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中
世
の
教
会
が
修
道
を
志
す
娘
に
向
っ
て
説
い
た
脆
い
器

�
�
�

の
教
え
が
、
十

六
世
紀
後
半
に
は
世
俗
歌
の
中
に
も
登
場
し
て
く
る
と
い
う
興
味
深
い
現
象

は
、
即
座
に
そ
の
教
え
の
世
俗
的
浸
透
を
物
語
る
わ
け
で
は
な
い
。
既
述
し

た
よ
う
に
、「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
に
娘
が
い
た
」
で
始
ま
る
歌
に
は
、「
瓶

を
守
れ
よ
」
と
い
う
ル
フ
ラ
ン
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
瓶
を
毀
そ
う
と
す
る

側
の
関
心
に
彩
ら
れ
た
ル
フ
ラ
ン
の
も
の
も
存
在
し
て
い
た
。
前
者
が
宗
教

改
革
時
代
の
洗
礼
を
受
け
、そ
の
主
張
を
反
映
す
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、

一
つ
の
歌
集
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
歌
の
並
存
は
、
当
時
ど
ち
ら
の�
調
子�
ト
ー
ン

が
優
勢
だ
っ
た
の
か
を
判
断
す
る
に
足
る
材
料
を
与
え
て
は
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
す
べ
て
の
娘
の
瓶
を
守
る
よ
う
に
説
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢

力
や
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
都
市
の
風
紀
粛
清
と
管
理
に
乗
り
出
し
た
世
俗

権
力
の
意
向
は
、
中
世
の
長
い
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
た
十
六
世
紀
の
人
々
の

意
識
と
ど
の
く
ら
い
隔
た
り
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
溝
は
ど
の

よ
う
に
し
て
次
第
に
埋
め
ら
れ
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
を
特
徴
づ
け
る
市

民
道
徳
へ
と
捏
ね
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
娘
た
ち
を
家
庭
に
囲

い
込
も
う
と
す
る
権
力
の
側
か
ら
の
〈
毀
れ
瓶
〉
へ
の
警
告
が
、
世
間
一
般

に
及
ぼ
し
た
影
響
や
浸
透
過
程
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
の
積
極
的
な�
賛
同
者�
の
言
説
の
検
討
と
並
ん
で
、
当
時
の
人
々
の
耳
目
に

イ
デ
オ
ロ
ー
グ

直
接
触
れ
、
広
く
出
回
っ
て
い
た
多
く
は
無
名
の
資
料
か
ら
、
世
間
的
通
念

を
洗
い
出
す
試
み
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
一
枚
刷
り
印

刷
物
や
歌
の
本

�
�
�

の
形
で
広
め
ら
れ
た
数
多
く
の
新
し
い
世
俗
歌
、
と
り
わ
け

恋
の
歌
の
テ
キ
ス
ト
は
、〈
毀
れ
瓶
〉
に
つ
い
て
の
世
俗
的
関
心
の
あ
り
よ

う
を
窺
い
知
る
上
で
恰
好
の
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
世
俗

歌
は
た
と
え
古
く
か
ら
伝
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
常
に
歌
わ
れ
る
時
代
と

場
所
の
現
実
を
切
り
取
り
テ
キ
ス
ト
に
織
り
込
ん
で
い
く
、
塑
性
に
富
ん
だ

織
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
結
婚
前
の
世
俗
の
娘
た
ち
、
あ
る

い
は
娘
た
ち
を
取
り
巻
く
世
間
一
般
に
お
い
て
、
脆
い
瓶
の
教
え
が
ど
こ
ま

で
厳
し
く
遵
守
す
べ
き
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
十
七
世
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紀
の
カ
ッ
ツ
の
諺
集
で
〈
毀
れ
瓶
〉
が
決
定
的
に
一
義
的
な
意
味
を
荷
わ
さ

れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
、
処
女
性
に
対
す
る
娘
た
ち
、
あ
る
い
は
世
間
一
般

の
意
識
の
ど
の
よ
う
な
変
化
が
跡
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
、
主
と
し
て
世
俗
歌

の
変
遷
の
中
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ル
タ
ー
に
よ
っ
て
「
肉
の
罪
に
満
ち
た
歌
」
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
た
世

俗
歌
は
、
彼
の
時
代
に
俄
か
に
流
行
り
始
め
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

十
二
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
宮
廷
を
中
心
に
開
花
し
た
恋
愛
詩
は
、
観

念
的
な
ま
で
に
定
型
化
し
た
南
仏
ト
ゥ
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
系
統
の
歌
の
他
に

も
、
北
仏
ト
ル
ヴ
ェ
ー
ル
の�
恋
の
歌�

ロ

マ

ン

ス

や�
牧　

歌�
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
以
前
か

パ
ス
ト
ゥ
レ
ル

ら
存
在
し
て
い
た
こ
の
地
方
の
民
謡
を
宮
廷
風
に
洗
練
し
た
も
の
も
少
な
く

な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の�
恋
愛
詩
人�
た
ち
の
場
合
に
も
、

ミ
ン
ネ
ゼ
ン
ガ
ー

ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
よ
う
に
民
謡
に
通
じ
る
農
民
世
界
を
積
極
的
に
取
り
入
れ

て
自
身
の
作
風
を
完
成
し
た
詩
人
が
影
響
力
を
持
っ
た
し
、
十
三
世
紀
中
ご

ろ
ま
で
の
主
と
し
て
ラ
テ
ン
語
の
世
俗
歌
を
集
め
た
『
カ
ル
ミ
ナ
・
ブ
ラ
ー

ナ
』
に
も
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
民
謡
か
ら
採
取
し
た
と
思
わ
れ
る
恋
の
歌
や

牧
歌
が
い
く
つ
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。〈
宮
廷
風
〉
が
は
っ
き
り
と
衰
退
す

る
十
四
世
紀
以
降
に
は
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
系
譜
が
綯
い
合
わ
さ
れ
て
、

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
多
く
は
無
名
の
世
俗
歌
（
ド
イ
ツ
で
は
職�　
匠　
歌　������
人

���������

の
も
の

マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー

も
多
い
）�

　

が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
は
宗
教
歌
と
と
も
に
、
十
五

世
紀
ま
で
は
主
と
し
て
好
事
家
の
手
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
、
写
本
の
形
で
伝

え
ら
れ
て
い
た
が
、
印
刷
術
が
め
ざ
ま
し
い
勢
い
で
普
及
し
た
十
六
世
紀
に

は
、
こ
れ
ま
で
通
り
私
的
な
図
書
室
を
意
図
し
て
作
ら
れ
る
写
本
の
他
に
、

新
旧
の
世
俗
歌
を
集
め
た
歌
の
本

�
�
�

が
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
出
版
物
の
一
つ
に

成
長
す
る
。古
い
歌
は
時
代
と
場
所
に
即
し
て
い
く
つ
も
の�
異　

曲�
を
生
み
、

ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト

新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
多
く
の
歌
が
次
々
に
付
加
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

歌
集
（
一
曲
あ
る
い
は
数
曲
を
収
め
た
一
枚
刷
り
も
多
い
）
は
ド
イ
ツ
で
も

フ
ラ
ン
ス
で
も
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
で
も
、
し
ば
し
ば
多
声
部�
　

の
楽
譜
付
き

で
、
あ
る
い
は
リ
ュ
ー
ト
な
ど
で
の
伴
奏
・
演
奏
を
念
頭
に
お
い
て
編
集
さ

れ
た
。
単
旋
律
の
歌
謡
は
口
承
文
芸
の
形
で
そ
れ
ま
で
に
も
長
い
間
人
々
に

歌
い
継
が
れ
て
き
て
い
た
が
、印
刷
に
付
さ
れ
た
新
し
い
歌
集
は
、当
時
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
都
市
の
一
般
市
民
の
間
に
も
広
が
り
始
め
た
音
楽
愛
好
の
気
風
を

踏
ま
え
、
こ
の
素
朴
な
楽
し
み
に
、
彼
ら
の
音
楽
的
素
養
に
ふ
さ
わ
し
い
新

し
い
歌
い
方
・
楽
し
み
方
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
市
民
的
教
養
の
立
場
か
ら
「
気
高
い
音
楽
」
を
重
ん
じ
、
愛

好
家
の
た
め
に
古
い
歌
の
収
集
・
保
存
に
も
心
を
砕
い
た
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ォ

ル
ス
タ
ー
は
、
一
五
三
九
年
か
ら
一
五
五
六
年
に
か
け
て
全
五
集
、
合
計
三

七
八
の
歌
を
収
め
る
歌
集
を
出
版
し
て
い
る
。
今
日
、「
十
六
世
紀
半
ば
に

流
布
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
歌
の
典
型
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」�
　

と
評

さ
れ
る
こ
の
歌
集
の
第
一
集
に
は
、
当
時
の
ス
タ
イ
ル
に
従
い
『
種
々
の
楽

器
に
使
用
で
き
る
よ
う
精
選
さ
れ
た
真
に
ド
イ
ツ
風
の
古
今
の
良
き
ド
イ
ツ
歌
謡

集
』
と
い
う
長
い
タ
イ
ト
ル
が
付
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
御
丁
寧
に
「
ド
イ

ツ
風
」（�������
�������
）
が
二
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
国
民
意
識
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の
高
ま
り
を
背
景
に
こ
の
歌
集
を
編
ん
だ
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
の
意
気
込
み
の
現

わ
れ
で
あ
る
。〈
す
べ
て
の
気
高
い
音
楽
の
愛
好
家
た
ち
に
〉
と
題
さ
れ
た

冒
頭
の
序
文
の
中
で
、
彼
は
こ
の
歌
集
を
刊
行
す
る
に
至
っ
た
二
つ
の
動
機

を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
（
…
…
）
し
か
し
わ
た
し
が
、（
歌
集
の
出
版
を
勧
め
る
）
友
人
た
ち
に

そ
れ
（
彼
ら
の
願
い
）
を
拒
み
切
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
古

く
由
緒
あ
る
ド
イ
ツ
の
作
曲
家
の
歌
が
、（
…
…
）音
楽
と
と
も
に
現
わ
れ
、

歩
み
、
一
生
を
終
え
た
多
く
の�
職
匠
歌
人�
た
ち
も
ろ
と
も
完
全
に
忘
れ
去

マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー

ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
代
り
に
多
く
の
名
も
な
い
新
し
い
楽
曲
が
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
に
は
、
優
雅
な
モ

テ
ッ
ト
や
詩
篇
、
あ
る
い
は
同
様
の
芸
術
作
品
を
歌
う
に
は
必
ず
し
も
適

さ
な
い
よ
う
な
取
る
に
足
ら
な
い
音
楽
で
あ
っ
て
も
、
取
る
に
足
ら
な
い

歌
と
と
も
に
、
誠
実
で
愛
す
べ
き
芸
術
と
し
て
維
持
し
推
奨
し
た
い
と
思

う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
集
は
と
く
に
、
あ
ら
ゆ
る
楽
し
い
集
ま
り
や
気

晴
ら
し
の
場
で
新
鮮
な
ド
イ
ツ
の
歌
を
歌
い
、
楽
器
で
練
習
す
る
の
に
役

立
つ
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
多
く
の
無
駄
な
お
し
ゃ
べ
り
や
飲
酒
、
そ

の
他
の
悪
徳
が
防
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
身
分
の
高
い
あ
る
人
か
ら
し

ば
し
ば
聞
か
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
彼
は
人
々
が
暇
つ
ぶ
し
の
た
め
に
行
う

の
を
常
と
す
る
す
べ
て
の
気
晴
ら
し
の
う
ち
で
、
気
高
い
音
楽
ほ
ど
す
ば

ら
し
く
、
誠
実
で
美
し
い
も
の
は
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の

他
の
気
晴
ら
し
で
は
す
べ
て
、
賭
け
事
、
剣
闘
、
ダ
ン
ス
、
あ
る
い
は
何

で
あ
れ
、
み
な
が
人
の
先
を
越
し
、
利
益
を
得
、
優
位
に
立
と
う
と
し
て

奮
い
立
ち
、
気
を
晴
ら
そ
う
と
し
て
そ
こ
か
ら
多
く
の
馬
鹿
げ
た
争
い
が

生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
音
楽
は
、
た
と
え
不
協
和
が
あ
っ

て
も
、
熱
心
な
練
習
に
よ
っ
て
声
部
の
統
一
を
保
つ
よ
う
促
す
以
外
に
は

何
も
企
図
せ
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
て
各
人
は
真
の
音
楽
を
知
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
言
説
は
、十
六
世
紀
半
ば
と
い
う
時
代
が
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
に
と
っ
て
、

新
旧
の
世
俗
歌
が
内
容
に
お
い
て
よ
り
ま
ず
楽
曲
に
お
い
て
入
れ
替
わ
っ
て

い
く
時
代
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ

ル
ク
で
の
学
生
時
代
に
ル
タ
ー
と
親
交
を
結
び
、
彼
の
た
め
に
自
身
詩
篇
や

他
の
聖
書
詩
句
の
作
曲
も
手
掛
け
た
と
い
う
こ
の
歌
曲
の
愛
好
家�
　

は
、
確

か
に
世
俗
歌
の
歌
詞
よ
り
む
し
ろ
楽
曲
の
方
に
興
味
を
惹
か
れ
が
ち
だ
っ

た
。
し
か
し
、
翌
年
続
け
て
出
さ
れ
た
歌
集
が
『
第
二
集
、
大
い
に
楽
し
く
歌

え
、
気
晴
ら
し
に
な
る
新
鮮
良
質
な
ド
イ
ツ
歌
謡
集
』
と
題
さ
れ
、
楽
器
な
し
に

楽
し
く
歌
え
る
酒
宴
や
祭
日
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、

あ
る
い
は
後
の
歌
集
に
は
自
作
の
戯
れ
歌
や
嘲
笑
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
見
て
も
、
彼
は
世
俗
歌
の
歌
詞
の
与
え
る
楽
し
み
を
十
分
に
知
っ
て
い

た
。
世
俗
歌
を
歌
詞
・
曲
と
も
に
「
取
る
に
足
ら
な
い
」
も
の
と
す
る
彼
の

言
説
は
む
し
ろ
、
こ
れ
に
激
し
い
非
難
を
浴
び
せ
る
ル
タ
ー
の
よ
う
な
厳
格

〈毀れ瓶〉―その寓意の成立をめぐって（Ⅲ）―
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武
骨
な
聖
職
者
に
対
す
る
、
音
楽
愛
好
家
の
立
場
か
ら
の
自
己
弁
護
と
受
け

取
っ
て
い
い
。
聖
と
俗
と
を
問
わ
ず
歌
曲
を
熱
狂
的
に
愛
し
た
フ
ォ
ル
ス

タ
ー
は
、
ル
タ
ー
と
の
個
人
的
な
関
係
か
ら
推
し
て
も
間
違
い
な
く
、
一
五

二
四
年
に
出
版
さ
れ
た
宗
教
歌
集
の
前
書
き
で
述
べ
ら
れ
た
世
俗
歌
批
判�
　

を
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
忘
れ
去
ら
れ
る

ま
ま
に
う
ち
捨
て
ら
れ
た
古
い
歌
曲
の
保
存
と
い
う
あ
る
種
人
文
主
義
的
な

第
一
の
理
由
は
、
新
鮮
な
歌
と
音
楽
の
社
交
的
楽
し
み
を
擁
護
す
る
第
二
の

理
由
の
前
で
、
い
さ
さ
か
生
彩
を
欠
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
こ
で
彼
が
、
ど
ん
な
つ
ま
ら
な
い
音
楽
で
あ
れ
音
楽
が
持
つ
道
徳
的
効
用

の
大
き
さ
に
つ
い
て
熱
弁
を
奮
う
の
は
、
当
時
の
説
教
者
が
信
徒
に
向
っ
て

盛
ん
に
説
い
た
〈
七
つ
の
大
罪
〉
や
ダ
ン
ス
へ
の
戒
め
の
ト
ポ
ス
を
、
自
己

の
む
し
ろ
享
楽
的
な
立
場
の
擁
護
に
援
用
し
、
世
俗
歌
の
か
け
が
え
の
な
い

楽
し
み
を
損
な
う
非
難
の
矛
先
を
巧
み
に
か
わ
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
世
俗
音
楽
は
、
中
世
以
来
の
ダ
ン
ス
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を

ま
だ
決
し
て
解
き
去
っ
て
は
い
ず
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
歌
（
音
楽
）
の
力

は
相
変
ら
ず
娘
を
誘
惑
す
る
際
の
強
力
な
手
段
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。�

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
新
旧
世
俗
歌
の
端
境
期
の
意
識
は
、
個
人

に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
時
間
的
な
ず
れ
が
あ
る
に
せ
よ
、
十
五
世
紀
後
半

か
ら
十
六
世
紀
を
通
じ
て
多
く
の
人
々
が
共
有
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
新

し
く
生
み
出
さ
れ
、
印
刷
術
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
歌
は
、
確
か
に
そ
れ
ま

で
の
古
い
歌
と
は
異
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
奢
侈
品
の
集
中

す
る
商
業
都
市
的
な�
心
性�
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
軽
佻
浮
薄
で
開
放
的
に

メ
ン
タ
リ
テ
ィ

見
え
な
が
ら
、
同
時
に
都
市
と
田
舎
と
を
峻
別
し
、
農
夫
を
嘲
笑
い
都
市
風

流
儀
の
優
越
を
打
ち
出
す
小
市
民
気
質
を
大
い
に
育
て
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。次
第
に
門
戸
を
閉
ざ
し
始
め
た
都
市
に
流
れ
込
む
人
々
は
、〈
都
会
風
〉

を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
必
死
に
な
っ
て
い
た
。
十
五
世
紀
末
の
都
市
に
や
っ

て
き
た
田
舎
者
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ラ
ー
・
フ
ォ
ン
・
カ
イ
ザ
ー
ス
ベ
ル
ク
は

こ
ん
な
観
察
を
残
し
て
い
る
。「（
…
…
）
町
の
人
間
が
農
夫
よ
り
優
れ
て
い

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
町
の
景
観
も
ま
た
田
舎
よ
り
優
れ
て
い
る
の
だ
。

だ
か
ら
、
田
舎
の
人
間
が
町
へ
来
る
と
、
ま
ず
最
初
に
偏
屈
な
流
儀
や
粗
暴

な
身
振
り
を
捨
て
去
っ
た
後
で
、
丸
め
て
い
た
口
元
を
突
き
出
す
こ
と
を
学

び
始
め
る
。
そ
う
や
っ
て
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
訛
り
を
す
っ
か
り
直
し
て
し
ま

う
と
、
彼
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
か
ら
エ
ル
ザ
ス
人
に
完
全
に
生
れ
変
る
こ

と
に
な
る
。」�　
都
市
に
住
む
人
々
の
間
で
も
礼
儀
作
法
に
対
す
る
関
心
が
増

大
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
写
本
の
形
で
宮
廷
周
辺
に
位
置
す
る
都
市

エ
リ
ー
ト
に
珍
重
さ
れ
た
種
々
の
作
法
書
、
と
り
わ
け
宴
席
作
法
指
南
が
、

一
枚
刷
り
印
刷
物
の
簡
略
版
と
な
っ
て
、
し
か
も
世
俗
歌
の
形
で
流
布
し
て

い
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。�
　

こ
う
し
て
都
市
的
世
俗
的
な
社
交
社
会
は
こ

の
時
代
に
は
っ
き
り
と
重
要
性
を
増
し
て
い
き
、
そ
こ
で
の
男
女
関
係
も
ま

た
次
第
に
洗
練
さ
れ
つ
つ
都
市
的
な
枠
に
嵌
め
込
ま
れ
て
い
く
。
一
方
に
は

宮
廷
風
の
熱
心
な
模
倣
が
あ
り
、
他
方
に
は
宗
教
改
革
・
反
宗
教
改
革
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
繁
栄
す
る
諸
都
市
に
次
第
に
高
ま
っ
た
道
徳
的
要
請
が
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あ
っ
た
。
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
が
そ
の
『
廷
臣
論
』
の
中
で
、
リ
ュ
ー
ト
演

奏
を
宮
廷
の
貴
人
・
貴
婦
人
に
不
可
欠
の
た
し
な
み
と
し
て
推
奨
し
た
の
は

こ
の
世
紀
の
初
め
だ
っ
た
が
、
こ
の
楽
器
は
既
に
前
世
紀
末
に
、
宮
廷
風
を

常
に
い
ち
早
く
取
り
入
れ
る
富
裕
市
民
層
に
し
っ
か
り
と
定
着
し
て
い

た
。�
　

フ
ィ
ー
デ
ル
を
弾
く
中
世
的
職
業
歌
人
が
街
頭
か
ら
次
第
に
姿
を
消

し
、
都
市
の
通
り
や
若
い
娘
の
住
む
窓
辺
を
楽
器
を
手
に
め
か
し
込
ん
だ
若

者
が
徘
徊
す
る
有
様
も
、
こ
の
時
代
の
世
俗
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る
。�
　

十
六

世
紀
に
は
セ
レ
ナ
ー
ド
の
歌
と
と
も
に
そ
の
手
で
掻
き
鳴
ら
さ
れ
る
楽
器
も

ま
た
、
リ
ュ
ー
ト
と
相
場
が
決
っ
て
い
た
。
音
楽
が
愛
の
寓
意
と
し
て
風
俗

画
や
エ
ン
ブ
レ
ム
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
と
き
、
そ
の
図
像
と
し
て
描
か
れ

た
の
も
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
リ
ュ
ー
ト
（
と
楽
譜
）
で
あ
る
。
恋
す
る
二

人
が
と
も
に
一
つ
の
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
心
情
の
合
一
を
意
味

し
た
。
社
交
の
場
で
持
て
囃
さ
れ
る
音
楽
は
、
こ
う
し
て
都
市
に
暮
す
若
者

た
ち
の
求
愛
と
求
婚
の
道
具
と
し
て
も
浸
透
し
て
い
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
新

旧
雑
多
な
歌
を
取
り
混
ぜ
た
世
俗
歌
集
に
は
と
り
わ
け
恋
の
歌
が
多
か
っ

た
。
そ
の
一
方
で
当
時
の
新
し
い
世
俗
歌
は
、
街
中
で
日
々
人
々
の
噂
に
上

る
さ
ま
ざ
ま
な
恋
の
顛
末
や
耳
目
を
欹
て
る
出
来
事
を
面
白
お
か
し
く
歌
詞

に
織
り
込
み
提
供
す
る
、
一
種
の
ゴ
シ
ッ
プ
誌
や
新
聞
の
よ
う
な
役
割
を
果

し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。�

　

そ
の
よ
う
な
恋
の
歌
、
恋
に
ま
つ
わ
る
歌
、
あ
る
い
は
若
い
娘
の
登
場
す

る
歌
の
中
か
ら
、
十
六
世
紀
の
娘
た
ち
を
取
り
巻
く
新
た
な
状
況
を
探
る
た

め
に
、
ま
ず
そ
れ
ま
で
の
流
れ
を
概
観
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中

世
末
、あ
る
い
は
近
代
の
胚
胎
期
と
も
い
う
べ
き
こ
の
時
代
の
恋
の
歌
に
は
、

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
つ
の
系
譜
の
歌
が
流
れ
込
ん
で
い
た
。
中
世
盛
期

の
定
型
化
し
た
宮
廷
風
恋
愛
詩
が
主
と
し
て
奥
方
の
恋
あ
る
い
は
奥
方
と
の

恋
を
扱
い
、
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
ぬ
想
い
に
つ
い
て
の
嘆
き
や
、
夫
を
欺

く
恋
人
た
ち
の
逢
瀬
が
重
要
な
ト
ポ
ス
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
民
謡
風

あ
る
い
は
牧
歌
風
の
恋
の
歌
で
は
未
婚
の
娘
と
の
恋
が
し
ば
し
ば
歌
わ
れ

た
。
後
者
の
系
譜
の
歌
に
は
対
話
形
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
が�
、

と
り
わ
け�
牧　

歌�
に
は
、
当
時
の
騎
士
歌
人
や
遍
歴
学
生
の
気
質
を
反
映
し

パ
ス
ト
ゥ
レ
ル

て
か
、
戯
れ
歌
と
境
を
接
し
た
厚
か
ま
し
い
調
子
の
口
説
き
歌
が
多
い
。
印

刷
術
の
普
及
に
伴
っ
て
十
五
世
紀
末
か
ら
出
回
り
始
め
た
世
俗
歌
の
一
枚
刷

り
や
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
新
旧
の
歌
を
編
ん
だ
十
六
世
紀
ド
イ
ツ
の
世
俗
歌

集
、
そ
し
て
同
時
代
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
写
本
な
ど
に
は
、
フ
ォ
ル
ス
タ
ー

の
歌
集
に
限
ら
ず
、
い
か
に
も
古
臭
く
感
じ
ら
れ
る
歌
が
か
な
り
の
部
分
を

占
め
て
い
る
。
こ
の
種
の
恋
の
歌
は
、
か
つ
て
の
宮
廷
風
恋
愛
詩
の
モ
チ
ー

フ
、
陰
口
屋
（
噂
）
や�
嫉
妬
男�
、
つ
れ
な
い
奥
方
、
恋
の
苦
し
み
、
恋
人
へ

や
き
も
ち
や

の
忠
誠
、
恋
人
の
裏
切
り
へ
の
嘆
き
、
秘
密
の
恋
の
魔
力
、
そ
し
て�
後
朝
の
歌�

ア
　

ル
　

バ

の
不
可
欠
の
登
場
人
物
を
な
し
て
い
た
見
張
り
番
な
ど
を
相
も
変
ら
ず
踏
襲

し
な
が
ら
、生
き
た
具
体
的
現
実
か
ら
は
何
も
汲
み
取
ろ
う
と
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
旧
来
の
道
具
立
て
を
、
若
い
娘
相
手
の
恋
に
そ
の
ま
ま
転
用
し

て
い
る
場
合
も
多
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
創
意
も
抒
情
性
も
感
じ
ら
れ
な
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く
な
っ
た
千
篇
一
律
の
歌
が
こ
の
時
代
ま
で
数
多
く
生
き
残
り
、
幾
ば
く
か

の
魅
力
を
保
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
制
度
化
し
形
骸
化
し
た
職
匠
歌

人
の�
技
芸�
の
た
め
よ
り
む
し
ろ
、
素
朴
な
音
楽
の
力
に
依
存
し
て
い
た
の
か

ク
ン
ス
ト

も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
新
し
い
種
類
の
世
俗
歌
は
民
謡
風
の
歌
を
発

展
さ
せ
た�
物
語
詩�
が
多
く
、
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
常
に
未
婚
の
若
い
娘
の
方

バ

ラ

ッ

ド

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
恋
す
る
娘
た
ち
を
常
に
深
刻
な
現

実
に
直
面
さ
せ
る
処
女
性
喪
失
と
妊
娠
の
問
題
が
、
世
相
や
世
間
の
噂
に
対

す
る
歌
い
手
の
微
妙
な
ス
タ
ン
ス
を
反
映
し
な
が
ら
歌
の
中
に
織
り
込
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
恋
の
歌
は
、
確
実
に
中
世
盛
期
の�
牧　

歌�
や

パ
ス
ト
ゥ
レ
ル

ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
系
譜
に
繋
が
っ
て
お
り
、
同
様
の
テ
ー
マ
は
既
に
そ
こ
に

も
見
出
せ
る
の
だ
が
、
時
代
の
推
移
に
と
も
な
っ
て
歌
わ
れ
る
娘
は
も
は
や

言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の
村
娘
（�
羊
番
を
す
る
娘�
）
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

パ　

ス　

ト　

ゥ　

レ　

ル

世
俗
歌
を
生
み
出
す
世
界
が
、
宮
廷
と
そ
の
周
辺
に
広
が
る
田
園
か
ら
都
市

と
そ
の
周
辺
に
広
が
る
田
園
へ
と
舞
台
を
移
し
た
と
き
、
そ
こ
に
登
場
す
る

娘
の
多
く
も
ま
た
、
都
市
に
住
む
様
々
な
職
人
や
商
人
の
娘
、
あ
る
い
は
田

舎
か
ら
都
市
に
や
っ
て
く
る
農
夫
の
娘
に
な
っ
た
。

　

恋
す
る
娘
、
あ
る
い
は
恋
に
憧
れ
る
娘
な
ど
、
娘
の
側
に
焦
点
を
当
て
て

彼
女
が
引
き
起
こ
す
出
来
事
を
綴
る
歌
に
は
、
し
ば
し
ば
娘
の
両
親
や
兄
な

ど
が
言
及
さ
れ
て
い
て
、
当
時
の
娘
た
ち
と
家
族
と
の
関
わ
り
の
一
端
が
窺

い
知
ら
れ
る
。
十
六
世
紀
後
半
の
先
に
引
用
し
た
歌
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男

に
娘
が
い
た
」
で
は
、
気
の
は
や
る
娘
を
引
き
止
め
て
瓶
を
毀
さ
せ
ま
い
と

す
る
の
は
母
親
だ
っ
た
。
こ
の
歌
で
は
、
娘
の
父
親
で
あ
る
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー

ベ
ン
男
」
は
冒
頭
の
一
行
に
登
場
す
る
だ
け
で
甚
だ
影
が
薄
い
。
カ
ッ
ツ
の

諺
詩
で
も
、
瓶
を
毀
し
た
娘
が
家
に
帰
ろ
う
と
考
え
た
と
き
、
ま
ず
念
頭
に

思
い
浮
べ
た
の
は
母
親
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
叱
責
だ
っ
た
。
こ
の
関
連
で
娘

に
焦
点
を
当
て
た
中
世
の
世
俗
歌
を
概
観
し
て
み
る
な
ら
ば
、
娘
の
処
女
性

を
監
視
し
軽
は
ず
み
を
戒
め
る
役
割
、
あ
る
い
は
娘
の
恋
の
不
始
末
に
対
処

す
る
役
割
は
、
必
ず
し
も
母
親
だ
け
に
振
り
当
て
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
父
親
と
母
親
が
共
に
名
指
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
そ
れ
に
兄
が
加
わ

る
場
合
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
娘
と
母
の
対
話
詩
に
も
特

徴
的
な
よ
う
に
、
恋
す
る
娘
の
行
動
を
一
番
近
く
で
見
張
っ
て
い
る
の
は
、

古
い
歌
で
も
新
し
い
歌
で
も
や
は
り
母
親
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
い
か

に
も
自
然
に
思
え
る
結
び
つ
き
に
も
拘
ら
ず
、
歌
の
中
に
窺
え
る

�
�
�
�
�
�
�

こ
の
よ
う

な
母
娘
関
係
は
、
中
世
盛
期
と
十
六
世
紀
で
は
か
な
り
様
子
が
異
な
る
の
で

あ
る
。

　

ま
ず
、
中
世
盛
期
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ラ
テ
ン
語
の
世
俗
歌
を
広
汎
に
収
集

し
て
い
る
『
カ
ル
ミ
ナ
・
ブ
ラ
ー
ナ
』
か
ら
、
い
く
つ
か
例
を
と
っ
て
検
討

し
て
み
よ
う
。
七
十
歌
に
は
、
家
族
の
厳
重
な
監
視
下
に
お
か
れ
た
娘
が
、

恋
人
に
身
動
き
の
で
き
な
い
状
況
を
訴
え
る
こ
ん
な
詩
句
が
あ
る
。「
父
も
母

も
／
兄
も
日
に
四
度
も
／
あ
な
た
の
こ
と
で
わ
た
し
を
怒
鳴
り
つ
け
た
／
お

婆
さ
ん
た
ち
に
部
屋
部
屋
を
め
ぐ
ら
せ
／
若
い
男
た
ち
を
す
べ
て
の
見
張
台

へ
送
り
／
わ
た
し
た
ち
を
じ
っ
と
監
視
さ
せ
も
し
た
」（
八
連
）。�　
家
族
だ
け
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で
な
く
、「
お
婆
さ
ん
た
ち
」
や
「
若
い
男
た
ち
」
な
ど
家
の
子
郎
党
を
総

動
員
し
て
の
監
視
態
勢
は
、こ
の
家
の
か
な
り
の�
地　

位�
を
物
語
っ
て
い
る
。

ス
テ
イ
タ
ス

こ
の
よ
う
な
家
で
は
、
娘
の
過
ち
に
よ
っ
て
家
門
の
名
誉
を
瑕
つ
け
る
こ
と

は
、
何
と
し
て
で
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
娘
は
深
窓
育
ち
な
の

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
恋
を
し
て
身
重
に
な
っ
た
村
娘
の
歌
（
一
二
六
歌
）

も
あ
る
。
そ
れ
ま
で
「
う
ま
く
隠
し
て
」
い
た
恋
を
も
は
や
隠
し
お
お
せ
な

く
な
っ
た
娘
は
、「
そ
れ
で
母
さ
ん
わ
た
し
を
打
つ
し
／
そ
れ
で
父
さ
ん
文
句

言
う
／
二
人
と
も
わ
た
し
に
辛
く
当
た
る
」（
第
四
連
）�　
と
嘆
く
。
妊
娠
と

い
う
深
刻
な
事
態
は
し
か
し
、
完
全
に
シ
リ
ア
ス
な
悲
劇
と
し
て
歌
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
き
な
お
腹
を
抱
え
針
の
莚
に
座
ら
さ
れ
た
娘
に
対

し
世
間
の
人
々
の
投
げ
つ
け
る
容
赦
な
い
非
難
の
眼
差
し
は
、
聖
母
マ
リ
ア

と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
戯
れ
歌
の
方
向
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
こ
か
ら
、
こ
の
歌
の
擬
似
的
歌
い
手
で
あ
る
娘
（「
わ
た
し
」）
の
背
後
に
、

実
際
の
歌
い
手
（
男
性
）
の
笑
い
を
含
ん
だ
視
線
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ

る
。

　
　

外
に
出
る
と

　
　

み
ん
な
に
じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
る

　
　

ま
る
で
化
け
物
み
た
い
に

　
　

こ
の
お
腹
を
見
る
と

　
　

み
ん
な
お
互
い
つ
つ
き
合
っ
て

　
　

通
り
過
ぎ
る
ま
で
黙
っ
て
る

　
　

い
つ
も
肘
で
つ
つ
い
て

　
　

わ
た
し
の
こ
と
を
指
さ
す

　
　

ま
る
で
奇
跡
を
や
っ
た
み
た
い
に

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　

頷
き
あ
っ
て
わ
た
し
に
知
ら
せ
る

　
　

火
あ
ぶ
り
に
値
す
る
罪
だ
っ
て

　
　

た
っ
た
一
度
の
過
ち
な
の
に
（
傍
点
強
調
筆
者
）

　

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
母
親
が
折
檻
の
鞭
を
振
る
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
折
檻
す
る
（��������

��������
）
母
親
と
非
難
の
言
葉
を
投
げ
つ
け
る

（����������

����������
）
父
親
と
い
う
組
み
合
せ
は
以
下
の
一
五
八
歌
に
も
現
わ
れ
る

が
、
近
代
的
視
点
か
ら
見
た
両
親
の
役
割
と
か
な
り
の
ず
れ
が
あ
る
。
こ
れ

は
事
実
を
反
映
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
中
世
に
特
徴
的
な

�
女
性
嫌
悪�
的
言
説
の
文
脈
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ミ

ゾ

ジ

ニ

ー

　

相
思
の
恋
で
な
い
な
ら
ば
、
監
視
す
る
親
の
厳
し
い
教
え
は
娘
の
行
動
に

そ
れ
な
り
の
規
制
力
を
持
っ
て
い
る
。
娘
の
美
し
さ
に
惚
れ
込
ん
だ
若
者
が

甘
い
言
葉
で
近
づ
い
て
来
た
と
き
、
一
人
で
笛
を
吹
い
て
い
た
羊
飼
い
の
娘

は
、
こ
う
言
っ
て
き
っ
ぱ
り
と
若
者
を
遠
ざ
け
る
。「
男
の
子
と
遊
ぶ
の
慣
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（８）

れ
て
な
い
の
／
わ
た
し
の
両
親
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人�

　

／
母
さ
ん
若
く
は

な
い
け
れ
ど
／
些
細
な
こ
と
で
腹
立
て
る
／
今
は
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
い

て
。」（
七
十
九
歌
、
最
終
連
）�
　

こ
の
娘
の
脳
裡
に
も
、
折
檻
す
る
母
親
の

怒
い
顔
が
浮
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
も
両
親
が
名
指
さ
れ
な
が

ら
、
母
親
一
人
が
憎
ま
れ
役
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
詩
形
式
か
ら
見

て
こ
の
歌
と
の
密
接
な
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
五
八
歌
に
は
、
こ
の
よ

う
な
拒
絶
が
結
局
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
娘
の
嘆
き
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
当
時

の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
拒
絶
さ
れ
た
若
者
が
そ
の
ま
ま
素
直
に
引
き
下
が
る

方
が
む
し
ろ
稀
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
深
窓
育
ち
の
娘
で
は
な
い
限
り
、

厳
し
く
監
督
す
る
親
兄
弟
の
存
在
を
常
に
意
識
し
て
い
て
も
、
娘
自
身
の
恋

心
と
は
関
わ
り
な
い
不
測
の
〈
過
ち
〉
は
し
ば
し
ば
生
じ
た
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。
巧
み
に
言
い
寄
る
金
持
ち
の

�
�
�
�

若
者
を
逃
が
れ
、
抵
抗
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
掴
ま
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
娘
は
、「
家
で
叱
ら
れ
る
」
の
を
恐
が
っ

て
起
き
た
こ
と
を
秘
密
に
し
て
お
い
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
む
。「
父
さ
ん
や
マ

ル
テ
ィ
ヌ
ス
兄
さ
ん
が
／
そ
れ
に
気
づ
い
た
ら
／
そ
れ
こ
そ
厄
日
／
母
さ
ん

が
知
っ
た
ら
／
鞭
で
ぶ
た
れ
る
わ
（���������

�������

������������������
）
／
蛇
の
四
倍
も
意

地
が
悪
い
の
。」（
最
終
連
）
父
や
兄
の
存
在
に
も
増
し
て
娘
の
恐
怖
心
を
掻

き
立
て
る
の
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
母
親
で
あ
る
。
そ
の
意
地
悪
さ
は
イ
ヴ
を

誘
惑
し
た
「
蛇
の
四
倍
」
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
女
の
折
檻
に
は
〈
愛

の
鞭
〉
的
な
近
代
道
徳
の
意
味
づ
け
が
全
く
な
い
。
母
親
は
あ
た
か
も
そ
の

邪
悪
な
本
性
ゆ
え
に
、
娘
が
過
ち
を
犯
す
機
会
を
決
し
て
逃
さ
ず
、
嬉
々
と

し
て
鞭
を
振
る
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。�
　

こ
の
二
つ
の
歌
は�
牧　

歌�
に
属
す

パ
ス
ト
ゥ
レ
ル

る
が
、『
カ
ル
ミ
ナ
・
ブ
ラ
ー
ナ
』
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る

北
仏
ト
ル
ヴ
ェ
ー
ル
の
牧
歌
に
も
、
恋
す
る
娘
が
監
視
す
る
両
親
、
と
り
わ

け
母
親
に
対
し
て
、
そ
の
「
意
地
悪
い
」
性
格
を
非
難
す
る
歌
が
見
ら
れ
る
。

泉
の
ほ
と
り
で
恋
人
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
る
羊
飼
い
の
娘
が
嘆
い
て
言
う
。

「
あ
た
し
が
こ
ん
な
に
き
れ
い
で
も
／
そ
ん
な
こ
と
何
に
も
な
ら
な
い
わ
／

あ
た
し
だ
っ
て
愛
そ
う
と
思
え
ば
／
い
つ
も
進
ん
で
愛
せ
る
の
に
／
そ
の
気

に
な
ら
な
い
の
は
父
さ
ん
と
／
意
地
悪
母
さ
ん
の
せ
い
／
愛
し
ち
ゃ
い
け
な

い
な
ん
て
間
違
っ
て
る
わ
／
い
と
し
い
あ
の
人
を
愛
せ
た
ら
い
い
の
に
。」

（
第
二
連
）�

　

牧
歌
は
多
く
の
場
合
、
村
の
羊
飼
い
娘
に
言
い
寄
る
騎
士
や
遍
歴
歌
人
の

立
場
か
ら
歌
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
対
話
形
式
を
と
っ
て
は
い
て
も
、
娘
の
語

る
母
親
像
が
彼
ら
の
視
線
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
娘
を
口
説
く
男
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
阻
む
両
親
は
共
に
疎
ま
れ
る

べ
き
存
在
の
は
ず
な
の
に
、
特
に
性
悪
な

�
�
�

母
親
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
強
調
さ

れ
て
い
る
の
は
、娘
の
身
近
な
監
視
者
が
母
親
で
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、

や
は
り
中
世
的
な
イ
ヴ
へ
の
不
審
感
、
女
性
嫌
悪
の
眼
差
し
が
あ
る
か
ら
だ

ろ
う
。
娘
の
折
檻
を
も
っ
ぱ
ら
母
親
が
受
け
も
つ
の
は
、
確
か
に
農
民
風
の

流
儀
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。�　
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、こ
の
時
代
の
恋

の
歌
が
娘
の
両
親
を
扱
う�
調
子�
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
分
の
恋
を
貫
こ
う
と
す

ト
ー
ン

る
娘
の
視
点
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
い
る
歌
い
手
の
視
点
に
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よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
身
近
な
母
親
は
父
親
よ
り
も
邪
悪
な
存
在
と
し

て
、
両
親
は
娘
の
自
然
な
欲
求

�
�
�
�
�

を
�

不
当
に

�
�
�

阻
害
す
る

�
�
�
�

存
在
と
し
て
、
も
っ
ぱ

ら
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
両
親
は
娘
を
保
護
し
教
育
す
る

存
在
で
あ
る
と
見
る
視
点
が
ほ
ぼ
完
全
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
宮
廷
の
恋
愛
詩
に
〈
農
民
風
〉
を
大
き
く
取
り
入
れ
、
恋
す

る
村
娘
と
そ
の
母
親
の
対
話
を
し
ば
し
ば
扱
っ
た
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・

ロ
イ
エ
ン
タ
ー
ル
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
彼
の
歌
は
村
娘
と
騎
士
歌
人

の
恋
を
歌
う
多
く
の
模
倣
者
を
生
み
、
後
の
職
匠
歌
人
に
も
と
り
わ
け
親
し

ま
れ
て
、
ド
イ
ツ
の
民
謡
風
世
俗
歌
に
は
っ
き
り
と
し
た
刻
印
を
残
し
た
。

そ
の
幅
広
い
人
気
に
相
応
し
く
、
こ
の
詩
人
の
作
品
に
は
十
六
世
紀
に
至
る

ま
で
の
写
本
制
作
の
過
程
で
い
く
つ
も
の
偽
筆
・
摸
筆
が
混
入
し
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
加
え
た
宮
廷
風
洗
練
を
再
び
脱
ぎ
去
っ
た
よ
り

猥
雑
な
〈
農
民
風
〉、
あ
る
い
は
む
し
ろ
〈
民
衆
風
〉
が
窺
え
て
興
味
深
い
。

母
娘
の
対
話
詩
の
多
く
は
、
五
月
の
祭
り
の
野
外
ダ
ン
ス
（
輪
踊
り
）
に
出

か
け
て
恋
人
と
楽
し
も
う
と
す
る
若
い
娘
と
、
娘
が
間
違
い
を
犯
し
結
婚
で

き
な
く
な
る
の
を
恐
れ
て
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
す
る
母
親
の
押
し
問
答
、
つ

ま
り
処
女
性
を
め
ぐ
る
母
娘
の
諍
い
を
扱
っ
て
い
る
。
恋
人
と
は
し
ば
し
ば

騎
士
歌
人
自
身
で
あ
り
、
彼
は
そ
こ
で
舞
踏
歌
を
歌
い
一
座
の
音
頭
を
と
る

の
で
あ
る
。
農
民
的
な
世
界
で
の
や
り
と
り
は
、
粗
野
だ
が
力
強
く
溌
剌
と

し
て
い
る
。
母
親
は
ま
ず
言
葉
で
説
き
聞
か
せ
た
り
、
娘
の
祝
日
の
衣
装
を

隠
し
た
り
し
て
、
じ
り
じ
り
と
気
の
は
や
る
跳
ね
っ
返
り
娘
の
行
く
手
を
阻

も
う
と
す
る
。
娘
の
方
は
そ
ん
な
こ
と
に
は
全
く
怯
ま
ず
、
却
っ
て
母
親
を

挑
発
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
押
し
問
答
の
挙
句
に
母
親
が
持
ち
出
す
の
は
、

こ
こ
で
も
お
仕
置
き
の
棒
叩
き
（
あ
る
い
は
鞭
打
ち
）
と
決
っ
て
い
る
。

　
　

娘
よ
、
お
前
は
、
誑
か
し
舞
踏
歌
を
歌
っ
て
聞
か
せ
る

　
　

あ
の
男
の
と
こ
へ
行
こ
う
っ
て
言
う
ん
だ
ね

　
　

あ
い
つ
は
、
お
前
を
一
目
で
も
見
た
ら

　
　

と
り
こ
に
で
き
る
と
思
い
上
が
っ
て
る

　
　

う
ち
に
い
よ
う
と
し
な
い
な
ら
、
鞭
で
打
た
れ
る
が
い
い
。

　
　

鞭
も
棒
叩
き
も
何
も
効
き
ゃ
し
な
い
わ

　
　

あ
の
人
が
望
む
こ
と
を
、
母
さ
ん
が
駄
目
だ
っ
て
言
う
な
ら

　
　

今
年
は
本
気
で
怒
っ
て
や
る

　
　

あ
の
人
と
一
緒
に
踊
り
に
行
く
の
よ

　
　

今
年
は
ユ
ー
テ
（
娘
の
名
）
な
し
に
菜
園
の
草
刈
り
を
す
る
の
ね
。

　
　

わ
た
し
の
鞭
か
ら
さ
っ
さ
と
お
逃
げ

　
　

さ
あ
、
つ
ま
ず
い
て
掴
ま
え
ら
れ
で
も
し
た
ら
、

　
　

お
前
の
踊
り
は
さ
ぞ
か
し
辛
か
ろ
う

　
　

そ
し
て
背
中
が
痛
む
だ
ろ
う

　
　

そ
う
す
り
ゃ
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
だ
っ
て
お
前
の
行
く
手
を
遮
る
ま
い
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（
十
一
歌
、
Ⅴ
〜
最
終
連
）

　

そ
れ
か
ら
一
年
後
を
想
定
し
た
春
の
歌
に
お
い
て
、
引
き
止
め
る
母
親
を

押
し
切
っ
て
飛
び
出
し
た
ユ
ー
テ
の
恋
の
顛
末
は
、
別
の
母
親
が
娘
に
同
様

の
軽
は
ず
み
を
戒
め
る
際
の
恰
好
の
先
例
に
な
っ
て
い
る
。「
あ
い
つ
は
踊
り

で
あ
の
娘
を
孕
ま
せ
た
／
生
れ
た
子
供
は
〈�
子
羊
ち
ゃ
ん�
〉
だ
と
さ
／
そ
れ

レ
　

ン
　

メ
　

ル

が
あ
い
つ
の
誑
か
し
踊
り
の
教
え
」（
十
二
歌
、
Ⅱ
連
、
五
〜
七
行
）
と
母

親
は
諭
し
て
言
う
。
恋
に
夢
中
の
娘
は
、「
ロ
イ
エ
ン
タ
ー
ル
殿
」
に
し
た

約
束
を
守
る
と
言
っ
て
聞
か
な
い
。「
ど
う
し
て
そ
れ
で
あ
た
し
の
名
誉
が
傷

つ
く
の
／
戻
っ
て
く
る
な
ん
て
考
え
ち
ゃ
な
い
わ
／
あ
の
人
に
素
敵
な
踊
り

を
教
え
て
も
ら
う
つ
も
り
よ
。」（
Ⅳ
連
、
五
〜
七
行
）
そ
し
て
最
後
に
、
母

親
が
娘
に
投
げ
つ
け
る
捨
て
台
詞
が
こ
う
締
め
く
く
る
。「
あ
い
つ
は
宮
廷
風

の
踊
り
で
お
前
を
釣
っ
て
／
じ
き
に
お
前
を
殴
る
わ
蹴
る
わ
引
っ
掻
く
わ
す

る
さ
／
そ
れ
で
お
前
は
揺
り
籠
二
つ
抱
え
て
お
ろ
お
ろ
す
る
が
い
い
。」（
最

終
連
、
五
〜
七
行
）
こ
の
よ
う
に
、
恋
人
と
の
ダ
ン
ス
に
浮
き
足
立
っ
て
家

を
飛
び
出
す
村
娘
の
恋
の
顛
末
は
、
し
ば
し
ば
妊
娠
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ

て
い
る
。「
踊
っ
て
く
る
が
い
い
、
た
と
え
ど
ん
な
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
／

あ
い
つ
が
お
前
を
誑
か
し
て
／
足
元
に
／
揺
り
籠
っ
て
こ
と
に
な
ら
な
き
ゃ

い
い
が
／
そ
う
な
っ
た
ら
お
前
の
楽
し
み
も
台
無
し
／
そ
う
な
る
に
決
っ
て

る
／
お
前
が
花
を
見
る
と
き
に
ゃ
／
後
ろ
で
泣
き
声
が
し
て
る
だ
ろ
。」（
六

五
歌
、
Ⅲ
連
）
こ
う
言
っ
て
脅
か
す
母
親
に
、
娘
は
き
っ
ぱ
り
と
答
え
る
。

「
母
さ
ん
の
心
配
な
ん
て
い
ら
ぬ
こ
と
／
ど
う
で
も
い
い
わ
／
そ
ん
な
悩
み

／
女
は
い
つ
も
子
を
産
む
も
の
よ
／
母
さ
ん
が
望
む
か
ら
っ
て
／
楽
し
み
を

あ
き
ら
め
る
の
は
い
や
／
あ
た
し
の
衣
裳
を
出
し
て
ち
ょ
う
だ
い
／
揺
り
籠

な
ん
て
ま
っ
ぴ
ら
ご
免
。」（
Ⅳ
連
）
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
の
応
酬
、
そ
の

挙
句
の
果
て
に
二
人
は
言
い
争
っ
て
組
ん
ず
ほ
ぐ
れ
つ
す
る
が
、
こ
の
歌
で

は
腕
力
の
勝
る
娘
の
方
が
母
親
の
振
り
上
げ
た
農
具
を
奪
っ
て
、
逆
に
散
々

に
打
ち
据
え
て
し
ま
う
。
偽
筆
と
も
見
な
さ
れ
る
最
終
連
で
、
母
親
は
ま
だ

体
力
の
衰
え
を
知
ら
な
か
っ
た
去
年
の
う
ち
に
、
娘
の
恋
の
芽
を
摘
ん
で
お

か
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
。「
お
前
が
た
ん
と
金
を
積
ん
で
も
／
メ

ル
ツ
ェ
は
お
前
を
女
房
に
ゃ
す
る
ま
い
。」
娘
の
恋
人
メ
ル
ツ
ェ
は
、
娘
を

玩
ん
で
い
る
だ
け
の
男
な
の
で
あ
る
。

　

結
婚
の
可
能
性
の
な
い
恋
人
と
の
過
ち
を
必
死
に
阻
も
う
と
す
る
母
親
の

努
力
は
、
こ
う
し
て
い
つ
も
徒
労
に
終
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
母

親
の
一
方
的
な
邪
悪
さ
や
性
悪
さ
が
取
り
立
て
て
強
調
さ
れ
る
わ
け
で
も
な

い
。
母
と
娘
の
対
話
や
掴
み
合
い
か
ら
浮
び
上
が
る
二
人
の
関
係
は
、
二
つ

の
対
立
す
る
力
と
し
て
も
っ
と
日
常
的
に
リ
ア
ル
に
描
か
れ
、
ほ
と
ん
ど
唐

突
な
印
象
を
与
え
る
『
カ
ル
ミ
ナ
・
ブ
ラ
ー
ナ
』
の
性
悪
な
母
親
よ
り
ず
っ

と
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
を
模
し
た
母
と
娘
の
対
話

歌
の
場
合
に
は
、
そ
の
力
点
が
も
う
少
し
別
の
方
向
に
ず
れ
て
い
る
。
例
え

ば
六
六
歌
で
は
、
十
二
に
な
っ
た
か
な
ら
ぬ
か
の
娘
が
も
う
恋
に
目
覚
め
て

母
親
を
慌
て
さ
せ
る
。
娘
は
母
親
の
戒
め
の
一
つ
一
つ
に
反
発
し
、
も
う
一

言語文化論集　第ⅩⅩⅢ巻　第１号
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人
前
の
口
調
で
、「
ほ
お
っ
と
い
て
よ
／
お
母
ち
ゃ
ん
／
あ
た
し
は
い
つ
も
思

い
通
り
に
生
き
る
つ
も
り
」
と
ル
フ
ラ
ン
で
答
え
る
。
あ
る
い
は
、
同
じ
く

ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
を
模
し
た
六
七
歌
の
も
う
一
人
の
早
熟
な
娘
は
、「
母
さ
ん
に

夫
が
い
る
み
た
い
に
／
あ
た
し
も
同
じ
こ
と
が
し
た
い
の
」
と
、
母
親
と
同

じ
権
利
を
主
張
し
て
止
ま
な
い
。
も
う
一
年
待
て
ば
、
ち
ゃ
ん
と
結
婚
さ
せ

て
あ
げ
る
か
ら
と
言
っ
て
引
き
止
め
る
母
親
は
、
あ
の
十
六
世
紀
後
半
の
世

俗
歌
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
に
娘
が
い
た
」
に
登
場
す
る
母
親
の
姿
を
彷
彿

さ
せ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
模
作
で
は
結
局
、
母
娘
と
も
に
そ
の
性
的
欲
求

の
強
さ
が
笑
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
、
そ
れ
自
体
性
的
暗
示
の
少
な
く
な

い
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の�
恋
愛
歌�
を
、
散
文
的
で
中
世
的
な�
笑　

話�
の
方
向
に
大

ミ
ン
ネ
ザ
ン
グ 

シ
ュ
ヴ
ァ
ン
ク

き
く
近
づ
け
て
い
る
。
娘
が
母
親
に
向
け
る
羨
望
の
眼
差
し
を
、「
満
腹
の

カ
ラ
ス
と
空
腹
の
カ
ラ
ス
の
生
活
は
違
う
」
と
い
う
諺
的
な�
落
ち�
で
締
め
括

ポ
ワ
ン
テ

る
こ
の
歌
は
、
諺
表
現
の
性
的
転
用
と
い
う
点
で
も
い
か
に
も
中
世
笑
話
的

で
あ
る
。
そ
し
て
、
娘
の
瓶
（
処
女
性
）
の
危
機
を
仄
め
か
す
際
に
常
に
響

い
て
い
る
こ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
哄
笑

�
�
�
�
�
�
�
�

こ
そ
が
、
中
世
を
近
代
か
ら
は
っ
き
り

と
隔
て
る
こ
と
に
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

因
み
に
、
偽
筆
（
後
代
の
加
筆
）
の
部
分
や
擬
似
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
に
多
く

見
ら
れ
る
こ
の
笑
話
的
傾
向
は
、
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
名
を
冠
さ
れ
た
全
詩
群

に
二
箇
所
だ
け
言
及
さ
れ
て
い
る
瓶
の
象
徴
性
に
も
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い

る
。
そ
の
一
つ
は
真
筆
と
さ
れ
る
詩
句
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と�
愛�
に
奉

ミ
ン
ネ

仕
し
て
き
た
彼
が
年
を
と
り
、
長
く
そ
の
奉
仕
の
酬
い
か
ら
見
放
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
嘆
く
場
面
に
現
わ
れ
る
。
歌
の
力
は
今
で
は
も
う
役
に
立
た
ず
、

村
の
若
者
に
み
す
み
す
恋
人
を
奪
わ
れ
て
抗
う
こ
と
も
で
き
な
い
そ
の
無
力

さ
を
、
詩
人
は
こ
ん
な
風
に
歌
う
。

　
　

わ
た
し
が
ど
こ
へ
向
お
う
と

　
　

そ
の
度
に
わ
た
し
の
瓶
は
割
れ
る

　
　

ま
た
し
て
も
若
い
田
舎
者
が

　
　

わ
た
し
の
想
い
を
苦
し
め
、
多
く
の
不
快
を
耐
え
忍
ば
せ
る

（
四
三
歌
、
Ⅲ
連
、
五
〜
八
行
）

　

こ
の
瓶
�

は
明
ら
か
に
、〈
水
瓶
は
毀
れ
る
ま
で
の
井
戸
通
い
〉
と
い
う
古

い
諺
の
水
瓶

�
�

に
付
さ
れ
た
本
来
的
な
意
味
に
近
い
文
脈
に
あ
り
、
人
間
一
般

の
肉
体
の
脆
さ
を
背
景
に
、
若
い
盛
り
を
過
ぎ
た
詩
人
が
肉
体
の
衰
え
に

伴
っ
て
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
彼
の
企
図
（
恋
の
企
て
）
の
脆
さ
を

象
徴
し
て
い
る
。
日
常
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
そ

の
脆
さ
を
誰
も
が
体
験
的
に
知
っ
て
い
る
瓶
、
聖
書
の
中
に
あ
れ
ほ
ど
し
ば

し
ば
人
間
の
肉
体
の
象
徴
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
瓶
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

よ
う
な
脆
い
人
間
、
と
り
わ
け
老
い
を
意
識
し
始
め
た
人
間
の
企
て
る
恋
の

脆
さ
と
結
び
つ
い
て
、
地
上
の
生
の
虚　
飾

�����

の
文
脈
で
表
象
さ
れ
て
い
る
。

ヴ
ァ
ニ
タ
ス

　

こ
れ
に
対
し
、同
じ
よ
う
に�
愛�
を
捧
げ
た
恋
人
を
村
の
若
者
に
奪
わ
れ
て
、

ミ
ン
ネ

〈毀れ瓶〉―その寓意の成立をめぐって（Ⅲ）―
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愛
の
歌
の
断
念
を
決
意
す
る
五
十
歌
に
は
、
途
中
か
ら
唐
突
に
中
世
笑
話
と

ほ
と
ん
ど
変
ら
ぬ�
調
子�
の
偽
筆
が
混
入
し
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
瓶
、
即
ち

ト
ー
ン

処
女
性
喪
失
を
意
味
す
る
〈
毀
れ
瓶
〉
が
男
性
器
を
意
味
す
る
〈
鋏
〉
と
と

も
に
登
場
し
て
い
る
。
心
変
わ
り
し
た
恋
人
と
邪
魔
立
て
す
る
若
者
へ
の
呪

い
の
場
面
（
真
筆
）
に
、
一
転
し
て
農
家
の
下
働
き
の
娘
が
粗
暴
な
若
者
の

悪
ふ
ざ
け
か
ら
蒙
っ
た
損
害
を
訴
え
る
詩
連
が
続
く
。
娘
は
若
者
の
名
を
挙

げ
て
、
こ
う
非
難
す
る
。「
あ
い
つ
は
何
で
も
し
か
ね
な
い
／
台
に
の
っ
て

た
あ
た
し
の
瓶
を
／
毀
し
た
の
は
あ
い
つ
」。続
い
て
瓶
を
毀
し
た
彼
の
長
い

「
鋏
」
に
つ
い
て
の
四
行
に
わ
た
る
描
写
が
あ
り
、
こ
の
連
は
次
の
よ
う
に

終
っ
て
い
る
。「
そ
い
つ
で
あ
い
つ
は
瓶
を
毀
し
た
／
そ
れ
で
あ
た
し
は
雌
鶏

を
失
く
し
た
／
だ
か
ら
あ
た
し
は
一
文
な
し
」（
Ⅵ
連
ｆ
）。
娘
が
持
っ
て
い

た
「�
雌
鶏�
」
の
意
味
は
容
易
に
は
確
定
で
き
な
い
が
、
中
世
の
諺
で
は
そ
れ

ヘ
ン
ネ

が
し
ば
し
ば
「
女
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
若
い
娘
た
ち
を
追

い
か
け
回
し
性
的
な
力
を
誇
示
す
る
若
者
た
ち
が
自
身
を
し
ば
し
ば
雄
鶏
に

た
と
え
て
い
た
こ
と�
　

な
ど
を
考
え
合
せ
れ
ば
、
瓶
�

と
の
関
連
で
や
は
り
娘

の
処
女
性
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
沢
山
卵

を
産
む
雌
鶏
（
こ
れ
に
関
す
る
諺
も
多
い
）
は
貧
し
い
農
家
の
貴
重
な
収
入

源
だ
っ
た
か
ら
、
娘
の
失
く
し
た
雌
鶏
と
は
娘
の
貴
重
な
財
産
、
す
な
わ
ち

処
女
性
の
隠
喩
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
処
女
性
が
第
二
の
持
参
金
と

考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
第
一
の
持
参
金
な
ど
も
と
よ
り
縁
の
な
い
こ
の

下
層
の
娘
は
、
本
物
の
「
一
文
な
し
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
偽
筆
の

連
は
、
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
没
後
そ
れ
ほ
ど
時
を
経
ず
に
（
十
三
〜
四
世
紀
）

書
か
れ
た
羊
皮
紙
写
本
に
現
わ
れ
て
お
り
、〈
毀
れ
瓶
〉
が
必
ず
し
も
井
戸

へ
通
う
水
瓶
の
諺
と
は
関
係
な
く
、
既
に
当
時
か
ら
二
重
の
暗
喩
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
の
瓶
が
持
つ
こ
れ
ら
の
二
つ
の
象
徴
性
は
、
二
つ
の
異

な
る
（
対
立
す
る
）
領
域
に
属
し
て
い
る
。
一
つ
は
真
筆
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
や

井
戸
に
通
う
水
瓶
の
諺
の
場
合
の
よ
う
に
、
公
的
領
域
に
お
け
る
表
の
象
徴

性
（
人
間
と
い
う
器
）
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
峻
厳
な
〈
人
す
べ
て
〉
の
教
え

に
つ
ら
な
り
、
も
う
一
つ
は
擬
似
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
場
合
の
よ
う
に
自
然
循

環
を
司
る
私
的
領
域
に
お
け
る
裏
の
象
徴
性
（
処
女
の
器
↓
女
性
器
＝
豊
穣

の
器
）
で
、
こ
ち
ら
の
方
は
異
教
的
で
喜
劇
的
（
嘲
笑
的
）
な
、
生
殖
に
関

わ
る
隠
喩
に
満
ち
た
世
界
に
属
し
て
い
る
。
中
世
の
祝
祭
は
し
ば
し
ば
こ
の

表
裏
一
体
を
な
す
二
つ
の
領
域
を
逆
転
し
〈
あ
べ
こ
べ
の
世
界
〉
を
現
出
さ

せ
た
が
、
そ
の
逆
転
は
あ
く
ま
で
二
つ
の
領
域
の
峻
別
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

え
た
も
の
で
、
前
者
の
象
徴
性
か
ら
厳
粛
さ
が
、
後
者
の
象
徴
性
か
ら
哄
笑

が
響
き
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
中
世
の
性
は
近
代
以
降
の
心
性
に
と
っ

て
信
じ
が
た
い
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
語
ら
れ
は
し
た
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て

語
ら
れ
る
時
と
場
所
を
選
ば
な
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
中
世
的
な

笑
い
が
広
場
で

�
�
�

全
開
す
る
の
は
、
あ
べ
こ
べ
の
世
界
が
実
現
す
る
祝
祭
の
折

り
に
限
ら
れ
、そ
の
他
の
場
合
に
は
あ
く
ま
で
私
的
な
歓
談
の
話
柄
だ
っ
た
。

公
的
な
場
に
家
族
（
と
く
に
父
親
）
を
介
し
て
何
の
足
掛
か
り
も
持
た
な
い
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下
層
の
娘
た
ち
は
し
ば
し
ば
性
的
隠
喩
の
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
も
っ
ぱ

ら
そ
の
種
の
笑
い
の
対
象
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
娘
た

ち
の
運
命
で
は
な
か
っ
た
。
処
女
性
に
関
す
る
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
寓
意
の
選

択
は
、
こ
の
こ
と
を
暗
示
す
る
一
つ
の
恰
好
の
例
で
あ
る
。
真
筆
ナ
イ
ト
ハ

ル
ト
の
歌
に
は
初
期
か
ら
後
期
に
い
た
る
ま
で
、
過
去
の
思
い
出
が
不
意
に

断
片
的
に
甦
る
よ
う
な
形
を
と
っ
て
、
か
つ
て
彼
が�
愛�
を
捧
げ
て
い
た
フ

ミ
ン
ネ

リ
ー
デ
ル
ン
が
粗
暴
な
若
者
エ
ン
ゲ
ル
マ
ー
ル
に
暴
行
を
受
け
た
事
件
が
、

繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
で
は
、
処
女
性
喪
失
の
暗
示
と

し
て
「
失
わ
れ
た
鏡
」「
引
き
千
切
ら
れ
た
鏡
」
な
ど
〈
鏡
〉
の
表
象
が
選

ば
れ
、
擬
似
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
場
合
の
よ
う
な
〈
毀
れ
瓶
〉
は
登
場
し
な
い
。

か
つ
て
フ
リ
ー
デ
ル
ン
の
蒙
っ
た
暴
力
は
こ
の
詩
人
の
記
憶
に
、
若
い
娘
を

め
ぐ
っ
て
常
に
村
の
若
者
た
ち
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
自
身
の
恋
の
行
く
末

と
、「
歓
び
」「
良
き
振
舞
い
」「
名
誉
」
が
追
放
さ
れ
る
暗
い
時
代
の
到
来

を
、
早
く
か
ら
予
告
し
て
い
た
象
徴
的
な
出
来
事
（
五
四
歌
、
Ⅴ
連
参
照
）

と
し
て
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
フ
リ
ー
デ
ル
ン
か
ら
奪
わ
れ
た
鏡
が
暗
示
す
る

処
女
性
の
喪
失
は
常
に
悲
劇
的
で
深
刻
な�
調
子�
に
彩
ら
れ
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ト
ー
ン

ド
に
は
決
し
て
喜
劇
的
笑
話
的
な�
調
子�
が
混
じ
る
こ
と
が
な
い
。
詩
人
が
こ

ト
ー
ン

こ
で
〈
毀
れ
瓶
〉
の
表
象
を
選
ば
な
か
っ
た
の
は
、
中
世
に
お
い
て
〈
瓶
〉

と
〈
鏡
〉
と
い
う
二
つ
の
表
象
が
と
も
に
処
女
性
の
寓
意
と
し
て
定
着
し
な

が
ら�
、
自
然
循
環
（
再
生
産
）
を
司
る
女
性
器
の
象
徴
で
も
あ
る
〈
瓶
〉

が
、
そ
れ
に
伴
う
喜
劇
的
哄
笑
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
恐
ら

く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
中
世
の
世
俗
歌
に
登
場
す
る
娘
た
ち
は
、

自
身
の
恋
に
対
す
る
欲
求
に
あ
く
ま
で
忠
実
で
、
そ
れ
を
引
き
止
め
よ
う
と

す
る
母
親
や
そ
の
他
の
力
を
常
に
不
当
な

�
�
�

、
理
不
尽
な
も
の
と
見
る
点
に
お

い
て
一
致
し
て
い
た
。
つ
ま
り
娘
の
欲
求
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
恋
の
相
手
で

も
あ
る
恋
愛
詩
の
歌
い
手
に
よ
っ
て

�
�
�
�
�
�
�

肯
定
さ
れ
、
歌
い
手
自
身
の
欲
求
と
と

も
に�
愛�
に
奉
仕
す
る
も
の
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
が
罵
言
を
投

ミ
ン
ネ

げ
つ
け
る
田
舎
の
若
者
や
、
宮
廷
文
化
圏
の
外
に
あ
る
世
俗
歌
の
恋
人
の
欲

求
の
よ
う
に
、
作
法
を
要
求
し
な
い
自
然
（������

������
）
に
奉
仕
す
る
も
の
だ
っ

た
。
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
歌
う
娘
は
、
愛
の
自
然
の
結
果
で
あ
る
妊
娠
も
一
向

意
に
介
す
る
様
子
が
な
い
。�
　

そ
の
一
方
で
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
母
親
は
、

娘
の
自
然
に
対
抗
す
る
理
性
（
分
別
＝
世
間
知
）
と
し
て
図
式
化
さ
れ
、
処

女
の
名
誉
を
必
須
の
条
件
と
す
る
良
き
結
婚
と
い
う
枠
組
み
に
娘
を
押
し
込

め
よ
う
と
す
る
。
双
方
の
主
張
は
常
に
並
行
線
を
辿
り
、
娘
と
母
親
の
間
に

は
、
近
代
に
お
い
て
自
明
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
家
族
的
情

愛
や
相
手
の
心
情
へ
の
慮
り
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
歌
の
背
景
に
時
々

垣
間
見
え
る
父
親
の
姿
は
、〈
お
針
歌
〉
よ
う
に
貴
族
の
家
庭
が
歌
わ
れ
る

場
合
に
は
常
に
強
圧
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
概
し
て
影
が
薄
い
。
農

民
の
場
合
に
も
、
あ
る
い
は
中
世
後
期
に
急
速
に
繁
栄
を
遂
げ
た
諸
都
市
の

市
民
の
場
合
に
も
、
娘
の
行
動
の
監
視
役
は
母
親
の
も
の
と
相
場
が
決
っ
て

〈毀れ瓶〉―その寓意の成立をめぐって（Ⅲ）―
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い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
監
視
の
姿
勢
に
、
母
親
と
し

て
娘
を
保
護
し
教
育
す
る
と
い
う
視
点
が
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
欠
け
て

い
る
の
は
、
こ
の
時
代
の
女
性
を
め
ぐ
る
言
説
が
常
に
男
性
の
ペ
ン
か
ら
生

ま
れ
、
女
性
嫌
悪
的
な�
調
子�
に
彩
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
恐
ら
く
な
い
。
中

ト
ー
ン

世
の
母
と
娘
の
諍
い
は
、二
つ
の
対
立
す
る�
力�
の
物
理
的
な
衝
突
で
も
あ
る

エ
ネ
ル
ギ
ー

か
の
よ
う
に
し
ご
く
即
物
的
に
ぶ
つ
か
り
、
双
方
の
反
発
力
に
よ
っ
て
決
裂

す
る
、
あ
る
い
は
一
方
が
他
方
の
力
に
屈
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
の
時

代
の
母
娘
関
係
、
家
族
関
係
に
対
す
る
社
会
的
な
眼
差
し
の
投
影
で
あ
り
、

そ
し
て
ま
た
社
会
的
な
意
味
づ
け
の
投
影
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
娘
と
そ
の
家
族
と
の
関
係
、
そ
し
て
そ
こ
で
し

ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
邪
悪
な
、
あ
る
い
は
粗
暴
な
母
親
像
は
、
十
六
世
紀
の

世
俗
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
年
頃
に

な
っ
て
気
の
は
や
る
娘
ア
ン
ナ
と
母
親
と
の
や
り
と
り
を
コ
ミ
カ
ル
に
綴
る

歌
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
に
娘
が
い
た
」
に
、
こ
の
歌
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
と
っ

て
決
定
的
な
相
反
す
る
二
つ
の
ル
フ
ラ
ン
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
共
に
一
五

八
二
年
に
出
版
さ
れ
た
歌
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
実

は
、
こ
れ
に
遡
る
十
六
世
紀
半
ば
の
よ
く
知
ら
れ
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
写
本

に
は
も
う
一
つ
、
同
じ
冒
頭
の
詩
行
で
始
ま
る
別
の
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。

更
に
、
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
テ
キ
ス
ト
が
〈
新
し
い
歌
〉
と
題
し
た
こ
の

世
紀
初
め
の
一
枚
刷
り
印
刷
物
に
も
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
娘

の
瓶
を
守
れ
と
囃
す
先
の
歌
と
確
か
に
通
じ
る
も
の
を
持
ち
な
が
ら
、

�
物
語
詩�
の
形
を
と
っ
て
、
娘
の
軽
は
ず
み
な
行
動
が
も
た
ら
し
た
処
女
性
喪

バ

ラ

ッ

ド

失
の
顛
末
を
、
よ
り
具
体
的
な
細
部
描
写
と
と
も
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か

も
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
南
ド
イ
ツ
を
舞
台
と
し
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
こ
の

世
俗
歌
は
、
ほ
ど
な
く
ア
ン
ト
ヴ
ェ
ル
ペ
ン
で
出
版
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の

歌
集
『
美
し
い
歌
の
本
』（
一
五
四
四
年
）�
　

に
も
、
戯
れ
歌
に
姿
を
変
え
て

登
場
し
て
い
る
。
当
時
の
ア
ン
ト
ヴ
ェ
ル
ペ
ン
は
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
の
商
業

金
融
都
市
で
、
一
五
四
九
年
に
こ
の
世
紀
最
大
の
出
版
人
の
一
人
、
フ
ラ
ン

ス
人
プ
ラ
ン
タ
ン
が
こ
こ
に
大
印
刷
工
房
を
開
設
し
た
の
も
、
と
り
わ
け
こ

の
町
の
国
際
性
に
惹
か
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
彼
は
あ
る
手
紙
の
中
で
こ
う

述
べ
て
い
る
。「
ア
ン
ト
ヴ
ェ
ル
ペ
ン
以
上
の
便
宜
を
与
え
て
く
れ
る
町
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
に
も
な
い
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
町
に
入
る
の
は
容

易
で
す
。
こ
の
町
の�
市�
で
い
ろ
い
ろ
な
国
の
人
び
と
が
出
会
っ
て
い
る
の
が

い
ち

見
ら
れ
ま
す
。」�　
当
時
の
流
行
り
歌
が
こ
の
よ
う
な
商
業
都
市
の
経
済
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
つ
た
っ
て
瞬
く
間
に
広
ま
り
え
た
ら
し
い
こ
と
は
、
言
語
的
に

は
低
地
ド
イ
ツ
語
に
近
い
オ
ラ
ン
ダ
語
圏
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
の
歌
集
が
、
南

ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
か
な
り
多
く
の
歌
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ

れ
る
。�　
世
俗
歌
の
辿
る
道
は
、必
ず
し
も
言
語
的
な
親
近
性
が
示
す
道
筋
と

は
一
致
せ
ず
、
こ
の
同
じ
歌
が
低
地
ド
イ
ツ
語
歌
集
に
登
場
す
る
の
は
、
少

な
く
と
も
現
在
残
っ
て
い
る
資
料
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
十
七
世
紀
初
め

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ヴ
ェ
ル
ペ
ン
の
位
置
す
る
ブ
ラ
バ
ン
ト
地

方
は
オ
ラ
ン
ダ
語
圏
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
を
抱
合
し
、
古
く
か
ら
北
フ
ラ
ン
ス

言語文化論集　第ⅩⅩⅢ巻　第１号
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と
南
ド
イ
ツ
、そ
し
て
ヴ
ィ
ー
ン
を
経
済
的
・
文
化
的
に
仲
介
す
る
地
域
だ
っ

た
。既
に
中
世
盛
期
に
お
い
て
、バ
イ
エ
ル
ン
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の�
恋
愛
詩
人�

ミ
ン
ネ
ゼ
ン
ガ
ー

に
北
フ
ラ
ン
ス
の
騎
士
風
宮
廷
風
作
法
を
伝
え
た
の
は
ブ
ラ
バ
ン
ト
の
恋
愛

詩
人
た
ち
で
あ
り
、
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
歌
に
も
、
フ
ラ
ン
ド
ル
訛
り
の
片
言

を
話
し
派
手
に
着
飾
っ
た
成
金
農
夫
の
若
者
や
司
教
の
家
人
が
〈
キ
ザ
な
馬

鹿
者
〉
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
彼
ら
は
付
け
焼
刃
の
〈
宮
廷
風
〉
あ
る
い

は
〈
都
会
風
〉
で
本
物
の
騎
士
と
恋
を
競
お
う
と
す
る
不
埒
な�
族�
な
の
で
あ

や
か
ら

る
。�
　

こ
こ
で
も
ブ
ラ
バ
ン
ト
方
言
は
ザ
ク
セ
ン
方
言
と
よ
く
似
た
同
様
に

理
解
で
き
な
い
言
葉
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
言
語
的
障
壁
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
遍
歴
歌
人
の
往
来
す
る
道
は
職
人
や
商
人
の
往
来
す
る
道
と
重

な
っ
て
い
た
。
こ
の
歌
が
筆
写
さ
れ
る
少
し
前
に
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の

画
家
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
恐
ら
く
は
同
じ
よ
う
な
道
筋
を
辿
っ
て
ア
ン
ト
ヴ
ェ
ル

ペ
ン
と
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
を
訪
れ
て
い
る
。�　
こ
の
よ
う
に
、時
代
の
新
し
い
タ

イ
プ
を
示
す
歌
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
に
娘
が
い
た
」
が
広
い
地
域
で
も
て

は
や
さ
れ
、
い
く
つ
も
の�
異　

曲�
を
生
み
出
し
て
十
七
世
紀
ま
で
流
行
し
た

ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト

の
は
、
そ
れ
が
都
市
の
繁
栄
と
結
び
つ
い
た
新
し
い
型
の
〈
毀
れ
瓶
〉
を
扱
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
繁
栄
が
も
た
ら
し
た
よ
り
親
密
な
家

族
関
係
、
そ
し
て
そ
の
基
盤
と
し
て
の
家
父
長
制
の
強
化
を
反
映
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。（
以
下
次
号
）

　
　
　

注

�
　

い
わ
ゆ
る
民
謡
も
含
む
巷
の
流
行
り
歌
の
意
味
で
、
宗
教
歌
（
聖
歌
・
賛
美
歌
）

と
区
別
す
る
た
め
に
用
い
る
。

�
　

そ
の
多
く
は
、
ル
タ
ー
の
宗
教
歌
集
と
同
様
、
四
声
だ
っ
た
。
同
じ
メ
ロ
デ
ィ
ー

が
宗
教
歌
と
世
俗
歌
で
相
互
に
転
用
さ
れ
る
場
合
も
稀
で
は
な
く
、
宗
教
改
革
・
宗

派
争
い
の
時
代
を
反
映
し
て
、
相
手
宗
派
の
冒�
を
意
図
し
た
転
用
も
し
ば
し
ば

あ
っ
た
。

�
　

��������������������������������

����������������������������������������������������

����������������������������������

�������������������

�������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������

������������������������������������������������

���������������

�
　

ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
（
一
五
一
〇
？
―
一
五
六
八
年
）
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
で
過
ご
し
た
十
年
間
の
学
生
時
代
に
音
楽
に
熱
中
し
、
多
く
の
歌
曲
の
作
曲
家

た
ち
と
親
交
を
結
ん
だ
。
宮
中
伯
の
聖
歌
隊
で
そ
の
歌
声
を
賞
賛
さ
れ
、
伯
か
ら
奨

学
金
を
得
た
と
い
う
。
そ
の
後
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
の
大
学
生
活
を
終
え
た
の

ち
、
一
五
四
二
年
か
ら
ド
イ
ツ
諸
侯
の
主
治
医
を
勤
め
た
が
、
宗
教
歌
・
世
俗
歌
を

問
わ
ず
、
歌
曲
へ
の
愛
着
を
生
涯
保
ち
続
け
た
。（������������������

��������������������
）

�
　
「〈
毀
れ
瓶
〉
―
そ
の
寓
意
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
（
Ⅱ
）」『
言
語
文
化
論
集
』
第

�
巻
、
第
２
号　
　

頁
参
照
。「
恋
の
歌
や
肉
の
罪
に
満
ち
た
歌
」
と
あ
る
。

１０

�
　

ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
歌
に
も
現
わ
れ
る
よ
う
に
、
舞
踏
歌
と
し
て
の
世
俗
歌
の
役
割

は
古
く
（����������������

����������������������������������������������������

��������������������������������������������

���������� ��

�����������������
�������������������
））、歌
と
ダ
ン
ス
の
か
も
し
出
す
熱
狂
は
し
ば
し
ば
暴
力
行
為

を
誘
発
し
て
、
聖
職
者
の
非
難
を
浴
び
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。（
前
掲
本
論
（
Ⅱ
）

注�
も
参
照
の
こ
と
。）
十
六
世
紀
に
南
ド
イ
ツ
の
都
市
で
人
気
を
博
し
た
あ
る
一

枚
刷
り
印
刷
物
は
、
村
の
ダ
ン
ス
の
催
し
で
の
そ
の
よ
う
な
惨
事
を
粗
暴
な
農
民
を

嘲
笑
す
る
戯
れ
歌
と
し
て
提
供
し
て
い
る
。���

�
�������������������

����������

�������������������������������

ⅩⅩⅡ
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�
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���
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����

������
���

�������
����

�������������������
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�
　

����

��������������������
���������

������������������������������

�����������������������

��������������������������������

������������������

�������������������������������

������������������������������������� �　
こ
の
歌
は
ま
ず
「
手
を
洗
え
」
か
ら

始
ま
っ
て
、「
口
一
杯
に
頬
張
っ
て
話
す
な
」
な
ど
細
か
く
禁
止
事
項
を
並
べ
た
後

で
、
女
た
ち
に
向
い
蚤
取
り
を
し
な
い
よ
う
戒
め
て
い
る
。

�
　

������������������

����������������������������������
��������������

��������������������������������������

�����������
ニ
ュ
ル

ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
楽
器
と
そ
の
奏
者
の
提
供
地
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
知
ら
れ

て
い
た
。
都
市
生
活
に
お
け
る
リ
ュ
ー
ト
の
人
気
を
示
す
図
像
資
料
は
数
多
い
。

�
　

次
号
（
Ⅳ
）
で
触
れ
る
。

�
　

フ
ラ
ン
ス
で
は
十
八
世
紀
に
下
火
に
な
る
こ
の
よ
う
な
類
の
〈
歌
の
本
〉
は
、
ド

イ
ツ
で
は
十
九
世
紀
初
め
に
「
多
く
の
忌
む
べ
き
、
良
俗
に
反
す
る
、
と
り
わ
け
一

般
民
衆
に
害
悪
を
及
ぼ
す
歌
」
と
し
て
厳
し
い
検
閲
の
対
象
と
さ
れ
る
ま
で
、
印
刷

業
を
営
む
者
に
と
っ
て
は
出
版
す
れ
ば
必
ず
当
る
ド
ル
箱
だ
っ
た
。（������������
��������������

��������������

���������������������

�������　
ド
イ
ツ
で
は
ル
タ
ー
派
の
お
膝
元
ザ
ク
セ
ン
の
検
閲
が

最
も
厳
し
か
っ
た
。
引
用
は
一
八
〇
二
年
に
発
布
さ
れ
た
「
風
紀
を
乱
す
民
衆
本
の

販
売
と
普
及
に
つ
い
て
の
一
般
規
則
」
の
序
か
ら
。）
そ
れ
ら
は
長
い
間
の
聖
職
者

の
強
い
非
難
に
も
拘
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
年
の
市
や
大
都
市
の
書
店
の
店
頭

で
、
あ
る
い
は
村
々
を
旅
す
る
行
商
人
の
手
か
ら
、
誰
で
も
手
軽
に
購
入
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
集
は
都
市
市
民
の
た
め
に
編
集
出
版
さ
れ
る
も

の
ば
か
り
で
な
く
、
廉
価
な
小
冊
子
や
一
枚
刷
り
印
刷
物
、
あ
る
い
は
民
衆
本
と
し

て
、
十
六
・
七
世
紀
の
人
々
の
歌
へ
の
熱
狂
を
駆
り
た
て
た
。
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
は
聖

職
者
の
意
向
と
時
代
の
趨
勢
を
慮
っ
て
、
世
俗
歌
を
ダ
ン
ス
か
ら
切
り
離
し
て
擁
護

し
て
い
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
歌
は
ま
だ
密
接
に
ダ
ン
ス
と
結
び
つ

い
て
い
る
。
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
た
世
俗
歌
集
の
多
く
も
、
例
え
ば

『
音
楽
的
あ
る
い
は
田
舎
風
メ
ロ
デ
ィ
に
の
せ
て
新
た
に
作
曲
さ
れ
た
、
新
鮮
で
と

て
も
楽
し
い
シ
ャ
ン
ソ
ン
集
』
の
よ
う
に
大
抵
は
ロ
ン
ド
集
で
あ
り
、
宮
廷
や
都
市

の
ダ
ン
ス
の
集
ま
り
で
歌
わ
れ
る
の
に
適
し
て
い
た
が
、『
共
通
旋
律
の
楽
譜
付
、

諷
刺
歌
風
の
と
て
も
美
し
く
優
れ
た
シ
ャ
ン
ソ
ン
集
』
な
ど
、
歌
う
楽
し
み
に
専
念

し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
十
七
世
紀
に
行
商
人
の
手
に
よ
っ
て
売
り
捌
か
れ
た
民
衆

本
（
ト
ロ
ワ
の
青
本
）
の
一
つ
の
タ
イ
ト
ル
『
踊
る
に
も
よ
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

楽
器
で
伴
奏
す
る
に
も
よ
い
、
牧
歌
的
に
し
て
音
楽
的
な
、
最
も
美
し
い
宮
廷
歌
謡

宝
典
』
は
、
世
俗
歌
が
宮
廷
や
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
華
や
か
な
雰
囲
気
を
地
方
に
伝

え
、
田
舎
の
人
々
の
憧
れ
を
掻
き
立
て
る
役
割
を
果
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。
し
か
も
、
楽
器
伴
奏
に
も
適
し
て
い
る
と
言
い
な
が
ら
、
こ
の
民
衆
本
に
は

そ
れ
に
必
要
な
楽
譜
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
都
市
で
生
ま
れ
た
世
俗
歌
は
、

ち
ょ
う
ど
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
流
行
の
よ
う
に
作
用
し
波
及
し
た
の
で
あ
る
。���

�������

����

����������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������

�����

����
�����

���
��������������

���������������������������������
��
�������

���������
���
��

������������������������������� �����

������� ��

�������

�����������������������

������������������

�
　

既
に
十
一
世
紀
に
成
立
し
て
い
た
北
フ
ラ
ン
ス
の
〈
お
針
歌
〉
は
、
貴
族
の
若
い

娘
た
ち
が
集
ま
っ
て
裁
縫
を
習
う
場
で
歌
い
継
が
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
、
そ
の
た
め

若
い
娘
あ
る
い
は
若
い
妻
の
立
場
か
ら
恋
人
に
対
す
る
思
い
を
歌
っ
た
も
の
が
多

い
。
恋
を
邪
魔
立
て
す
る
両
親
に
つ
い
て
の
嘆
き
、
ご
く
稀
に
は
娘
の
恋
に
説
得
さ

れ
る
母
親
、
そ
し
て
親
に
無
理
強
い
さ
れ
た
相
手
（
と
り
わ
け
老
人
）
と
の
結
婚
を

恋
人
に
嘆
く
若
い
娘（
妻
）な
ど
を
扱
っ
て
い
る
。��������������

������������������������������

����������������

������������������������������

����������������������������������������������������������

�����������������������������

�����

�
　

�������
�������

����������������������
��������������������

���

�������������������������������������������
������

����������������
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�������������������
������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������

����

�������������������������
����������������������������
（
以
下�� ��
と
略
記
）
翻
訳
に
当
た
っ
て
は
『
全

訳
カ
ル
ミ
ナ
・
ブ
ラ
ー
ナ
』
永
野
藤
夫
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
も
参
照
。

�
　

��������������

�����������������������

������������

�
　

ラ
テ
ン
語
の�����
�����
（
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
）
に
は����

����
（
厳
し
い
）
の
読
み
も

あ
る
。
ロ
ー
マ
人
の
記
録
に
ゲ
ル
マ
ン
人
の
中
で
も
と
り
わ
け
勇
猛
果
敢
な
部
族
と

し
て
残
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
は
、
カ
ー
ル
大
帝
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
に
も
先
頭
に

立
っ
て
戦
っ
た
と
言
わ
れ
、
中
世
盛
期
ま
で
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
保
持
し
て
い
た
。
こ

こ
で
は
そ
の
歴
史
的
な
記
憶
を
踏
ま
え
て
の
言
葉
遊
び
だ
ろ
う
か
。

�
　

��� ������������������

����������������������

�����������
こ
の
歌
の
伝
承
は
内
容
か
ら
見
て
不
完
全
だ

と
す
る
研
究
者
も
い
る
が
、
詩
の
構
成
法
か
ら
押
し
て
完
全
な
伝
承
と
見
る
主
張
も

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
見
事
な
韻
律
と
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
詩
で
あ
り
、
歌
う
の

に
適
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
十
二
世
紀
半
ば
以
降
の
成
立
。

�
　

��������������

�����������������������

������������
こ
の
若
者
は
、
言
葉
が
役
に
立
た
な
い
と
知
る

や
首
飾
り
を
差
し
出
し
て
、
娘
の
歓
心
を
買
お
う
と
す
る
。
第
七
十
九
歌
と
密
接
な

関
連
は
、
母
親
の
恐
さ
を
と
く
に
強
調
し
て
い
る
点
に
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

�
　

��������������������������������

������������������������������������������

�������� �������

��������� ���������

���������������������
����������������

�����������������������

��������������������������

�
　

中
世
盛
期
の
恋
の
歌
に
は
常
に
邪
悪
な
母
親
し
か
登
場
し
な
い
か
と
い
え
ば
、
必

ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
ジ
ャ
ン
ル
が
定
型
化
す
る
以
前
の
起
源
を
持
つ
と

見
ら
れ
る
〈
お
針
歌
〉
に
は
、
意
地
の
悪
い
母
親
も
登
場
す
る
が
、
恋
す
る
娘
の
気

持
ち
を
汲
ん
で
、彼
女
の
思
い
を
叶
え
て
や
る
優
し
い
母
親
の
姿（�������������

����������������

������������������������������

������������������������������������� ����������������������

��������������������������
���������

���������������
）

も
あ
り
、
娘
は
し
ば
し
ば
結
婚
相
手
を
無
理
強
い
す
る
父
親
の
方
と
対
立
し
て
い

る
。
た
だ
し
、〈
お
針
歌
〉
の
よ
う
な
中
世
風
ロ
マ
ン
ス
は
宮
廷
周
辺
の
も
の
で
、

新
し
い
世
俗
歌
に
つ
な
が
る
民
謡
風
の
歌
と
は
系
譜
を
異
に
し
て
い
る
。

�
　

雌
鶏
は
雄
鶏
に
支
配
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
諺
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
く
分
布

し
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
性
的
な
支
配
も
意
味
し
て
い
た
。���

�
������������

����������

��������������������

����������������������
����������������������������
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������������

������������������
�����������
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�������������������������������������� ���

���������

�����������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������������������������������

�������������������

�����������������������������

�����������������������

��������������������������������������������

������������������������������

及
び
ロ
シ
オ
前
掲
書　

頁
を
参
照
。

３５

�
　
〈
鏡
〉
は
中
世
の
用
語
法
に
お
い
て
も
〈
鑑
〉
で
あ
り
、
手
本
や
模
範
、
典
拠
を

意
味
し
、
ま
た
真
実
を
映
し
出
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
〈
鏡
〉
は
本
来
的
に

公
的
領
域
に
属
す
る
寓
意
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
処
女
の
持
つ
鏡
は
鑑
と
し

て
模
範
的
な
処
女
の
姿
す
な
わ
ち
処
女
性
を
映
し
出
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
十
六
・
七
世
紀
の
エ
ン
ブ
レ
ム
集
に
は
鏡
を
持
つ
着
飾
っ

た
女
性
が
し
ば
し
ば
登
場
し
、
こ
こ
で
は
真
実
を
写
し
出
す
鏡
は
女
性
に
象
徴
さ
れ

る
世
俗
的�
虚
栄
心�
の
寓
意
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
代
の
鏡
は
二
つ
の
異
な
る
意

ヴ
ァ
ニ
タ
ス

味
を
荷
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
毀
れ
た
鏡
の
方
は
常
に
処
女
性
の
喪
失
を
意
味

し
、
十
八
世
紀
に
は
毀
れ
た
瓶
と
と
も
に
よ
く
知
ら
れ
た
寓
意
で
あ
っ
た
。

�
　

キ
リ
ス
ト
教
中
世
に
お
い
て
は
十
三
世
紀
半
ば
頃
か
ら
、
性
的
欲
求
を
自
然
な
も

の
と
し
て
肯
定
す
る
流
れ
が
強
ま
り
、
聖
ト
マ
ス
の
よ
う
な
神
学
者
も
ジ
ャ
ン
・
ド
・

マ
ン
の
よ
う
な
文
人
も
、
こ
の
流
れ
を
押
し
進
め
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。

社
会
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
自
然
な
欲
求
に
従
っ
て
行
動
で
き
る
の
は
男
性
に
限

ら
れ
、
女
性
は
自
己
抑
制
の
き
か
な
い
弱
い
性
と
し
て
、
娼
婦
以
外
は
こ
の
行
動
様

式
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
た
が
、『
薔
薇
物
語
』
後
編
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
男

性
の
欲
求
の
対
象
と
な
る
娘
に
は
自
然
に
従
う
よ
う
積
極
的
に
勧
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
半
面
、
自
己
抑
制
が
き
か
ぬ
が
故
に
厳
し
い
枷
を
嵌
め
ら
れ
た
一
般
女
性
の
規

〈毀れ瓶〉―その寓意の成立をめぐって（Ⅲ）―



（１８）

範
か
ら
の
逸
脱
は
、
嘲
笑
と
共
に
女
性
嫌
悪
の
理
由
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

�
　

������������������������
���������������������������
こ
の
歌
集
か
ら
は
、
本
論
（
Ⅱ
）
で
も
、
娘
の
瓶

に
言
及
し
た
歌
を
引
用
し
て
い
る
。（
七
頁
参
照
）

�
　

フ
ェ
ー
ブ
ル
／
マ
ル
タ
ン
『
書
物
の
出
現
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
上
、　

頁
３２０

�
　

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
写
本
歌
集
の
二
十
世
紀
初
頭
の
編
集
者
コ
ッ
プ
は
、
新
高
ド
イ

ツ
語
の
写
本
の
書
き
手
に
と
っ
て
低
地
ド
イ
ツ
語
は
か
な
り
隔
た
っ
た
言
語
と
感

じ
ら
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
語
は
理
解
不
能
だ
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
地
方
か
ら

伝
わ
っ
た
歌
の
筆
写
に
は
間
違
い
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。（��� ����������

�������

���
�������������������

���
������

��������������������������������������������������������
������

���

����������������������������������

�������������������������������

����������������������������������������������������������������
������������������������������������
）

�
　

����������������

���������������������������������

����������������������������������������������
���������������������������������������

����

����

��������
���������������

����������������������
�������������������������������

���
��������������������������������������������

�������������

���������

���������

�
　

���������������

��������������������������������
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デ
ュ
ー
ラ
ー
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
マ
イ
ン
ツ
、

ケ
ル
ン
を
経
て
ブ
ラ
バ
ン
ト
に
入
り
、
ア
ン
ト
ヴ
ェ
ル
ペ
ン
、
そ
し
て
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
に
至
っ
て
い
る
。
所
持
す
る
通
行
証
な
ど
に
も
よ
る
が
、
ケ
ル
ン
か
ら
ア
ー
ヘ
ン

を
回
る
道
も
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
旅
行
の
目
的
は
経
済
的
な
も
の

で
、
当
時
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
宮
廷
に
滞
在
し
て
い
た
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
カ
ー
ル
五
世

に
、
先
代
の
皇
帝
か
ら
下
賜
さ
れ
て
い
た
年
金
の
継
続
を
懇
願
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。
Ｒ
＆
Ｍ
・
ウ
ィ
ッ
ト
コ
ウ
ア
ー
『
数
奇
な
芸
術
家
た
ち
』
中
森
・
清
水
訳
、
岩

崎
美
術
社
、
五
五
一
―
四
頁
も
参
照
の
こ
と
。

言語文化論集　第ⅩⅩⅢ巻　第１号


