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二
〇
〇
九
年
の
『
婦
系
図
』 

―
語
り
直
さ
れ
る
物
語
と
「
大
衆
」
の
行
方 

   

松 

田 

直 

行 
  一

、
は
じ
め
に 

 「
湯
島
の
白
梅
」
と
言
え
ば
「
あ
あ
、
あ
れ
ね
」
と
当
然
知
っ
て
い
る
人
は
、
ど
の
時
代
ま
で
ど
の
程
度
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場

合
の
「
あ
れ
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
々
だ
っ
た
の
か
。 

お
蔦
と
主
税
の
せ
つ
な
い
別
れ
の
場
面
で
あ
る
「
湯
島
の
白
梅
」
は
、
泉
鏡
花
が
明
治
四
十
年
に
新
聞
連
載
小
説
と
し
て
発
表
し
た

『
婦
系
図
』
を
「
原
作
」
と
す
る
物
語
だ
が
、
こ
の
小
説
に
「
湯
島
の
白
梅
」
の
場
面
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
湯
島
の
白
梅
」

を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
泉
鏡
花
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
の
小
説
を
「
読
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。 

「
湯
島
の
白
梅
」
は
、
新
派
が
こ
の
小
説
を
舞
台
化
し
た
際
に
、
当
初
は
鏡
花
に
無
断
で
書
き
加
え
ら
れ
た
場
面
で
あ
り
、
大
正
三
年

の
上
演
に
際
し
て
そ
れ
を
鏡
花
が
追
認
す
る
形
で
台
詞
を
書
い
た
も
の
が
、「
婦
系
図
補
遺
」
と
し
て
『
湯
島
の
境
内
』
の
タ
イ
ト
ル
で

発
表
さ
れ

（
1
）

、『
婦
系
図
』
の
一
部
と
な
っ
た
。
以
降
、「
湯
島
の
白
梅
」
は
新
派
劇
を
代
表
す
る
名
場
面
と
な
り
、『
婦
系
図
』
は
現
在
に

至
る
ま
で
再
演
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

（
2
）

が
、「
湯
島
の
白
梅
を
知
っ
て
い
る
」
人
は
、
必
ず
し
も
新
派
劇
で
こ
の
演
目
を
見
た
こ
と
が
あ

る
観
客
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。「
湯
島
の
白
梅
」
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
時
代
ま
で
、
小
説
の
読
者
や
新
派
劇
の
観
客
を
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は
る
か
に
越
え
た
多
数
の
「
大
衆
」
が
「
当
然
知
っ
て
い
る
」
物
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

そ
れ
は
こ
の
物
語
が
、
小
説
と
演
劇
を
起
点
と
し
な
が
ら
も
、
映
画
、
テ
レ
ビ
、
浪
曲
、
演
歌
な
ど
近
代
の
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
と
芸

能
に
よ
っ
て
、
日
々
「
大
衆
」
に
向
け
て
発
信
さ
れ
る
無
数
の
物
語
の
中
に
広
く
浸
透
し
、
特
定
の
作
者
（
泉
鏡
花
）
の
作
品
（
『
婦
系

図
』
）
と
し
て
で
は
な
く
、「
誰
も
が
当
然
知
っ
て
い
る
物
語
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
「
語
り
直
す
」
も
の
と
し
て
流

布
し
て
い
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
は
特
権
的
な
個
人
と
し
て
の
作
者
が
作
品
を
創
造
す
る
と
い
う
近
代
の
芸
術
観
念
が
も
た
ら
さ
れ
る
以

前
の
、
前
近
代
的
な
物
語
の
あ
り
方
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
近
代
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
物
語
の
あ
り
方
を
「
大
衆
性
」
と
呼
ん
で
き

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

明
治
の
悲
恋
物
語
が
、
小
説
の
発
表
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
の
歳
月
を
経
て
、
次
第
に
古
び
て
忘
れ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

今
の
「
若
い
人
た
ち
」
の
多
く
は
「
湯
島
の
白
梅
」
と
言
っ
て
も
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
い
っ
た
ん
「
誰
も
が
知
っ
て
い
る
物

語
」
に
な
っ
た
も
の
は
、
そ
う
簡
単
に
世
の
中
か
ら
消
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
昨
年
（
二
〇
〇
九
年
）、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
テ
レ

ビ
小
説
『
つ
ば
さ
』
の
中
で
、
主
人
公
の
つ
ば
さ
と
主
要
な
登
場
人
物
た
ち
が
素
人
芝
居
で
『
婦
系
図
』
を
上
演
す
る
と
い
う
劇
中
劇

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
五
回
に
わ
た
っ
て
放
送
さ
れ
た
。
若
い
つ
ば
さ
は
『
婦
系
図
』
を
知
ら
な
い
が
、
母
と
祖
母
、
そ
し
て
下
町
に
住
む

近
所
の
人
々
に
と
っ
て
は
「
あ
の
湯
島
の
白
梅
」
で
あ
り
、
祖
母
・
母
・
娘
の
女
三
代
で
お
蔦
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。
祖
母
か
ら
孫

へ
と
物
語
が
リ
レ
ー
さ
れ
る
こ
の
ド
ラ
マ
の
視
聴
者
は
、
こ
れ
で
お
そ
ら
く
「
湯
島
の
白
梅
」
を
「
知
っ
て
い
る
」
人
々
の
中
に
組
み

入
れ
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
多
く
は
必
ず
し
も
「
若
い
人
た
ち
」
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
新
派
劇
の
観
客
よ

り
は
圧
倒
的
に
多
数
の
視
聴
者
が
、
二
〇
〇
九
年
に
お
い
て
も
「
湯
島
の
白
梅
」
の
「
語
り
直
し
」
を
目
に
し
た
こ
と
に
な
る
。 

本
論
は
大
正
初
期
の
新
派
劇
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
至
る
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
、『
婦
系
図
』
の
様
々
な
「
語
り

直
し
」
の
系
譜
を
た
ど
り
な
が
ら
、
近
代
に
お
け
る
「
物
語
」
と
「
大
衆
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
。 
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二
、「
道
行
」
と
し
て
の
「
湯
島
の
白
梅
」 

 

泉
鏡
花
の
小
説
『
婦
系
図
』
に
「
湯
島
の
白
梅
」
の
場
面
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
語
り
直
し
」
の
多
く
は
、「
湯
島
の
白
梅
」
を

物
語
の
中
心
と
し
て
構
成
す
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
も
は
や
『
婦
系
図
』
で
あ
る

必
要
は
な
く
、「
湯
島
の
白
梅
」
と
し
て
語
ら
れ
れ
ば
よ
い
は
ず
で
あ
り
、「
語
り
直
し
」
で
は
多
く
の
場
合
、
そ
れ
が
な
ぜ
『
婦
系
図
』

と
呼
ば
れ
る
の
か
と
い
う
理
由
も
判
然
と
し
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
あ
く
ま
で
泉
鏡
花
の
『
婦
系
図
』
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
そ
れ

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 

泉
鏡
花
の
小
説
と
、「
湯
島
の
白
梅
」
を
加
え
た
新
派
劇
の
上
演
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
最
大
の
違
い
は
、
小
説
で
は
す
り
か
ら

学
者
へ
と
出
世
し
た
主
人
公
の
早
瀬
主
税
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
一
家
の
河
野
家
に
復
讐
す
る
物
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
派
劇
で
は
む

し
ろ
芸
者
出
身
の
お
蔦
を
主
人
公
と
し
た
、
お
蔦
主
税
の
悲
恋
物
語
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
小
説
が
舞
台
化
さ
れ
た
時
の
新
派
の

中
心
人
物
は
、
女
形
の
喜
多
村
緑
郎
で
あ
っ
た
。
原
作
の
小
説
で
は
ほ
と
ん
ど
脇
役
で
あ
る
お
蔦
を
演
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
お
蔦
の
見

せ
場
と
し
て
「
湯
島
の
白
梅
」
を
新
た
に
書
き
加
え
さ
せ
た
の
は
、
著
作
権
の
観
念
が
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
の
時
代
、
ご
く
自
然

な
発
想
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
喜
多
村
の
当
た
り
役
と
な
っ
て
、
新
派
の
『
婦
系
図
』
は
「
湯
島
の
白
梅
」
を
最
大
の
見
せ
場

と
す
る
お
蔦
の
物
語
と
し
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
女
形
の
見
せ
場
が
必
要
な
ら
、
最
初
か
ら
女
性
を
主
人
公
と
し
た
物
語
を
舞
台
化
す
れ
ば
よ
か
っ
た
は
ず
だ
。
な
ぜ
『
婦
系

図
』
が
新
派
の
当
た
り
狂
言
に
な
っ
た
の
か
は
、
ま
た
別
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
鏡
花
の
小
説
『
婦
系
図
』

に
つ
い
て
、
吉
田
精
一
は
昭
和
二
十
六
年
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

「
主
人
公
早
瀬
主
税

ち

か

ら

実
は
す
り

隼
は
や
ぶ
さ

の
力り

き

」
と
い
う
一
人
二
役
的
な
、
歌
舞
伎

か

ぶ

き

、
乃な

い

至し

草
双
紙
的
構
想
は
、
彼
（
＝
鏡
花
、
引

用
者
註
）
の
好
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も

殆
ほ
と
ん

ど
最
後
迄
そ
れ
を
伏
せ
て
置
き
、
所
々
に
伏
線
を
用
意
し
つ
つ
、
大
団
円
で
尻し

り

を

ま
く
っ
て
正
体
を
曝ば

く

露ろ

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
篇
の
け
り
を
つ
け
る
と
い
う
、
大
時
代
の
演
劇
的
な
手
法
は
、
ま
た
彼
が
得
意
と
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す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
さ
に
奇
想
天
外
で
あ
り
、
ス
リ
ル
満
点
で
も
あ
る
。
鏡
花
の
大
衆
好
き
の
す
る
の
も
こ
の
点
で
あ
り
、

又
高
級
の
読
者
が
時
に
顰ひ

ん

蹙
し
ゅ
く

を
以も

つ

て
迎
え
、
彼
を
真
の
近
代
的
作
家
と
よ
ぶ
の
に

躊
ち
ゅ
う

躇ち
ょ

を
感
じ
る
の
も
、
こ
の
点
に
あ
ろ
う

（
3
）

。 
こ
こ
で
鏡
花
の
小
説
に
き
わ
め
て
歌
舞
伎
的
・
演
劇
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
「
大
衆
好
き
の
す
る
」
理
由
と
さ
れ
、
ま

た
そ
の
「
大
衆
」
と
、
鏡
花
を
「
真
の
近
代
的
作
家
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
躊
躇
す
る
よ
う
な
「
高
級
の
読
書
」
と
が
対
置
さ
れ
て
い
る
点

に
注
目
し
た
い
。
こ
の
指
摘
に
お
け
る
「
大
衆
」
と
は
、
単
に
「
多
数
の
人
々
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、「
高
級
の
読
者
」
で
は
な

い
人
々
を
指
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
「
大
衆
」
が
鏡
花
の
小
説
『
婦
系
図
』
を
好
み
、
新
派
が
そ
れ
を
舞
台
化
し
た
理

由
も
お
そ
ら
く
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

新
派
劇
に
は
女
形
や
三
味
線
に
よ
る
下
座
音
楽
、
花
道
の
使
用
な
ど
歌
舞
伎
と
共
通
す
る
演
出
が
残
っ
て
い
る
。『
婦
系
図
』
が
舞
台

化
さ
れ
た
当
時
、
す
で
に
坪
内
逍
遥
の
文
芸
協
会
や
小
山
内
薫
の
自
由
劇
場
に
よ
り
、
西
洋
近
代
劇
を
理
想
と
す
る
新
劇
運
動
が
始
ま

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
一
部
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
ン
テ
リ
層
の
関
心
事
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
っ
た
。「
大
衆
」
が
求
め
る
芝
居
は
い

ま
だ
に
歌
舞
伎
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
旧
派
＝
歌
舞
伎
で
は
な
い
が
歌
舞
伎
的
な
」
演
目
を
必
要
と
し
て
い
た
新
派
に
と
っ
て
、「
大

衆
好
き
の
す
る
」
鏡
花
の
「
大
時
代
の
演
劇
的
な
手
法
」
に
よ
る
こ
の
作
品
は
、
ま
さ
に
格
好
の
題
材
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

「
佐
藤
忠
信
実
は
．
．
源
九
郎
狐
」
（
『
義
経
千
本
桜
』）
の
よ
う
に
「
実
は
」
を
用
い
た
歌
舞
伎
的
人
物
設
定
は
、
主
人
公
の
早
瀬
主
税
だ

け
で
は
な
い
。「
文
学
士
に
し
て
参
謀
本
部
の
翻
訳
官
で
あ
る
者
の
妻
の
お
蔦
は
、
実
は
．
．
芸
妓
の
出
で
あ
る
。
高
名
な
る
大
学
教
授
の
一

人
娘
で
女
学
校
に
通
う
妙
子
は
、
実
は
．
．
芸
妓
を
母
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
妙
子
を
嫁
に
と
所
望
す
る
静
岡
の
軍
医
の
家
の
長
女
道
子

は
、
実
は
．
．
馬
丁
を
父
親
と
し
て
い
る

（
4
）

」
（
傍
点
は
引
用
者
）
。
ま
た
主
人
公
の
主
税
が
静
岡
の
軍
医
河
野
一
家
に
復
讐
を
遂
げ
る
結
末
に

至
る
「
奇
想
天
外
」
な
筋
立
て
は
、
復
讐
劇
と
い
う
意
味
で
仇
討
ち
に
至
る
ま
で
の
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
と
比
較
し
て
も
い
い
ほ
ど

（
だ
か
ら
主
税
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
）、
様
々
な
伏
線
が
最
後
に
結
実
し
て
大
団
円
と
な
る
、
歌
舞
伎
的
構
成
に
近
い
も
の

に
な
っ
て
い
る
。 

だ
と
す
れ
ば
、
原
作
の
小
説
に
は
な
い
が
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
要
素
と
し
て
、
お
蔦
と
主
税
の
「
道
行
」
が
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
仇
討
ち
を
物
語
の
枠
組
み
と
す
る
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
お
け
る
お
軽
と
勘
平
の
よ
う
に
、
復
讐
劇
の
結
末
よ
り

も
む
し
ろ
観
客
に
と
っ
て
の
見
せ
場
と
な
る
の
が
お
蔦
と
主
税
の
「
道
行
」
で
あ
る
。『
婦
系
図
』
の
物
語
全
体
の
構
造
と
「
湯
島
の
白

梅
」
の
関
係
は
、
歌
舞
伎
の
筋
立
て
に
お
け
る
道
行
と
し
て
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

新
派
に
よ
る
『
婦
系
図
』
は
、
上
演
の
た
び
に
演
出
と
脚
本
の
構
成
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
が
、
新
派
の
ひ
と
つ
の
全
盛
時
代
で
あ

っ
た
昭
和
三
十
六
年
一
月
の
明
治
座
に
お
け
る
久
保
田
万
太
郎
演
出
（
主
税
＝
花
柳
章
太
郎
、
お
蔦
＝
初
代
水
谷
八
重
子
）
の
映
像
資

料
が
残
さ
れ
て
お
り

（
5
）

、
そ
れ
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
全
四
幕
七
場
の
構
成
に
な
っ
て
い
る

（
6
）

。 

 

こ
の
映
像
の
中
で
、
全
七
場
の
う
ち
最
も
長
い
三
十
八
分
間
に
わ
た
る
四
場
「
湯
島
の
白
梅
」
は
、
新
派
を
代
表
す
る
二
人
の
名
優

の
演
技
に
よ
っ
て
、
確
か
に
最
も
印
象
深
い
「
見
せ
場
」
に
な
っ
て
い
る
。
別
れ
話
の
あ
と
、
こ
の
場
の
最
後
で
お
蔦
と
主
税
が
手
を

取
り
合
っ
て
花
道
を
通
り
去
っ
て
行
く
演
出
は
、
ま
さ
に
文
字
通
り
の
「
道
行
」
で
あ
る
。 

原
作
で
は
後
篇
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
全
体
の
約
半
分
の
分
量
で
描
か
れ
て
い
る
静
岡
に
お
け
る
主
税
の
河
野
家
に
対
す

四
幕 

三
幕 

二
幕 

一
幕 

七
場 

六
場 

五
場 

四
場 

三
場 

二
場 

一
場 

め
の
惣
の
二
階 

静
岡
・
安
東
村 

貞
造
小
屋 

八
丁
堀 

め
の
惣
の
家 

湯
島
境
内
の
場 

柳
橋 

柏
家
小
芳
の
家 

本
郷 

薬
師
縁
日
の
場 

飯
田
町 
早
瀬
主
税
の
家 

病
気
に
な
っ
た
お
蔦
の
死
に
際
に
、
主
税
が
駆
け
つ
け
る
。 

故
郷
の
静
岡
に
帰
っ
た
主
税
が
、
河
野
一
家
の
過
去
を
暴
き
、
復
讐
を
果
た
す
。 

別
れ
の
後
、
髪
結
い
を
し
て
い
る
お
蔦
を
妙
子
が
訪
ね
、
実
の
母
小
芳
に
会
う
。 

酒
井
の
言
い
つ
け
に
従
っ
て
、
お
蔦
に
別
れ
話
を
す
る
。 

内
緒
に
し
て
い
た
お
蔦
の
身
請
け
を
酒
井
に
咎
め
ら
れ
、
別
れ
を
迫
ら
れ
る
。 

主
税
が
通
り
が
か
り
の
す
り
を
助
け
た
後
、
恩
師
酒
井
に
会
い
、
柳
橋
へ
向
か
う
。 

河
野
の
母
が
訪
れ
、
息
子
と
酒
井
家
令
嬢
妙
子
と
の
縁
談
を
主
税
に
話
す
。 
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る
復
讐
劇
は
、
こ
の
映
像
で
は
約
十
七
分
間
の
六
場
の
中
に
要
約
し
て
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
小
説
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
こ
の
六
場

に
あ
た
る
河
野
家
の
崩
壊
で
あ
る
が
、
新
派
の
舞
台
で
は
、
原
作
の
小
説
で
五
十
六
ま
で
あ
る
後
篇
の
四
十
六
と
四
十
七
「
蛍
」
の
章

に
描
か
れ
て
い
る
、
お
蔦
の
臨
終
場
面
が
最
後
に
な
っ
て
い
る
。
小
説
で
は
静
岡
に
い
る
主
税
は
お
蔦
と
再
会
す
る
こ
と
は
な
く
、
酒

井
が
お
蔦
の
臨
終
に
立
ち
会
う
が
、
舞
台
で
は
最
後
に
主
税
が
駆
け
つ
け
て
幕
と
な
る
。 

こ
の
幕
切
れ
に
よ
っ
て
も
、
舞
台
の
主
役
は
お
蔦
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
く
な
る
。
湯
島
で
別
れ
て
以
来
、
主
税
に
会
う

こ
と
の
な
か
っ
た
お
蔦
が
、
最
後
に
酒
井
に
許
さ
れ
、
ぎ
り
ぎ
り
で
臨
終
に
間
に
合
っ
た
主
税
の
腕
の
中
で
息
絶
え
る
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

に
よ
っ
て
、「
湯
島
の
白
梅
」
の
「
道
行
」
と
し
て
の
性
格
は
さ
ら
に
補
強
さ
れ
て
い
る
。 

た
だ
し
、
六
場
の
復
讐
が
約
十
七
分
間
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
最
後
の
七
場
は
わ
ず
か
四
分
半
ほ
ど
し
か
な
く
、
さ
ら
に
主
税
が

到
着
し
て
か
ら
は
三
十
秒
も
経
た
な
い
う
ち
に
幕
と
な
る
。
見
せ
場
と
い
う
よ
り
も
、
あ
っ
と
言
う
間
の
幕
切
れ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

全
七
場
の
う
ち
、
二
場
・
三
場
・
六
場
に
は
お
蔦
は
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
。
ま
た
五
場
は
お
蔦
が
登
場
す
る
も
の
の
、
酒
井
家
令
嬢

の
妙
子
と
そ
の
実
の
母
で
あ
る
芸
者
小
芳
の
対
面
を
主
と
す
る
場
面
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
見
る
と
、
新
派
劇
の
『
婦
系
図
』
は
確
か
に
お
蔦
と
主
税
の
悲
恋
物
語
と
し
て
の
印
象
が
強
い
が
、
全
体
の
筋
立
て
と
し

て
は
、
主
税
の
復
讐
劇
と
し
て
の
枠
組
み
を
し
っ
か
り
保
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
枠
組
み
の
中
に
、
師
で
あ
る
酒
井
に
対
す

る
義
理
と
お
蔦
に
対
す
る
愛
情
の
板
挟
み
に
な
っ
て
苦
悩
す
る
主
税
の
ド
ラ
マ
も
、
お
蔦
の
悲
劇
も
、
実
の
娘
を
娘
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
な
い
芸
者
小
芳
の
姿
も
、
そ
の
ほ
か
多
く
の
登
場
人
物
が
繰
り
広
げ
る
様
々
な
ド
ラ
マ
と
と
も
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
道
行
と
し

て
の
「
湯
島
の
白
梅
」
は
、
お
軽
勘
平
の
物
語
が
忠
臣
蔵
の
世
界
の
中
に
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
の
と
同
じ
原
理
で
、『
婦
系
図
』
の

物
語
世
界
の
中
に
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
。
だ
か
ら
『
婦
系
図
』
と
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
が
、

そ
の
一
方
で
、
歌
舞
伎
の
お
軽
勘
平
の
道
行
（『
道
行
旅
路
の
花
聟
』
）
が
単
独
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、「
湯
島
の
白
梅
」

を
取
り
出
し
た
「
語
り
直
し
」
も
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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三
、
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
『
婦
系
図
』 

 「
湯
島
の
白
梅
」
が
「
誰
も
が
知
っ
て
い
る
物
語
」
と
な
っ
た
の
は
、「
湯
島
の
境
内
」
を
見
せ
場
と
す
る
『
婦
系
図
』
が
成
立
し
た

あ
と
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
こ
の
物
語
の
「
語
り
直
し
」
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
映
画
化
で
あ
ろ
う
。
日
本
映
画
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
7
）

に
は
、
次
の
よ
う
な
映
画
化
の
記
録
が

あ
る
。 

 

         

こ
れ
を
見
る
と
、
各
映
画
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
ス
タ
ー
を
お
蔦
と
主
税
に
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
テ

レ
ビ
が
普
及
す
る
以
前
の
日
本
映
画
全
盛
時
代
、「
大
衆
」
が
望
む
映
画
を
量
産
し
て
い
た
映
画
会
社
に
と
っ
て
、『
婦
系
図
』
は
何
度

で
も
使
い
た
く
な
る
題
材
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
手
元
に
あ
る
昭
和
三
十
年
と
昭
和
三
十
七
年
の
大
映
版
の
映
像
を
見
る
と
、

や
は
り
ど
ち
ら
も
美
人
女
優
と
二
枚
目
俳
優
に
お
蔦
主
税
の
名
場
面
を
演
じ
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き

婦
系
図 

婦
系
図 

湯
島
に
散
る
花 

婦
系
図 

湯
島
の
白
梅 

続
婦
系
図 

婦
系
図 

婦
系
図 

タ
イ
ト
ル 

昭
和
三
十
七
年 

昭
和
三
十
四
年 

昭
和
三
十
年 

昭
和
十
七
年 

昭
和
十
七
年 

昭
和
九
年 

公
開
年 

大
映 

新
東
宝 

大
映 

東
宝 

東
宝 

松
竹 

製
作 

三
隅
研
次 

土
居
通
芳 

衣
笠
貞
之
助 

マ
キ
ノ
正
博 

マ
キ
ノ
正
博 

野
村
芳
亭 

監
督 

万
里
昌
代 

高
倉
み
ゆ
き 

山
本
富
士
子 

山
田
五
十
鈴 

山
田
五
十
鈴 

田
中
絹
代 

お
蔦 

市
川
雷
蔵 

天
知
茂 

鶴
田
浩
二 

長
谷
川
一
夫 

長
谷
川
一
夫 

岡
譲
二 主

税 
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り
す
る
。
酒
井
の
娘
妙
子
と
河
野
家
の
縁
談
を
め
ぐ
る
騒
動
を
物
語
進
行
の
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
、
中
心
に
な
る
の
は
あ
く
ま
で
お
蔦

と
主
税
の
恋
愛
物
語
で
あ
り
、
そ
の
ヤ
マ
場
に
「
湯
島
の
白
梅
」
が
置
か
れ
て
い
る
。「
別
れ
ろ
切
れ
ろ
は
芸
者
の
時
に
言
う
言
葉
。
今

の
私
に
は
死
ね
と
言
っ
て
…
」
と
い
っ
た
新
派
の
名
台
詞
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
使
わ
れ
て
い
て
、
観
客
の
期
待
を
裏
切
ら
な

い
。
そ
の
あ
と
は
お
蔦
の
後
日
談
と
騒
動
の
解
決
が
あ
っ
て
、
お
蔦
の
臨
終
に
よ
る
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
向
か
う
。 

昭
和
三
十
年
の
衣
笠
貞
之
助
監
督
作
品
で
は
、
タ
イ
ト
ル
画
面
に
「
湯
島
の
白
梅
」
と
大
書
さ
れ
、
そ
の
上
に
小
さ
く
「
婦
系
図
」

と
記
し
て
あ
る
。
新
派
劇
に
は
な
い
上
野
の
博
覧
会
場
の
雑
踏
か
ら
始
ま
り
、
以
降
は
新
派
劇
と
ほ
ぼ
同
じ
場
面
進
行
に
な
る
。
一
時

間
五
十
六
分
の
作
品
の
中
盤
、
五
十
七
分
か
ら
の
約
十
五
分
間
を
「
湯
島
の
境
内
」
に
あ
て
、
そ
の
後
の
河
野
一
家
に
対
す
る
復
讐
は

簡
単
に
済
ま
せ
て
、
最
後
の
お
蔦
の
臨
終
に
約
十
三
分
間
を
か
け
て
い
る
。
お
蔦
が
静
岡
に
い
る
主
税
の
夢
枕
に
立
つ
（
幽
霊
の
よ
う

に
現
れ
る
）
場
面
は
、
舞
台
に
は
な
い
映
画
な
ら
で
は
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
新
派
劇
の
構
成
に
沿
っ
た
脚
本
に
な

っ
て
い
る
。 

カ
ラ
ー
映
画
と
な
っ
た
昭
和
三
十
七
年
の
三
隅
研
次
監
督
作
品
は
、
酉
の
市
の
雑
踏
で
少
年
時
代
の
主
税
が
酒
井
の
財
布
を
す
ろ
う

と
し
て
捕
ま
る
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
シ
ー
ン
の
あ
と
に
タ
イ
ト
ル
が
出
て
、
あ
と
は
ほ
ぼ
新
派
劇
と
同
じ
ス
ト
ー
リ
ー
展

開
と
な
り
、
一
時
間
四
十
分
の
作
品
の
中
で
、
五
十
一
分
か
ら
の
十
一
分
間
が
「
湯
島
の
境
内
」
で
あ
る
。
酒
井
の
も
と
に
お
蔦
が
死

に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
知
ら
せ
が
届
く
の
が
一
時
間
二
十
分
の
時
点
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
版
で
は
お
蔦
の
臨
終
に
主
税
が
駆
け
つ

け
る
場
面
が
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
新
派
劇
に
は
な
く
原
作
の
小
説
に
あ
る
、
静
岡
の
病
院
に
入
院
し
た
主
税
の
場
面
が
十
分
ほ
ど
あ

る
。
そ
の
あ
と
お
蔦
の
臨
終
場
面
と
な
る
が
、
お
そ
ら
く
多
く
の
観
客
の
期
待
を
裏
切
る
形
で
、
入
院
中
の
主
税
が
そ
こ
に
来
る
こ
と

な
く
お
蔦
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
次
の
場
面
で
静
岡
の
病
院
を
退
院
す
る
主
税
に
、
小
説
の
結
末
に
近
い
形
で
の
河
野
家
の
破
滅
が

知
ら
さ
れ
、
最
後
は
湯
島
の
境
内
で
ひ
と
り
白
梅
を
見
つ
め
る
主
税
の
姿
で
終
わ
っ
て
い
る
。 

昭
和
三
十
年
代
に
作
ら
れ
た
二
つ
の
映
画
が
、
ど
ち
ら
も
小
説
や
新
派
の
舞
台
に
は
な
い
、
叙
情
的
な
雰
囲
気
に
満
ち
た
雑
踏
シ
ー

ン
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
み
た
い
。
小
説
や
舞
台
で
は
で
き
な
い
、
映
画
な
ら
で
は
の
独
自
の
表
現
を
冒
頭
に
置
い
た
と
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い
う
こ
と
と
同
時
に
、
お
そ
ら
く
昭
和
三
十
年
代
の
映
画
と
し
て
、
こ
の
物
語
が
「
明
治
の
昔
」
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
を
最
初
に

は
っ
き
り
と
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
婦
系
図
』
は
こ
の
時
点
で
も
ち
ろ
ん
同
時
代
の
物
語
で
は
な
く
、
過
ぎ
去

っ
た
遠
い
明
治
の
郷
愁
に
満
ち
た
世
界
を
舞
台
に
し
た
物
語
で
あ
る
。
単
な
る
時
間
の
経
過
だ
け
で
は
な
く
、
悲
恋
物
語
の
要
件
で
あ

る
「
義
理
と
人
情
」
自
体
が
、
高
度
経
済
成
長
へ
と
向
か
う
日
本
か
ら
も
は
や
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
懐
古
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。 

昭
和
三
十
年
代
に
三
度
映
画
化
さ
れ
た
『
婦
系
図
』
だ
が
、
そ
の
後
の
映
画
化
の
記
録
は
な
い
。
テ
レ
ビ
の
時
代
と
な
っ
て
、
昭
和

三
十
九
年
と
四
十
一
年
に
そ
れ
ぞ
れ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
と
Ｃ
Ｘ
系
列
で
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
て
い
る
（
ど
ち
ら
も
お
蔦
は
山
本
富
士
子
、
主
税

は
Ｎ
Ｅ
Ｔ
が
鶴
田
浩
二
で
Ｃ
Ｘ
が
田
村
高
広
）
が
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
8
）

に
そ
れ
以
降
の
ド
ラ
マ
化
の
記
録
は
な
い
。
映
画

と
テ
レ
ビ
と
い
う
、
常
に
新
し
い
流
行
を
追
い
求
め
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
、
義
理
と
人
情
の
板
挟
み
に
な
る
明
治
の
物
語
「
湯

島
の
白
梅
」
は
こ
れ
を
最
後
に
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。 

映
画
や
テ
レ
ビ
に
登
場
し
な
く
な
っ
て
も
、
以
降
も
「
湯
島
の
白
梅
」
の
記
憶
が
大
衆
の
中
に
生
き
続
け
た
の
は
、
昭
和
十
七
年
に

発
売
さ
れ
た
佐
伯
孝
夫
作
詞
、
清
水
保
雄
作
曲
に
よ
る
歌
謡
曲
『
湯
島
の
白
梅

（
9
）

』
が
、『
婦
系
図
』
の
物
語
と
は
独
立
し
て
、
多
く
の
演

歌
歌
手
に
歌
い
継
が
れ
て
き
た
影
響
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
の
曲
は
山
田
五
十
鈴
と
長
谷
川
一
夫
の
主
演
に
よ
る
同
年
の
東
宝
映
画
の
公
開
に
あ
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
左
の
歌
詞
を

見
る
と
、
歌
い
出
し
の
フ
レ
ー
ズ
「
湯
島
通
れ
ば 

思
い
出
す
／
お
蔦
・
主
税
の 

心
意
気
」
か
ら
考
え
て
、
歌
う
主
体
は
物
語
の
登

場
人
物
で
は
な
く
、
あ
る
人
物
が
湯
島
を
通
っ
た
時
に
、
お
蔦
主
税
の
悲
恋
物
語
を
思
い
出
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

二
番
の
歌
詞
「
忘
れ
ら
れ
よ
か
筒
井
筒
」
は
、
幼
な
馴
染
み
で
あ
る
の
は
主
税
と
酒
井
家
令
嬢
妙
子
で
あ
っ
て
お
蔦
で
は
な
い
の
で
、

何
を
指
し
て
い
る
の
か
判
別
し
難
い
の
だ
が
、
こ
れ
も
『
婦
系
図
』
の
物
語
を
直
接
描
写
す
る
歌
詞
で
は
な
く
、
歌
う
主
体
と
な
っ
て

い
る
人
物
が
置
か
れ
た
状
況
が
別
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
納
得
で
き
る
。「
堅
い
契
り
を
義
理
ゆ
え
に
／
水
に
流
す
」
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ

の
人
物
は
、
少
な
く
と
も
明
治
以
降
の
生
ま
れ
で
あ
ろ
う
が
、
東
京
で
は
な
く
「
江
戸
育
ち
」
と
歌
い
、
湯
島
・
本
郷
・
切
り
通
し
・
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上
野
山
と
い
っ
た
「
江
戸
」
の
地
名
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
義
理
と
人
情
の
世
界
に
浸
る
。『
婦
系
図
』
の
原
作
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
三

十
五
年
が
経
過
し
た
こ
の
時
点
で
、
「
湯
島
の
白
梅
」
は
す
で
に
過
去
の
出
来
事
と
し
て
の
懐
か
し
さ
を
も
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
懐
古
的
な
義
理
と
人
情
の
世
界
は
、
演
歌
が
最
も
得
意
と
す
る
題
材
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
代
以
降
、
常
に
新
し
い
も
の

を
求
め
る
流
行
歌
は
急
速
に
変
貌
す
る
が
、
演
歌
に
お
い
て
は
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
世
界
が
「
懐
メ
ロ
」
と
し
て
そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と

な
る
。
お
そ
ら
く
現
在
の
演
歌
フ
ァ
ン
は
か
な
り
の
割
合
で
、
昭
和
三
十
年
代
に
『
婦
系
図
』
が
映
画
化
さ
れ
た
頃
を
記
憶
し
て
い
る

世
代
と
重
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
平
成
十
六
年
に
発
売
さ
れ
た
氷
川
き
よ
し
の
Ｃ
Ｄ
ア
ル
バ
ム

（
10
）

に
も
、
こ
の
昭
和

十
七
年
の
『
湯
島
の
白
梅
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
年
配
の
フ
ァ
ン
は
若
い
氷
川
き
よ
し
が
、
自
分
た
ち
が
昭
和
三
十
年
代
の
映
画

化
を
通
し
て
知
っ
て
い
る
「
湯
島
の
白
梅
」
を
あ
ら
た
め
て
語
り
直
し
て
く
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
演
歌
の

世
界
に
郷
愁
を
感
じ
る
「
大
衆
」
は
、
現
在
で
も
ま
だ
確
実
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
昭
和
三
十
年
代
の
記
憶
は
時
の
流

れ
と
と
も
に
確
実
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
う
し
た
演
歌
を
支
え
る
「
大
衆
」
の
存
在
自
体
が
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
も
事

実
で
あ
る
。 

演
歌
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
義
理
と
人
情
の
世
界
に
訴
え
か
け
る
「
大
衆
的
」
な
芸
能
と
し
て
、
浪
花
節
＝
浪
曲
が

１ 

湯
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通
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あ
る
。
近
代
に
お
け
る
「
物
語
」
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
「
語
り
も
の
」
で
あ
る
浪
曲

（
11
）

は
、
二
代
目
広
沢
虎
造
が
活
躍
し

た
ラ
ジ
オ
全
盛
の
昭
和
初
期
を
頂
点
と
し
て
衰
退
す
る
が
、
昭
和
三
十
年
代
以
降
も
根
強
い
フ
ァ
ン
に
支
え
ら
れ
て
、
わ
ず
か
な
が
ら

も
そ
の
活
動
の
場
を
維
持
し
て
い
る

（
12
）

。
こ
の
浪
曲
に
よ
る
『
婦
系
図
』
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。 

手
元
に
あ
る
映
像
資
料
は
、
平
成
二
年
八
月
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
東
西
浪
曲
大
会
を
収
録
し
た
も
の
で

（
13
）

、
昭
和
四
十
七
年
の
『
岸
壁
の
母
』
の

ヒ
ッ
ト
で
知
ら
れ
る
二
葉
百
合
子
に
よ
る
浪
曲
『
婦
系
図
』
で
あ
る
。
最
初
に
「
泉
鏡
花
原
作
」
と
タ
イ
ト
ル
が
出
る
が
、
新
派
の
舞

台
に
お
け
る
湯
島
境
内
の
場
面
の
み
を
取
り
出
し
て
語
る
三
十
分
弱
の
演
目
で
、
新
派
劇
の
脚
本
に
近
い
お
蔦
と
主
税
の
台
詞
を
語
る

部
分
、
三
味
線
に
あ
わ
せ
て
語
る
本
来
の
浪
花
節
の
部
分
と
、
物
語
の
進
行
を
止
め
て
バ
ン
ド
の
演
奏
に
あ
わ
せ
て
演
歌
を
歌
う
部
分

の
三
つ
が
混
在
し
た
「
歌
謡
浪
曲
」
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。『
婦
系
図
』
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
な
く
「
湯
島
の
白
梅
」
の
部

分
だ
け
を
抜
き
出
し
て
い
る
の
で
、
観
客
が
み
な
こ
の
物
語
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
お
蔦
の
せ
つ
な
い
心
情
を

語
り
、
さ
ら
に
そ
の
情
緒
を
歌
へ
と
昇
華
さ
せ
る
こ
の
演
目
は
、
女
性
の
浪
曲
師
な
ら
で
は
の
腕
の
見
せ
所
で
あ
る
。 

演
歌
と
同
様
に
近
代
の
「
大
衆
」
に
支
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
芸
能
で
あ
る
浪
曲
に
お
い
て
も
、
明
治
の
物
語
で
あ
る
「
湯
島
の

白
梅
」
の
語
り
直
し
が
平
成
に
な
っ
て
か
ら
も
続
い
て
い
る
。
原
作
の
小
説
に
は
な
い
場
面
だ
け
を
取
り
出
し
て
い
な
が
ら
、『
湯
島
の

白
梅
』
で
は
な
く
泉
鏡
花
原
作
の
『
婦
系
図
』
と
し
て
語
る
こ
と
は
、
こ
の
三
十
分
間
の
場
面
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
膨
大
な
「
近
代

の
物
語
」
に
支
え
ら
れ
た
世
界
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
「
近
代
の
物
語
」
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
今
日
、
失
わ
れ
ゆ
く
世
界
に
対
す
る
郷
愁
を
観
客
と
共
有
す
る
こ
と
で
、
演
歌
と
浪
曲
は
そ
の
芸
能
と
し
て
の
命
脈
を
保
っ
て

い
る
。
し
か
し
時
間
の
経
過
と
と
も
に
背
後
に
あ
る
「
近
代
の
物
語
」
が
失
わ
れ
た
時
、「
湯
島
の
白
梅
」
を
単
独
で
取
り
出
し
た
語
り

直
し
は
成
立
し
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。 
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四
、
寅
さ
ん
の
お
い
ち
ゃ
ん
が
読
ん
だ
『
婦
系
図
』
と
、
二
〇
〇
九
年
の
『
婦
系
図
』 

 
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
『
婦
系
図
』
が
消
え
、
演
歌
や
浪
曲
な
ど
「
近
代
の
物
語
」
を
語
り
直
す
芸
能
の
中
に
の
み
わ
ず
か
に
残
っ
て

い
る
状
態
に
な
っ
た
こ
と
は
、
同
時
に
そ
れ
を
支
え
て
い
た
「
大
衆
」
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
す
る
と

次
の
時
代
に
は
、
こ
う
し
た
「
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
大
衆
」
を
惜
し
み
、
そ
れ
を
意
識
的
に
取
り
上
げ
て
そ
の
価
値
を
積
極
的
に
評
価
し

よ
う
と
す
る
表
現
も
生
ま
れ
て
く
る
。
下
町
の
人
情
の
中
で
純
情
な
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
が
騒
動
を
巻
き
起
こ
す
渥
美
清
主
演
の
映
画

『
男
が
つ
ら
い
よ
』
シ
リ
ー
ズ
も
、
そ
の
よ
う
な
視
点
の
も
と
に
作
ら
れ
た
映
画
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

シ
リ
ー
ズ
第
四
作
と
な
る
昭
和
四
十
五
年
公
開
の
『
新
・
男
は
つ
ら
い
よ
』（
山
田
洋
次
監
督
）
の
中
に
、
森
川
信
が
演
じ
る
「
お
い

ち
ゃ
ん
」
が
寅
さ
ん
に
向
か
っ
て
、
『
婦
系
図
』
の
お
蔦
の
臨
終
場
面
を
語
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。 

こ
の
回
の
マ
ド
ン
ナ
役
春
子
（
栗
原
小
巻
）
が
父
の
訃
報
に
接
し
て
落
ち
込
ん
で
い
る
の
を
励
ま
そ
う
と
し
て
、
寅
さ
ん
は
ま
ず
妹

さ
く
ら
の
夫
で
あ
る
博
（
前
田
吟
）
に
相
談
す
る
。
博
は
若
い
娘
を
励
ま
す
に
は
、
た
と
え
ば
夜
眠
れ
な
い
時
の
た
め
に
「
悲
し
い
恋

の
小
説
」
を
贈
っ
て
は
ど
う
か
と
答
え
る
が
、
中
学
中
退
で
小
説
な
ど
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
寅
さ
ん
は
、
育
て
の
親
で
あ
る
お
い
ち
ゃ

ん
に
助
け
を
求
め
る
。
す
る
と
お
い
ち
ゃ
ん
は
、「
俺
だ
っ
て
小
説
く
ら
い
は
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
」
と
言
っ
て
、
臨
終
間
際
の
お
蔦
と

真
砂
町
の
先
生
＝
酒
井
の
や
り
と
り
を
語
り
始
め
る
。 

こ
こ
で
お
い
ち
ゃ
ん
が
『
婦
系
図
』
を
「
悲
し
い
恋
愛
小
説
」
と
し
て
語
る
と
い
う
設
定
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
婦
系
図
』
の

「
語
り
直
し
」
の
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
若
干
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
。
お
い
ち
ゃ
ん
が
語
る
お
蔦
と
酒
井
と
の
や
り
と
り
は
、
小
説
『
婦

系
図
』
の
後
篇
四
十
六
と
四
十
七
「
蛍
」
の
内
容
に
ほ
ぼ
従
っ
て
い
る
の
で
、
確
か
に
小
説
の
一
節
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
の

だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
実
際
に
は
小
説
『
婦
系
図
』
は
「
悲
し
い
恋
愛
小
説
」
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
お
蔦
と

主
税
の
恋
愛
物
語
に
し
た
の
は
、
新
派
劇
以
降
の
芸
能
と
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
「
語
り
直
し
」
で
あ
る
。
庶
民
の
代
表
と
し
て

描
か
れ
る
下
町
の
団
子
屋
の
主
人
が
、
も
ち
ろ
ん
小
説
を
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
が
、
こ
れ
を
悲
恋
物
語
と
し
て
語
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る
の
で
あ
れ
ば
、
新
派
劇
や
演
歌
、
浪
曲
、
あ
る
い
は
昭
和
三
十
年
代
に
見
た
映
画
の
記
憶
を
も
と
に
語
っ
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が

自
然
で
あ
る
。
実
際
に
お
い
ち
ゃ
ん
が
涙
な
が
ら
に
語
っ
て
い
る
背
後
に
、
三
味
線
の
伴
奏
が
流
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
は
明

ら
か
に
「
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
小
説
」
で
は
な
く
、「
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
物
語
の
語
り
直
し
」
だ
。 

寅
さ
ん
の
設
定
の
中
で
、
団
子
屋
の
主
人
で
あ
る
お
い
ち
ゃ
ん
夫
婦
は
「
庶
民
」
の
代
表
で
あ
り
、
隣
り
の
印
刷
工
場
は
中
小
企
業

の
典
型
、
ま
た
そ
の
従
業
員
は
「
労
働
者
」
で
あ
る
が
、
博
は
同
じ
印
刷
工
場
の
労
働
者
で
は
あ
っ
て
も
、
本
を
読
む
の
が
好
き
な
「
イ

ン
テ
リ
」
で
も
あ
る
。
そ
の
博
だ
か
ら
こ
そ
、
傷
心
の
若
い
女
性
を
慰
め
る
に
は
「
悲
し
い
恋
愛
小
説
」
だ
と
い
う
発
想
に
な
る
の
だ

が
、
「
大
衆
」
の
代
表
で
あ
る
お
い
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
、「
悲
し
い
恋
愛
小
説
」
と
い
う
言
葉
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
演
歌
や
浪
曲
の

世
界
に
残
る
『
婦
系
図
』
の
義
理
と
人
情
の
世
界
だ
っ
た
。
そ
こ
に
こ
の
場
面
の
お
か
し
さ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。 

義
理
と
人
情
の
世
界
の
代
表
的
住
人
で
あ
る
寅
さ
ん
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
語
っ
て
い
る
お
い
ち
ゃ
ん
と
と
も
に
感
涙
に
む
せ
ぶ
。
す

る
と
そ
れ
を
覗
き
見
し
て
い
た
お
ば
ち
ゃ
ん
と
春
子
が
、
こ
ら
え
き
れ
ず
に
大
笑
い
し
て
、
こ
ち
ら
も
涙
を
流
す
。
小
説
な
ど
読
ん
だ

こ
と
が
な
く
て
も
、
義
理
と
人
情
に
厚
い
二
人
の
「
物
語
」
の
お
か
げ
で
、
春
子
に
笑
顔
が
戻
る
、
と
い
う
筋
立
て
だ
。 

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
視
点
か
ら
『
婦
系
図
』
の
語
り
直
し
を
試
み
た
の
が
、
二
〇
〇
九
年
の
四
月
か
ら
半
年
間
に
わ
た
っ
て
放
送
さ

れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
『
つ
ば
さ
』
で
あ
る
。
埼
玉
県
川
越
市
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
ラ
ジ
オ
局
を
手
伝
う
二
十
歳
の

主
人
公
つ
ば
さ
（
多
部
未
華
子
）
と
、
一
度
は
家
出
を
し
な
が
ら
十
年
ぶ
り
に
戻
っ
て
き
た
母
、
老
舗
和
菓
子
屋
を
守
る
祖
母
の
女
三

代
を
描
く
連
続
ド
ラ
マ
の
中
で
、
七
月
に
放
送
さ
れ
た
第
十
四
週
「
女
三
代
娘
の
初
恋
」
に
、
ラ
ジ
オ
局
の
市
民
参
加
企
画
と
し
て
「
大

衆
演
劇
」
の
『
婦
系
図
』
を
閉
館
し
た
映
画
館
で
上
演
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
結
果
、
つ
ば
さ
が
お
蔦
を
演

じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
上
演
当
日
。
第
一
幕
は
「
湯
島
の
境
内
」
で
、
恋
人
と
別
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
つ
ば
さ
が
客
席
に
現
れ
た

恋
人
の
前
で
、
お
蔦
の
悲
し
い
別
れ
を
演
じ
る
。
二
幕
目
は
小
説
に
も
新
派
劇
に
も
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
場
面
で
、
主
税
と
別
れ
た
あ

と
十
年
間
放
浪
し
た
と
い
う
設
定
の
お
蔦
を
、
実
際
に
十
年
間
家
出
を
し
て
い
た
母
が
急
遽
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。
三
幕
目
は
お
蔦
の

臨
終
場
面
で
、
こ
れ
も
急
遽
の
代
役
で
祖
母
が
お
蔦
を
演
じ
る
こ
と
に
な
り
、
客
席
か
ら
見
て
い
る
か
つ
て
の
恋
人
の
前
で
、「
添
い
遂
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げ
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
愛
し
あ
っ
た
こ
と
は
幸
せ
だ
っ
た
」
と
い
う
台
詞
を
即
興
で
作
っ
て
演
じ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
全
三
幕
を

女
三
代
で
演
じ
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
生
き
方
を
再
確
認
す
る
と
い
う
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
。 

今
も
下
町
情
緒
が
残
る
川
越
市
の
老
舗
和
菓
子
屋
を
舞
台
と
し
て
、
人
情
味
あ
ふ
れ
る
地
域
の
人
々
と
の
交
流
を
描
く
ス
ト
ー
リ
ー

は
、
多
く
の
「
朝
ド
ラ
」
に
共
通
す
る
基
本
的
な
設
定
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
シ
リ
ー
ズ
と
の
共
通
点
を
指
摘
す
る

こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。
葛
飾
柴
又
で
団
子
屋
を
営
む
お
い
ち
ゃ
ん
夫
婦
に
あ
た
る
の
が
祖
母
、
健
気
に
よ
く
働
く
妹
の
さ
く
ら
を
つ
ば

さ
に
見
立
て
れ
ば
、
娘
を
置
い
た
ま
ま
十
年
間
も
家
を
出
た
あ
と
で
舞
い
戻
っ
て
き
た
母
は
、
ち
ょ
う
ど
突
然
家
に
戻
っ
て
く
る
フ
ー

テ
ン
の
寅
さ
ん
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
お
さ
ま
る
。『
つ
ば
さ
』
の
作
者
が
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
ど
ち
ら
も
「
失

わ
れ
つ
つ
あ
る
下
町
の
人
情
」
を
懐
か
し
み
再
評
価
す
る
視
点
か
ら
描
か
れ
た
ド
ラ
マ
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
お
り
、
だ
と
す
れ
ば

こ
の
『
つ
ば
さ
』
の
中
に
『
婦
系
図
』
が
登
場
す
る
必
然
性
に
つ
い
て
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
存
在
し
た
「
大
衆
」
の
物
語

を
よ
み
が
え
ら
せ
る
に
は
、
近
代
の
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
語
り
継
が
れ
て
き
た
『
婦
系
図
』
の
物
語

が
最
も
有
効
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
局
面
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
も
『
婦
系
図
』
は
語
り
直
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。「
ラ
ジ
オ

局
」
の
人
々
が
、
「
閉
館
し
た
映
画
館
」
で
、「
大
衆
演
劇
」
を
上
演
す
る
と
い
う
設
定
も
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
近
代
の
「
大
衆
」
の
物

語
が
語
り
直
さ
れ
る
場
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。 

 五
、「
大
衆
」
の
行
方 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
と
芸
能
に
お
け
る
『
婦
系
図
』
の
「
語
り
直
し
」
を
前
提
と
し
て
、
も
う
一
度
近
代
に
お
け

る
「
大
衆
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
変
遷
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
物
語
を
描
く
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。 

出
発
点
は
、
鏡
花
を
「
真
の
近
代
的
作
家
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
躊
躇
す
る
よ
う
な
「
高
級
の
読
書
」
に
対
す
る
「
大
衆
」
が
好
ん
だ
小

説
『
婦
系
図
』
で
あ
る
。
西
洋
近
代
劇
の
理
念
に
基
づ
く
新
劇
を
見
る
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
ン
テ
リ
層
と
は
違
い
、
歌
舞
伎
の
「
大
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時
代
の
演
劇
的
な
手
法
」
を
好
む
「
大
衆
」
に
支
持
さ
れ
た
新
派
に
よ
っ
て
舞
台
化
さ
れ
、
新
派
が
生
み
出
し
た
「
湯
島
の
白
梅
」
は
、

泉
鏡
花
の
小
説
に
は
な
く
て
も
、「
大
衆
」
に
と
っ
て
は
『
婦
系
図
』
の
世
界
の
一
部
と
し
て
必
要
な
「
道
行
き
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
「
湯
島
の
白
梅
」
は
あ
く
ま
で
泉
鏡
花
の
世
界
の
一
部
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
近
代
文
学
と
近
代
演
劇
が
確
立
さ
れ
る
直
前
の
時
代

の
出
来
事
で
あ
る
。 

近
代
化
の
結
果
と
し
て
大
衆
消
費
社
会
が
成
立
す
る
と
、
新
し
い
近
代
の
「
大
衆
」
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
登
場
し
た
映
画
の
中
で
『
婦

系
図
』
が
語
り
直
さ
れ
る
。
ラ
ジ
オ
放
送
が
始
ま
り
レ
コ
ー
ド
を
売
る
音
楽
産
業
が
成
長
す
る
と
、『
湯
島
の
白
梅
』
は
流
行
歌
と
し
て
、

『
婦
系
図
』
の
物
語
と
は
独
立
し
た
形
で
「
大
衆
」
に
広
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
も
は
や
『
婦
系
図
』
は
同
時
代
の
物
語

で
は
な
く
、
近
代
化
以
前
の
東
京
に
あ
っ
た
義
理
と
人
情
の
世
界
を
偲
ぶ
懐
古
的
な
視
点
か
ら
語
り
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

テ
レ
ビ
の
出
現
に
よ
り
日
本
映
画
の
全
盛
時
代
が
終
わ
る
昭
和
四
十
年
代
以
降
、
繰
り
返
さ
れ
た
『
婦
系
図
』
の
映
画
化
は
な
く
な

る
が
、
演
歌
と
浪
曲
と
い
う
近
代
が
生
ん
だ
芸
能
の
題
材
と
し
て
「
湯
島
の
白
梅
」
は
「
大
衆
」
に
向
け
て
語
り
直
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
演
歌
や
浪
曲
を
愛
好
す
る
「
大
衆
」
は
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
社
会
の
変
化
＝
近
代
の
物
語
の
終
焉
と
と
も
に
次
第
に
失
わ
れ

て
ゆ
く
。
す
る
と
今
度
は
、「
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
大
衆
」
を
懐
か
し
み
つ
つ
、
そ
の
価
値
を
積
極
的
に
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
物
語
が
現

れ
る
。
つ
ま
り
物
語
は
、
失
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
に
こ
そ
あ
ら
た
め
て
語
り
直
さ
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
て
出
発
点
に
お
け
る
「
大
衆
」

が
失
わ
れ
て
も
な
お
、
物
語
の
「
語
り
直
し
」
は
続
い
て
ゆ
く
。 

メ
デ
ィ
ア
が
さ
ら
に
多
様
化
し
、
物
語
が
細
分
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
近
代
の
物
語
を
支
え
た
「
大
衆
」
の

姿
は
、
も
は
や
懐
か
し
む
こ
と
さ
え
で
き
な
い
ほ
ど
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
「
誰
も

が
当
然
知
っ
て
い
る
」
こ
と
に
な
っ
た
物
語
は
、
忘
れ
去
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
て
も
突
然
ま
た
形
を
変
え
て
人
々
の
前
に
姿
を
現
す
可

能
性
を
秘
め
て
い
る
。
啖
呵
を
き
っ
て
出
て
い
っ
た
寅
さ
ん
が
、
何
度
で
も
ま
た
フ
ラ
っ
と
柴
又
に
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
。「
物
語
」
と

は
本
来
、
こ
う
し
た
「
大
衆
」
が
主
体
と
な
っ
て
生
み
出
し
、
そ
し
て
語
り
継
い
で
き
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
本
質
は
現
代

に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
は
ず
だ
。 
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注 

(
1)

 
『
新
小
説
』
大
正
三
年
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
「
婦
系
図
補
遺
」
が
書
か
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
『
鏡
花
小
説
・
戯
曲
選 

第
十
二
巻
』

（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
七
年
）
の
村
松
定
孝
に
よ
る
「
解
説
」
（
四
四
七
～
四
五
三
頁
）
に
詳
し
い
。 

(

2)
 

新
し
い
と
こ
ろ
で
は
平
成
十
九
年
八
月
の
三
越
劇
場
に
お
け
る
公
演
が
あ
り
、
お
蔦
を
波
乃
久
里
子
、
主
税
を
風
間
杜
夫
が
演
じ
て
い
る
。 

 

Ｈ
Ｐ
劇
団
新
派
公
式
サ
イ
ト
（h

ttp
://w

w
w

.sh
o
ch

ik
u

.co
.jp

/sh
in

p
a
/p

fm
c/0

7
0
8
/

）
よ
り
。 

(

3)
 

新
潮
文
庫
『
婦
系
図
』
（
平
成
十
二
年
）
の
解
説
、
四
一
六
～
四
一
七
頁
。 

(

4)
 

同
書
、
四
二
七
頁
。
四
方
田
犬
彦
に
よ
る
解
説
よ
り
。 

(

5)
 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
さ
れ
た
も
の
の
録
画
が
あ
る
。 

(

6)
 

平
成
十
九
年
八
月
の
三
越
劇
場
に
お
け
る
公
演
で
は
、
五
場
が
八
丁
堀
め
の
惣
の
家
で
は
な
く
、
お
蔦
が
妙
子
の
危
機
を
救
う
「
烏
森
嬉
し
野
」

に
な
っ
て
い
る
。 

(

7)
 

h
ttp

://w
w

w
.jm

d
b
.n

e
.jp

/ 

(

8)
 

h
ttp

://w
w

w
.tv

d
ra

m
a

-d
b
.co

m
/ 

(

9)
 

古
茂
田
信
男
・
矢
沢
保
・
島
田
芳
文
・
横
沢
千
秋
編
『
日
本
流
行
歌
史
〃
戦
前
編
〄
』
（
社
会
思
想
社
、
昭
和
五
十
六
年
）、
四
〇
一
頁
。「
泉
鏡

花
『
婦
系
図
』
の
映
画
主
題
歌
。
時
局
に
関
係
な
く
大
流
行
し
た
。
」
と
の
注
釈
が
あ
る
が
、
映
画
の
中
で
使
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
主
題

歌
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
ビ
ク
タ
ー
レ
コ
ー
ド
か
ら
の
発
売
当
初
の
タ
イ
ト
ル
表
記
は
、『
愛
唱
歌 

婦
系
図
の
歌 

湯
島
の
白
梅
』
で
、
歌
は

藤
原
亮
子
と
小
畑
実
。
福
田
俊
二
編
『
写
真
で
見
る
昭
和
の
歌
謡
〔
Ⅰ
〕
戦
前
・
戦
中
編
』（
柘
植
書
房
、
平
成
三
年
）
の
二
〇
三
頁
に
発
売
当

時
の
歌
詞
カ
ー
ド
の
写
真
が
あ
る
が
、
昭
和
十
七
年
の
映
画
の
一
場
面
の
写
真
が
使
わ
れ
て
ぃ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

(

10)
 

氷
川
き
よ
し
『
演
歌
名
曲
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
４
―
番
場
の
忠
太
郎
』（
コ
ロ
ム
ビ
ア
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
、
平
成
十
六
）。 

(

11)
 

兵
藤
裕
己
『〃
声
〄
の
国
民
国
家
―
浪
花
節
が
創
る
日
本
近
代
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
二
十
一
年
）
。 

(

12)
 

唯
二
郎
『
実
録
浪
曲
史
』（
東
峰
書
房
、
平
成
十
一
年
）。 
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(
13)

 

二
葉
百
合
子
『
芸
能
生
活
六
十
周
年
記
念 

ひ
と
す
じ
の
道
〃
浪
曲
篇
Ⅱ
〄
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ビ
デ
オ
、
平
成
九
年
）
。 




