年
一
〇
月
）

（
注
九
）
金
内
仁
志
「『
少
数
の
戯
作
者
』
と
は
誰
か
―
坂
口
安
吾
『
ラ
ム
ネ
氏

の
こ
と
』
覚
え
書
き
」（『
国
語
通
信
』
二
〇
〇
一
〔
平
成
一
三
〕
年
六

月
）、同
「
坂
口
安
吾
『
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
』
序
論
―
『
少
数
の
戯
作
者
』

と
は
誰
か
」（『
研
究
紀
要
（
立
教
新
座
中
学
校
・
高
等
学
校
）』

二
〇
〇
二
〔
平
成
一
四
〕
年
三
月
）
な
ど
。
山
東
京
伝
「
大
磯
風
俗　

仕
懸
文
庫
」（
寛
政
三
年
刊
行
、『
帝
国
文
庫
（
第
四
篇
）
京
伝
傑
作
集
』

博
文
館　

一
九
二
八
〔
昭
和
三
〕
年
一
一
月
）
の
「
跋
」
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。「
河ふ

豚ぐ

羹じ
る

を
不く
は
ぬ
た
は
け

食
愚
鹵
あ
り
。
く
ふ
痴
呆
あ
り
。

く
は
ぬ
愚
昧
は
美
味
を
不
知
。
く
ふ
素た
は
け痴

は
有
毒
を
し
ら
ず
。
毒
あ
る

を
し
ら
ず
し
て
、
く
ら
ふ
人
は
論
に
不
足
。
美
味
を
し
ら
ず
し
て
、
く

は
ざ
る
人
は
一
概
に
し
て
危
し
。
不ふ
ね
い佞
京
伝
、
嘗
か
つ
て

好
色
淫
蕩
を
著
述

す
と
い
へ
ど
も
、
実
は
前
に
美
味
あ
る
こ
と
を
述
て
、
後
に
毒
あ
る
こ

と
を
示
し
、
戒
を
垂
が
た
め
也
。
不
如
美
味
を
知
り
毒
を
し
つ
て
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恐を
そ
れ
つ
ゝ
し
ま
ん

慎
に
は
。
河ふ

扽ぐ

は
く
ひ
た
し
命
は
惜
し
と
は
、豈
此
境
を
悟
し
た
る
、

君
子
の
言
と
い
は
ん
や
。
孔こ
う
ふ
う
し

夫
子
衛
国
の
煮
売
家
を
過
り
て
曰
こ
と
あ

り
。
吾
未
徳
を
好
者
吹　
ふ
　
　
ぐ
　

肚
魚
を
好
が
如
く
す
る
者
を
み
ず
と
。
嗟あ
ゝ

夫そ
れ

ホ

ン
ニ
、
傾
国
傾
城
も
の
は
、
此
鉄
砲
汁
の
勢
ひ
に
あ
ら
ず
し
て
、
何
ぞ

や
。
み
づ
か
ら
後
に
し
る
す
。」

（
注
一
〇
）
作
者
不
詳
「
道
成
寺
」（
謡
曲
、
一
五
五
四
〔
天
文
二
三
〕
年
以
前

の
完
成
。
芳
賀
矢
一
・
佐
佐
木
信
綱
編
『
校
註　

謡
曲
叢
書
』
第
二
巻

　

博
文
館　

一
九
一
四
〔
大
正
三
〕
年
一
二
月
）

（
注
一
一
）
奈
河
七
五
三
助
「
隅
す
み
だ
が
わ
ご
に
ち
の
お
も
か
げ

田
川
続
俤
」（
歌
舞
伎
、一
七
八
四
〔
天
明
四
〕

年
初
演
。
渥
美
清
太
郎
編
『
日
本
戯
曲
全
集
第
九
巻　

寛
政
期
世
話
狂

言
篇
』
春
陽
堂　

一
九
二
八
〔
昭
和
三
〕
年
一
二
月
）

（
注
一
二
）
近
松
門
左
衛
門
「
紙
屋
治
兵
衛
き
い
の
国
屋
小
春　

心
中
天
網
島
」

（
浄
瑠
璃
、
一
七
二
〇
〔
享
保
五
〕
年
初
演
。『
帝
国
文
庫
（
第
九
篇
）

近
松
世
話
浄
瑠
璃
集
』
博
文
館　

一
九
二
八
〔
昭
和
三
〕
年
七
月
）

（
注
一
三
）
近
松
門
左
衛
門
「
鳥
辺
山
」（
浄
瑠
璃
、
一
七
〇
六
〔
宝
永
三
〕
年

初
演
。『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
下
巻　

早
稲
田
大
学
出
版
部　

一
九
二
五
〔
大
正
一
四
〕
年
六
月
）

（
注
一
四
）
坂
口
安
吾
「
篠
笹
の
陰
の
顔
」（『
若
草
』
一
九
四
〇
〔
昭
和
一
五
〕

年
四
月
）。
安
吾
の
切
支
丹
文
献
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
イ
ノ

チ
ガ
ケ
』
論
」（『
坂
口
安
吾　

歴
史
を
探
偵
す
る
こ
と
』
双
文
社
出
版

　

近
刊
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
安
吾
が
当
時
切
支
丹
文
献
だ

け
に
興
味
を
示
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
八
月
九
日
付
、
尾
崎
士
郎
書
簡
坂
口
安
吾

宛
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。「
扨
書
簡
中
の
勝
夢
酔
で
す
が
小
生
更
に
存

ぜ
ず
早
速
蘇
峰
の
海
舟
伝
を
読
ん
で
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
」
と
尾

崎
は
記
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、安
吾
が
「
安
吾
史
譚
―
（
そ
の
五
）

勝
夢
酔
」（『
オ
ー
ル
読
物
』
一
九
五
二
〔
昭
和
二
七
〕
年
五
月
）
の
典

拠
と
な
る
資
料
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
興
味
深
い
資
料
で
あ

る
。
な
お
、
当
該
資
料
は
小
田
原
文
学
館
に
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
資

料
で
、筑
摩
書
房
版
『
坂
口
安
吾
全
集
』
に
未
収
録
の
資
料
で
あ
る
（
同

文
学
館
に
よ
れ
ば
、
当
該
資
料
は
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
で
、
原
資
料
の
所
在

地
は
不
明
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
）。

（
注
一
五
）
土
井
忠
夫
・
森
田
武
・
長
南
実
編
『
邦
訳　

日
葡
辞
書
』（
岩
波
書

店　

一
九
八
〇
〔
昭
和
五
五
〕
年
五
月
）

（
注
一
六
）
新
村
出
『
日
本
の
言
葉
』（
創
元
社　

一
九
四
〇
〔
昭
和
一
五
〕
年

一
一
月
）

（
注
一
七
）
浅
子
逸
男
「
キ
リ
シ
タ
ン
と
坂
口
安
吾
」（『「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」

別
冊　

坂
口
安
吾
と
日
本
文
化
』
至
文
堂　

二
〇
〇
一
〔
平
成
一
三
〕

年
九
月
）

（
注
一
八
）
櫻
本
富
雄
『
日
本
文
学
報
告
会
―
大
東
亜
戦
争
下
の
文
学
者
た
ち
』

（
青
木
書
店　

一
九
九
五
〔
平
成
七
〕
年
六
月
）

（
注
一
九
）
鈴
木
登
美
・
十
重
田
裕
一
・
堀
ひ
か
り
・
宗
像
和
重
編
『
検
閲
・

メ
デ
ィ
ア
・
文
学
―
江
戸
か
ら
戦
後
ま
で
』（
新
曜
社　

二
〇
一
二
〔
平

成
二
四
〕
年
三
月
）
所
収
、
宗
像
和
重
「
第
Ⅰ
部
解
説　

抑
圧
と
抵
抗

の
諸
相
」
と
、
大
日
向
純
夫
「
内
務
省
の
検
閲
と
第
二
次
世
界
大
戦
前

日
本
の
出
版
文
化
」
と
を
参
照
し
た
。
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