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お
言
葉
の
中
に
、「
皇
室
の
し
き
た
り
と

し
て
、
天
皇
の
終
焉
に
当
た
っ
て
は
、
重

い
殯も
が
りの

行
事
が
連
日
ほ
ぼ
二
ヶ
月
に
わ
た

っ
て
続
き
、
そ
の
後
喪
儀
に
関
連
す
る
行

事
が
、
一
年
間
続
く
」
こ
と
が
言
及
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
今
回
の
生
前
退
位

の
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

昭
和
の
終
わ
り
を
思
い
起
こ
し
て
み
る

と
、
昭
和
天
皇
の
ご
病
気
に
つ
い
て
知
ら

さ
れ
た
の
が
、
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）

年
九
月
の
こ
と
で
し
た
。
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
自
粛

に
よ
り
、
生
中
継
が
か
な
り
減
り
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
二
〇
一
一

年
に
は
、
花
見
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
万
人
近
い
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
当
然
の
自
粛
行
為
だ
と
い
え
ま
す
。

ま
た
当
時
、
僕
は
副
知
事
で
し
た
が
、
七

月
下
旬
の
隅
田
川
花
火
大
会
も
、
話
し
合

い
の
結
果
中
止
し
ま
し
た
。
二
〇
一
一
年

は
国
中
で
喪
に
服
し
た
年
で
し
た
。

　

二
〇
二
〇
年
に
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

祝
祭
空
間
が
、
日
本
に
や
っ
て
く
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
自
粛
を

よ
ぎ
な
く
さ
せ
る
事
態
が
起
こ
る
可
能
性

ま
で
考
え
て
、
今
上
天
皇
は
譲
位
を
口
に

さ
れ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
国
家
全
体

が
喪
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
天
皇
崩
御
、

生
前
退
位
と

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

猪
瀬　

平
成
の
天
皇
陛
下
が
譲
位
の
ご
意

向
を
公
に
示
さ
れ
た
の
が
、
二
〇
一
六
年

夏
の
こ
と
で
し
た
。
二
度
の
外
科
手
術
に

加
え
て
八
〇
歳
を
超
え
る
高
齢
で
あ
り
、

体
力
面
か
ら
象
徴
天
皇
と
し
て
の
重
い
務

め
を
果
た
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
そ
の
大
き
な
理
由
で
す
。
た
だ
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得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
非
常
に

特
別
な
村
が
存
在
し
た
の
で
す
。

　

先
日
、
石
戸
さ
ん
が
八
瀬
に
行
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
最
近
の
八
瀬

が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
現
地
レ
ポ
ー

ト
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

八
瀬
村
現
地
レ
ポ
ー
ト

石
戸　

一
月
二
十
八
日
に
八
瀬
に
行
っ
て

き
ま
し
た
。
出
町
柳
か
ら
バ
ス
が
一
本
通

っ
て
い
る
の
で
す
が
、
一
時
間
に
一
～
二

本
と
い
う
間
隔
で
す
。
京
都
駅
か
ら
国
際

会
館
と
い
う
地
下
鉄
の
最
終
駅
ま
で
は
、

大
体
二
十
分
ぐ
ら
い
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

タ
ク
シ
ー
を
使
っ
て
二
～
三
十
分
と
い
う

場
所
で
す
。

猪
瀬　

八
瀬
駅
は
大
正
時
代
に
で
き
て
、

現
在
は
八
瀬
比
叡
山
口
駅
と
名
称
を
変
え

て
い
ま
す
が
、
八
瀬
村
全
体
の
か
な
り
端

に
あ
り
ま
す
ね
。
同
じ
く
大
正
時
代
に
比

叡
山
に
登
る
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
で
き
ま
し

た
。
日
常
的
に
は
、
車
を
使
っ
て
通
う
よ

う
な
場
所
で
す
よ
ね
。

石
戸　

訪
れ
た
日
は
、
八
瀬
で
新
年
最
初

の
念
仏
行
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
念
仏
を
唱

え
る
こ
と
で
亡
く
な
っ
た
方
の
供
養
を
す

る
行
事
で
す
が
、
八
瀬
の
人
た
ち
が
誰
を

改
元
、
即
位
と
い
う
一
連
の
儀
式
が
、
国

際
的
な
祝
祭
空
間
と
な
る
二
〇
二
〇
年
に

重
な
ら
な
い
よ
う
に
、
配
慮
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

天
皇
の
葬
儀
を
御ご

大た
い

喪そ
う

と
い
い
ま
す
が
、

明
治
天
皇
も
大
正
天
皇
も
昭
和
天
皇
も
、

そ
の
御
遺
体
は
「
朱
漬
け
」
に
な
り
ま
し

た
。
朱
肉
の
「
朱
」
で
す
。
そ
し
て
明
治

天
皇
は
伏
見
桃
山
陵
に
、
大
正
天
皇
と
昭

和
天
皇
は
武
蔵
野
御
陵
に
土
葬
さ
れ
て
い

ま
す
。
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
皇
族
が
亡

く
な
っ
た
と
き
、
陵
墓
ま
で
棺
を
担
ぐ
役

割
を
担
っ
て
い
た
の
が
、
現
・
京
都
市
左

京
区
に
あ
る
八
瀬
村
の
人
た
ち
で
し
た
。

　

僕
は
一
九
八
一
年
ご
ろ
八
瀬
村
を
取
材

し
、
八や

瀬せ
の

童ど
う

子じ

と
い
う
人
た
ち
に
会
っ
て
、

『
天
皇
の
影
法
師
』
と
い
う
本
を
書
き
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
柳
田
國
男
が
そ
の

著
書
で
、
比
叡
山
の
開
祖
で
あ
る
最
澄
が

延
暦
寺
の
雑
役
と
し
て
使
っ
た
「
鬼
の
子

孫
」
だ
と
書
い
た
、
あ
る
意
味
伝
説
の
人

び
と
で
し
た
。

　

大
正
か
ら
昭
和
天
皇
が
亡
く
な
る
ま
で

に
、
六
〇
年
以
上
経
っ
て
い
る
の
で
、
大

喪
の
儀
も
八
瀬
童
子
の
存
在
も
、
す
っ
か

り
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
そ
う
い

う
役
割
を
担
っ
た
人
び
と
が
い
た
こ
と
が
、

僕
の
本
で
分
か
り
、
昭
和
天
皇
崩
御
の
と

き
に
も
、
伝
統
的
な
儀
式
が
行
わ
れ
た
わ

け
で
す
。
そ
の
時
実
際
に
担
い
だ
の
は
、

八
瀬
童
子
の
装
束
を
着
た
皇
宮
警
察
の
人

た
ち
で
、
八
瀬
童
子
会
の
会
長
ら
は
、
付

き
添
い
で
指
導
し
て
傍
ら
を
歩
い
き
ま
し

た
。

　

八
瀬
村
に
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
足
利
尊

氏
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
と
き
に
、
八
瀬
童

子
が
後
醍
醐
天
皇
を
神
輿
に
の
せ
て
担
ぎ
、

比
叡
山
を
越
え
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
と
き
か
ら
の
御
恩
と
奉
公
の
関

係
で
、
八
瀬
村
は
長
き
に
わ
た
り
、
税
金

を
払
わ
な
く
て
い
い
赦
免
地
特
権
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

八
瀬
の
人
た
ち
の
日
常
の
仕
事
は
薪
売

り
で
し
た
。
八
瀬
は
畑
が
少
な
い
た
め
、

比
叡
山
界
隈
の
山
に
入
り
、
柴
や
薪
を
刈

っ
て
京
都
の
街
に
売
り
に
行
っ
た
の
で
す
。

八
瀬
か
ら
十
キ
ロ
程
歩
く
と
、
京
都
市
左

京
区
の
端
に
あ
る
出
町
柳
に
至
り
ま
す
。

八
瀬
よ
り
さ
ら
に
奥
は
大
原
で
す
。
薪
を

担
い
で
京
都
の
街
中
に
売
り
に
行
く
、
八

瀬
や
大
原
の
女
性
た
ち
は
大
原
女
、
あ
る

い
は
小こ

原は
ら

女め

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
八
瀬
や

大
原
は
い
っ
て
み
れ
ば
京
都
の
街
の
燃
料

基
地
で
、
同
時
に
八
瀬
の
人
々
は
、
天
皇

の
棺
を
担
ぐ
役
割
で
、
臨
時
収
入
を
得
て

い
た
。
さ
ら
に
天
皇
家
と
の
繫
が
り
に
よ

っ
て
、
わ
ず
か
に
も
っ
て
い
た
田
ん
ぼ
の

税
金
を
納
め
な
く
て
い
い
と
い
う
特
権
を

供
養
す
る
か
と
い
う
と
、
後
醍
醐
天
皇
か

ら
昭
和
天
皇
ま
で
、
世
話
に
な
っ
て
き
た

と
彼
ら
が
考
え
て
い
る
天
皇
家
の
人
び
と

で
す
。
戦
後
は
八
瀬
の
地
で
も
、
免
税
特

権
は
な
く
な
り
、
一
般
的
な
法
制
国
家
の

中
に
溶
け
込
ん
で
い
っ
た
の
で
す
が
、
他

所
と
は
違
う
風
習
や
慣
習
は
い
ま
な
お
残

っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
観
光
地
化
し
て
い
て
、
八
瀬
の

「
か
ま
ぶ
ろ
」
や
、
八
瀬
天
満
宮
、
赦
免

地
踊
な
ど
に
つ
い
て
の
、
案
内
看
板
が
で

き
て
い
ま
す
。
猪
瀬
さ
ん
が
『
天
皇
の
影

法
師
』
を
書
い
て
以
降
、
歴
史
学
的
な
研

究
が
進
み
、
伝
説
だ
っ
た
八
瀬
童
子
の
実

態
を
資
料
か
ら
裏
付
け
て
い
く
研
究
が
進

ん
だ
た
め
、
い
ま
で
は
八
瀬
童
子
は
国
の

重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の

伝
え
て
き
た
資
料
や
、
非
常
に
古
い
時
代

の
仏
像
な
ど
、
そ
の
全
て
を
現
在
は
京
都

市
の
資
料
館
が
管
理
し
て
い
る
ん
で
す
。

か
ま
ぶ
ろ
は
、
壬
申
の
乱
で
大
海
人
皇
子

（
後
の
天
武
天
皇
）
が
こ
の
地
で
流
矢
を
受

け
た
背
の
傷
を
癒
す
た
め
に
、
村
人
が
献

じ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
「
赦し
ゃ

免め
ん

地ち

踊
」
と
は
、
天
皇
に
よ
っ
て

税
金
を
免
除
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を

祝
う
踊
り
で
す
が
、
平
成
十
六
年
八
月
に
、

美
智
子
皇
后
陛
下
が
赦
免
地
踊
を
ご
覧
に

な
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
が
、
歌
碑
に
な
っ
て



3

間
宣
言
を
し
ま
し
た
。
国
民
に
と
っ
て
、

皇
族
の
存
在
や
天
皇
の
存
在
は
、
戦
前
と

戦
後
で
そ
の
認
識
に
一
線
が
引
か
れ
て
い

る
と
い
え
ま
す
。
た
だ
八
瀬
の
人
び
と
の

間
に
は
、
そ
う
し
た
境
が
な
い
よ
う
に
感

じ
る
の
で
す
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
る

よ
う
な
、
彼
ら
の
皇
室
観
が
あ
る
と
、
そ

う
思
い
ま
す
。

猪
瀬　

精
神
的
に
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、
戦
前
に
は
税
金
を
払
わ
な
く
て

よ
か
っ
た
も
の
が
、
近
代
官
制
下
で
は
納

税
義
務
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
大
き
な

変
化
で
す
よ
ね
。　
　

　

た
だ
こ
の
免
税
の
仕
組
は
、
む
し
ろ
よ

く
戦
前
ま
で
維
持
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

明
治
に
な
っ
た
と
き
に
、
近
代
国
家
に
税

金
を
払
わ
な
い
国
民
が
い
て
い
い
の
か
と
、

当
然
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
宮
内

省
が
、
八
瀬
村
の
代
わ
り
に
税
金
を
納
め

る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
の
で
す
。
そ

の
代
り
皇
族
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
葬

式
で
棺
を
担
い
で
く
れ
と
。
そ
の
と
き
に

は
一
定
の
奉
仕
料
を
払
う
と
、
そ
う
い
う

契
約
で
す
。
八
瀬
に
つ
い
て
は
た
だ
伝
統

を
守
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
金

銭
が
絡
ん
で
い
た
か
ら
真
剣
だ
っ
た
と
こ

ろ
も
あ
る
の
で
す
。

い
ま
す
。

♪
大
君
の
御み

幸ゆ
き

祝
ふ
と
八
瀬
童
子
踊
り

く
れ
た
り
月
若
き
夜
に

　

歌
碑
に
す
る
ほ
ど
、
彼
ら
に
と
っ
て
は

名
誉
な
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。

　

八
瀬
の
主
な
産
業
は
、
林
業
で
す
。
山

と
と
も
に
生
活
す
る
習
慣
は
変
っ
て
い
ま

せ
ん
。

　

八
瀬
童
子
会
会
長
の
玉
川
勝
太
郎
さ
ん

（
七
十
八
歳
）
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
が
、

八
瀬
童
子
会
の
存
在
意
義
は
、
天
皇
家
に

敬
意
を
払
う
こ
と
、
天
皇
家
に
ご
奉
仕
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
だ
と
。
そ
の
感
謝
と

敬
意
を
忘
れ
た
ら
、
八
瀬
童
子
会
は
存
在

し
て
い
る
意
味
が
な
い
、
と
の
こ
と
で
し

た
。

　

戦
後
、
そ
れ
ま
で
神
だ
っ
た
天
皇
は
人

猪
瀬　

火
葬
な
ら
ば
、
軽
い
で
す
か
ら
、

数
十
人
で
輿
を
担
ぐ
必
要
が
な
い
。
陵
墓

も
必
要
な
い
。
江
戸
時
代
の
天
皇
墓
は
京

都
の
泉せ
ん

涌に
ゅ

寺う
じ

に
あ
り
ま
す
。
明
治
天
皇
の

桃
山
御
陵
は
、
古
墳
を
模
し
て
作
ら
れ
ま

し
た
。
王
政
復
古
で
天
皇
の
墓
も
古
代
に

戻
っ
た
。
つ
ま
り
八
瀬
童
子
が
、
朱
漬
け

の
天
皇
の
棺
を
担
ぐ
と
い
う
の
は
、
近
代

に
な
っ
て
作
ら
れ
た
新
し
い
伝
統
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

他
に
も
、
八
瀬
の
人
び
と
は
、
宮
内
省

の
奥
勤
め
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
僕
が

一
九
八
一
年
ご
ろ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て

聞
い
た
の
は
、
天
皇
の
た
め
の
檜
風
呂
に
、

う
ん
と
熱
い
湯
が
入
っ
た
桶
を
八
個
と
、

中
ぐ
ら
い
の
熱
さ
の
湯
の
入
っ
た
桶
を
八

個
と
、
冷
た
い
桶
を
八
個
並
べ
て
、
女
官

が
見
て
い
る
前
で
、
そ
れ
ら
を
全
て
風
呂

に
入
れ
る
仕
事
の
こ
と
と
か
。
あ
る
い
は

「
お
と
う
」
と
呼
ぶ
便
所
。
天
皇
が
用
を

足
し
た
後
、
ト
イ
レ
の
下
の
鍵
の
つ
い
た

抽
斗
を
抜
き
、
宮
内
省
の
侍
医
の
と
こ
ろ

に
持
っ
て
行
く
仕
事
と
か
。
棺
を
担
ぐ
の

も
含
め
て
、
い
っ
て
し
ま
え
ば
汚
れ
仕
事

で
す
。
で
も
非
常
に
重
要
で
、
天
皇
の
命

に
関
わ
る
よ
う
な
仕
事
で
も
あ
る
。
簡
単

に
誰
に
で
も
頼
め
る
よ
う
な
仕
事
で
は
な

い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
仕
事
を
す
る
た
め

に
、
八
瀬
童
子
が
常
時
十
人
程
、
皇
居
に

王
政
復
古
か
ら
の

新
し
い
伝
統

石
戸　

時
代
が
明
治
に
変
わ
り
、
天
皇
が

東
京
に
御
所
を
移
し
た
と
き
、
八
瀬
の
人

た
ち
は
自
分
た
ち
の
境
遇
が
変
わ
る
こ
と

を
、
非
常
に
恐
れ
た
と
聞
き
ま
す
。
岩
倉

具
視
ら
時
の
政
府
要
人
に
、
こ
れ
ま
で
通

り
に
扱
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
お
願
い

を
し
た
と
。
一
方
で
国
に
と
っ
て
も
、
彼

ら
の
よ
う
な
伝
統
を
受
け
継
い
で
暮
し
て

き
た
存
在
は
、
あ
り
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。

最
近
の
研
究
で
は
、
八
瀬
と
天
皇
家
と
の

関
わ
り
は
明
治
期
に
大
き
く
変
わ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
八
瀬

童
子
は
伝
統
を
守
っ
て
来
た
と
は
い
え
、

後
醍
醐
天
皇
の
と
き
か
ら
代
々
、
棺
の
担

ぎ
手
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
明
治
期
に
な
っ
て
儀
式
と
し
て
組

み
込
ま
れ
た
も
の
で
し
た
。

猪
瀬　

明
治
に
な
っ
て
、
王
政
復
古
が
起

こ
り
ま
す
か
ら
ね
。
天
皇
を
陵
墓
に
埋
葬

す
る
の
は
、
明
治
か
ら
で
す
。
江
戸
時
代

は
火
葬
で
し
た
。

石
戸　

伝
統
を
そ
こ
で
作
り
直
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
の
再
構
築
の

中
で
、
宮
内
省
と
し
て
は
八
瀬
童
子
を
再

発
見
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

猪瀬直樹所長
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勤
め
て
い
ま
し
た
。
八
瀬
は
、
百
か
ら
二

百
人
ぐ
ら
い
の
戸
長
が
い
る
村
で
す
か
ら
、

十
軒
に
一
軒
が
公
務
員
の
仕
事
に
つ
い
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
大
喪
の
儀
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
百
人

単
位
で
棺
を
担
ぐ
と
い
う
、
臨
時
の
仕
事

が
あ
っ
た
。
い
ま
で
も
、
宮
内
庁
の
内
邸

で
職
員
を
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
一
定
数

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
戸　

後
醍
醐
天
皇
の
命
日
は
旧
暦
の
八

月
十
六
日
で
、
新
暦
だ
と
九
月
十
六
日
前

後
に
当
り
ま
す
が
、
早
朝
と
夕
方
に
正
装

し
て
御
所
谷
を
参
拝
す
る
と
い
う
儀
式
が
、

未
だ
に
続
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
生
き
た
後

醍
醐
天
皇
が
、
未
だ
に
彼
ら
に
と
っ
て
リ

ア
ル
な
存
在
と
し
て
あ
り
、
そ
の
ぐ
ら
い

天
皇
家
と
密
接
に
繫
が
り
続
け
て
き
た
、

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

猪
瀬　

天
皇
制
は
い
ま
、
伝
説
そ
の
も
の

で
す
。
昭
和
天
皇
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き

に
は
、
八
瀬
童
子
を
呼
ん
で
儀
式
を
行
い

ま
し
た
。
次
も
八
瀬
童
子
が
呼
ば
れ
る
で

し
ょ
う
。
そ
う
し
て
伝
統
は
繰
り
返
さ
れ
、

つ
な
が
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

僕
は
当
時
、
京
都
に
八
瀬
と
い
う
村
が

あ
る
ら
し
い
、
と
耳
に
し
て
、
と
り
あ
え

ず
行
っ
て
み
た
の
で
す
が
、
見
渡
し
て
も

ど
こ
に
八
瀬
童
子
が
い
る
の
か
、
分
か
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
で
道
を
歩
い
て
い
た
方

に
、
八
瀬
童
子
は
こ
の
辺
に
い
ま
す
か
、

と
聞
い
た
ら
、「
僕
だ
よ
」
と
。
そ
の
人
の

お
宅
に
お
邪
魔
し
て
、「
八
瀬
村
記
録
」

と
い
う
部
厚
い
手
書
き
の
記
録
も
見
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
記
録
は
明
治
五
年

か
ら
戦
前
ま
で
記
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

そ
の
方
は
師
範
学
校
を
出
て
、
地
元
の
校

長
先
生
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
大
正
天

皇
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
棺
を
担
い
で

お
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
方
の
紹
介

で
訪
ね
た
家
に
、
明
治
天
皇
と
大
正
天
皇

の
棺
を
、
両
方
担
い
だ
と
い
う
人
が
ご
存

命
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
き
ま
し
た

が
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
ほ
う
が
、

八
瀬
童
子
の
役
割
は
大
き
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

森
鷗
外
「
元
号
考
」

佐
々
木　

と
こ
ろ
で
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
は
「
元
号
が
変
わ
る
！
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
な
の
で
す
が
、
元
号
が
も
つ
意
味

や
、
な
ぜ
西
暦
で
は
な
く
元
号
が
大
事
な

の
か
、
と
い
っ
た
基
礎
的
な
と
こ
ろ
も
お

聞
き
し
た
い
の
で
す
が
。

石
戸　

先
ほ
ど
王
政
復
古
の
話
が
出
ま
し

た
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
元
号
と
は
何

か
」
と
い
う
話
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。

明
治
か
ら
の
近
代
天
皇
制
と
は
何
か
と
い

う
話
と
、
明
治
以
降
の
元
号
の
役
割
は
、

分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

猪
瀬　

通
底
す
る
の
は
、
近
代
に
な
っ
て

伝
統
が
復
活
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

元
号
が
一
世
一
元
に
な
っ
た
の
は
、
明
治

か
ら
で
す
。
明
治
天
皇
の
前
の
孝
明
天
皇

は
、
七
回
も
元
号
を
変
え
て
い
ま
す
。
明

治
の
前
は
慶
応
、
そ
の
前
が
元
治
、
文
久

…
…
安
政
。
む
し
ろ
、
近
代
天
皇
制
は
古

代
か
ら
連
綿
と
続
い
て
い
る
伝
統
と
、
イ

コ
ー
ル
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
。　

佐
々
木　

未
来
を
見
る
た
め
に
は
過
去
を

知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
私

は
次
の
時
代
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
う

こ
と
に
、
や
は
り
興
味
が
あ
り
ま
す
。
平

成
の
次
の
時
代
は
、
歴
史
の
中
で
ど
う
位

置
づ
け
ら
れ
る
と
想
像
さ
れ
ま
す
か
。

猪
瀬　

明
治
時
代
が
ど
う
い
う
時
代
だ
っ

た
の
か
、
ま
ず
は
そ
の
こ
と
を
知
る
必
要

が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、

近
代
は
封
建
時
代
で
は
な
い
、
王
政
復
古

な
ん
で
す
。
そ
し
て
明
治
天
皇
か
ら
は
一

世
一
元
に
な
っ
た
。
近
代
国
家
は
建
前
上

絶
対
王
権
で
、
王
権
と
は
時
間
を
支
配
す

る
も
の
な
の
で
す
。
王
が
亡
く
な
っ
た
瞬

間
に
時
間
が
変
わ
る
、
そ
う
い
う
仕
組
み

が
近
代
国
家
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

い
ま
我
々
が
振
り
返
る
と
、
明
治
と
い

う
と
て
も
立
派
な
国
家
が
あ
っ
た
よ
う
に

見
え
る
け
ど
、
実
際
は
慌
て
て
作
っ
た
、

ハ
リ
ボ
テ
の
天
守
閣
だ
っ
た
わ
け
で
す
よ

ね
。
憲
法
だ
っ
て
慌
て
て
明
治
二
十
二
年

に
制
定
さ
れ
た
。
ド
タ
バ
タ
の
中
で
日
清

戦
争
も
日
露
戦
争
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

安
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ

た
。

　

明
治
か
ら
大
正
期
を
生
き
た
森
鷗
外
が
、

亡
く
な
る
前
の
二
、
三
年
は
元
号
の
問
題

に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
次
の

元
号
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ど

う
も
明
治
期
に
は
慌
て
て
作
っ
た
ら
し
い

と
。
鷗
外
は
、「
大
化
」
以
来
の
元
号
を

全
て
調
べ
上
げ
た
の
で
す
。
元
号
を
使
っ

佐々木紀彦氏
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て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
は
な
い
の
で
、

周
辺
の
ア
ジ
ア
諸
国
で
使
わ
れ
た
元
号
ま

で
を
一
覧
表
に
し
て
、
宮
内
省
の
便
箋
で

二
七
〇
頁
に
も
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
実
は
「
大
正
」
と
い
う
元
号
が
、
過
去

に
ベ
ト
ナ
ム
の
ア
ナ
ン
で
使
わ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
、「
明
治
」
と
い
う
元
号
も
、

昔
中
国
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

　

森
鷗
外
は
、
こ
れ
ま
で
ど
う
し
て
こ
ん

な
に
基
本
的
な
こ
と
も
調
べ
て
い
な
か
っ

た
の
か
、
と
憤
慨
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
作

る
元
号
は
、
過
去
に
使
わ
れ
て
い
な
い
も

の
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

元
号
は
、『
四
書
五
経
』
か
ら
二
文
字

を
抜
い
て
作
ら
れ
ま
す
。
形
式
的
だ
か
ら

こ
そ
完
璧
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
鷗

外
は
考
え
ま
す
。

　

鷗
外
の
最
後
の
仕
事
が
、「
元
号
考
」

と
い
う
論
文
で
す
。
鷗
外
は
、
宮
内
省
の

部
下
、
吉
田
増
蔵
に
後
を
頼
み
、
大
正
十

一
年
に
亡
く
な
り
ま
す
。
吉
田
の
家
に
保

管
さ
れ
て
い
た
宮
内
省
の
原
稿
用
紙
に
は
、

元
号
の
最
終
案
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

重
要
な
の
は
、
森
鷗
外
が
「
形
式
は
国

家
の
要
諦
」
だ
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
い

ま
、
元
号
に
つ
い
て
話
題
に
な
る
の
は
、

合
理
主
義
的
な
側
面
か
ら
だ
け
で
す
。

佐
々
木　

西
暦
の
方
が
効
率
的
で
あ
る
か

ら
元
号
は
必
要
な
い
、
と
い
う
話
ば
か
り

で
す
ね
。

猪
瀬　

そ
も
そ
も
自
分
は
合
理
主
義
だ
と

思
っ
て
い
る
人
で
も
、
人
生
の
全
て
が
合

理
的
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
思

う
ん
で
す
よ
。
な
ぜ
結
婚
式
に
神
父
を
呼

ぶ
の
か
。
葬
式
に
僧
侶
を
呼
ん
で
、
何
を

言
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
経
に
、
あ
り

が
た
さ
を
感
じ
る
の
か
。
博
多
の
山
笠
で

も
、
岸
和
田
の
だ
ん
じ
り
で
も
、
何
の
実

入
り
も
な
い
の
に
、
ひ
と
時
の
祭
り
の
た

め
に
一
年
を
働
い
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ

が
、
人
間
に
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
合
理
的

で
は
な
い
も
の
に
、
生
活
の
何
か
を
傾
け

る
と
い
う
こ
と
が
、
人
生
に
は
あ
る
ん
で

す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
国
家
に
も
慶

弔
が
あ
る
。

　

国
家
の
慶
弔
と
は
何
ぞ
や
、
と
鷗
外
は

考
え
た
。「
元
号
考
」
の
根
幹
に
あ
っ
た

の
は
、
神
話
は
歴
史
で
は
な
い
、
と
い
う

事
実
で
す
。
初
代
天
皇
と
い
わ
れ
て
い
る

神
武
天
皇
な
ん
て
存
在
し
な
い
。
数
え
た

ら
百
二
十
七
歳
ま
で
生
き
た
こ
と
に
な
る

ん
で
す
。
神
武
天
皇
か
ら
の
万
世
一
系
な

ど
と
い
う
の
は
嘘
じ
ゃ
な
い
か
、
と
鷗
外

は
思
う
わ
け
で
す
。

　

神
武
天
皇
と
皇
后
の
墓
は
、
奈
良
県
の

橿
原
神
宮
に
あ
り
ま
す
が
、
仁
徳
天
皇
陵

を
模
倣
し
て
、
近
代
国
家
に
な
っ
て
か
ら

作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
三
百
の
国
だ
っ
た

も
の
を
一
つ
の
国
と
し
て
ま
と
め
る
た
め

に
、
国
旗
も
国
歌
も
必
要
だ
っ
た
。
そ
う

い
う
も
の
を
取
り
あ
わ
せ
て
、
ギ
リ
ギ
リ

成
り
立
っ
て
い
る
の
が
国
家
で
、
そ
の
一

角
で
も
失
え
ば
全
て
崩
れ
て
し
ま
う
と
い

う
危
機
感
が
、
森
鷗
外
に
は
あ
り
ま
し
た
。

国
を
造
る
側
に
立
っ
て
、
元
号
と
い
う
も

の
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
の
で
す
。

元
号
と
は
何
か

万
世
一
系
の
歴
史
と

「
か
の
よ
う
に
」

猪
瀬　

神
武
天
皇
の
万
世
一
系
な
ん
て
嘘

だ
と
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
万
世

一
系
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
。
天
智
天
皇
や
、『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
は
、
六
〇
〇
～
七
〇
〇
年

頃
で
す
よ
ね
。
そ
の
あ
た
り
か
ら
は
史
実

で
、
現
在
ま
で
一
三
〇
〇
年
の
歴
史
が
あ

り
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
直
前
、
昭

和
十
五
年
は
皇
紀
二
六
〇
〇
年
と
い
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
二
六
〇
〇
年
で
は
史
実
の

倍
で
す
。
西
暦
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が

生
ま
れ
た
翌
年
か
ら
数
え
て
一
九
四
〇
年

な
の
に
、
二
六
〇
〇
年
っ
て
、
そ
ん
な
わ

け
が
な
い
。
偽
り
の
歴
史
の
上
に
、
い
か

に
し
て
国
家
を
位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い

う
問
題
で
す
。

　

鷗
外
は
「
か
の
よ
う
に
」
と
い
う
小
説

を
書
き
ま
す
。

石
戸　
「
あ
る
か
の
よ
う
に
」
振
る
舞
う

と
い
う
内
容
で
す
よ
ね
。

猪
瀬　

ド
イ
ツ
で
歴
史
学
を
学
ん
だ
息
子

が
、
父
親
に
日
本
の
歴
史
は
本
当
で
は
な

い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
父
親
は
息
子
と

深
い
話
を
避
け
る
よ
う
に
な
る
。
息
子
は

悩
み
続
け
る
わ
け
で
す
が
、
友
人
と
の
間

で
、「
ア
ル
ス
・
オ
ッ
プ
」「
コ
ム
・
シ
ィ
」

と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
。
こ
れ
が
「
あ

た
か
も
～
か
の
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
な

ん
で
す
。
つ
ま
り
嘘
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と

も
必
要
だ
、
と
。

石
戸　

鷗
外
自
身
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て

石戸諭氏
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選
ぶ
と
い
う
、
王
位
継
承
戦
争
で
す
。

　

日
本
は
、
選
挙
に
勝
っ
た
政
党
の
中
か

ら
、
総
理
大
臣
が
出
て
く
る
わ
け
だ
け
ど
、

建
前
上
は
天
皇
と
い
う
権
威
が
そ
れ
が
認

め
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
権
力
に
正
統
性

が
与
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
の
場
合
は
、
権

威
と
権
力
が
分
け
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。

元
号
は
、
日
本
の
権
威
を
象
徴
す
る
も
の

で
あ
る
わ
け
で
す
。
天
皇
と
と
も
に
元
号

が
あ
り
、
元
号
に
よ
っ
て
、
権
威
に
正
当

性
が
生
ま
れ
て
い
る
。

石
戸　

西
暦
と
は
違
う
時
間
軸
で
、
空
間

と
時
間
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
、
と
い
う

意
味
合
い
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
僕
た

ち
も
普
段
は
元
号
な
ど
全
く
意
識
し
て
い

な
い
け
れ
ど
、「
平
成
が
終
わ
る
」
と
か
、

「
平
成
最
後
の
」
と
か
言
わ
れ
る
と
、
急

に
何
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
気

持
ち
に
な
る
ぐ
ら
い
、
元
号
は
生
活
の
中

に
根
ざ
し
て
い
る
。
考
え
て
み
れ
ば
不
思

議
な
こ
と
で
す
。

猪
瀬　

天
皇
の
肉
体
と
時
間
が
一
緒
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
今

回
は
、
生
前
退
位
な
の
で
、
例
外
で
す
が
。

　

本
来
は
、
天
皇
の
肉
体
の
消
滅
が
、
日

本
国
の
時
間
の
消
滅
に
な
っ
て
、
元
号
が

変
わ
る
と
い
う
の
が
、
権
威
の
象
徴
で
あ

り
、
今
ま
で
の
一
世
一
元
だ
っ
た
。
昭
和

天
皇
の
と
き
も
、
今
日
は
容
体
が
ど
う
で
、

西
洋
的
な
史
学
を
学
ん
で
い
ま
す
し
、
医

者
で
す
か
ら
、
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ッ
ク

で
理
論
的
な
事
実
認
識
を
も
っ
て
い
る
。

で
も
真
実
で
は
な
く
と
も
、
近
代
国
家
を

作
る
た
め
に
伝
統
を
呼
び
戻
さ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
捏
造

の
伝
統
で
あ
っ
て
も
、
明
治
天
皇
こ
そ
が
、

日
本
の
統
治
機
構
の
ト
ッ
プ
に
い
る
と
い

う
意
味
づ
け
と
、
そ
れ
に
繫
が
る
歴
史
を

再
構
築
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
し

な
け
れ
ば
、
近
代
化
が
進
ま
な
い
こ
と
を

承
知
の
上
で
、「
そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う

に
」
振
る
舞
う
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
だ

と
鷗
外
は
考
え
た
と
。

猪
瀬　

鷗
外
に
代
表
さ
れ
る
明
治
時
代
の

イ
ン
テ
リ
が
、
苦
悩
の
中
で
結
論
を
見
出

し
て
い
る
の
に
、
現
代
の
、
元
号
が
当
た

り
前
に
あ
る
時
代
の
人
が
、
そ
ん
な
も
の

は
合
理
的
じ
ゃ
な
い
か
ら
い
ら
な
い
、
な

ど
と
い
う
の
は
、
考
え
が
浅
い
と
思
い
ま

せ
ん
か
。

　

少
し
話
が
そ
れ
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の

大
統
領
選
挙
は
、
一
年
か
け
て
す
る
内
乱

で
す
。
か
つ
て
南
北
戦
争
が
四
年
も
続
き
、

成
人
男
子
の
四
人
に
一
人
が
死
に
ま
し
た
。

そ
う
し
た
大
き
な
内
乱
を
越
え
て
、
権
力

の
正
統
性
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
大

統
領
選
挙
は
、
四
年
に
一
度
の
内
戦
を
擬

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
王
を
四
年
ご
と
に

血
圧
は
い
く
つ
、
下
血
が
ど
う
だ
と
か
、

毎
日
報
道
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う

プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
個
人
の
肉
体
の
消
滅

が
、
日
本
国
の
時
間
の
変
更
に
な
る
と
。

天
皇
と
時
代
、

王
権
と
道
化

佐
々
木　

今
回
の
改
元
は
、
ど
ん
な
リ
セ

ッ
ト
効
果
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
や
は

り
平
成
の
次
の
時
代
が
ど
う
な
る
の
か
気

に
な
り
ま
す
。

猪
瀬　

作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
の

で
す
が
、
天
皇
の
印
象
と
時
代
の
印
象
は

重
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
明
治
天
皇
は
、

大
帝
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
日
清
戦
争
、
日

露
戦
争
に
勝
っ
た
か
ら
で
す
。
本
当
は
、

明
治
天
皇
は
日
露
戦
争
に
参
戦
す
る
こ
と

を
恐
れ
て
、
反
対
し
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ

が
運
良
く
勝
っ
た
。

　

大
正
天
皇
は
、
病
弱
で
頭
が
弱
か
っ
た

と
い
わ
れ
ま
す
。
議
会
で
封
書
を
丸
め
て

望
遠
鏡
に
し
て
覗
い
た
、
と
い
う
伝
説
が

あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
作
ら
れ
た
も
の

で
す
。
王
は
道
化
と
紙
一
重
で
あ
り
、
あ

る
種
、
生
贄
で
も
あ
る
。
そ
の
生
贄
の
役

割
を
、
例
え
ば
プ
リ
ン
ス
に
負
わ
せ
る
こ

と
で
、
王
権
を
全
う
す
る
と
い
う
倣
い
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
大
正
天

皇
は
、
明
治
天
皇
の
道
化
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
。
大
正
天
皇
が
道
化
と
な
る
こ

と
で
、
明
治
天
皇
の
偉
大
さ
が
増
す
。
こ

う
し
た
光
と
影
は
、
王
権
に
つ
き
も
の
な

ん
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
美
智
子
皇
后
も
、
皇

室
に
入
っ
て
か
ら
随
分
苛
め
ら
れ
て
い
た

で
し
ょ
う
。
そ
れ
も
昭
和
天
皇
に
対
す
る
、

生
贄
の
役
割
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
ダ
イ
ア
ナ
妃
が
犠
牲
に
な

っ
て
、
王
権
が
維
持
さ
れ
た
。
古
い
話
で

い
う
な
ら
ば
、
素ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト

戔
嗚
尊
や
日
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト

本
武
尊
は
、

荒
ぶ
る
プ
リ
ン
ス
、
放
浪
の
プ
リ
ン
ス
と

し
て
、
日
常
に
顕
現
す
る
近
親
相
姦
や
あ

ら
ゆ
る
暴
力
を
、
放
逐
す
る
役
割
を
追
っ

て
い
た
。
放
浪
の
プ
リ
ン
ス
は
、
腐
っ
た

時
間
を
全
て
背
負
っ
て
去
っ
て
い
く
。
非

日
常
を
背
負
わ
さ
れ
る
立
場
の
人
間
が
い

る
こ
と
で
、
王
権
の
正
統
性
が
守
ら
れ
て

き
た
の
で
す
。
近
代
国
家
に
お
け
る
王
権

も
、
常
に
生
贄
の
神
話
を
伴
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

余
計
な
話
で
す
が
、
い
ま
は
小
室
圭
さ

ん
が
、
あ
る
種
生
贄
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
な
。

石
戸　

雅
子
妃
に
対
す
る
報
道
も
、
そ
れ

に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
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猪
瀬　

今
上
天
皇
と
美
智
子
妃
は
立
派
で

す
か
ら
ね
。

　

今
上
天
皇
は
重
い
歴
史
を
背
負
っ
て
い

ま
す
。
昭
和
二
十
三
年
の
十
二
月
二
十
三

日
に
、
東
条
英
機
を
含
む
七
人
の
戦
犯
が

処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
皇
太
子

殿
下
の
十
五
歳
の
誕
生
日
に
処
刑
を
当
て

た
ん
で
す
。
今
上
天
皇
は
太
平
洋
戦
争
で
、

三
百
万
人
の
自
国
民
を
死
な
せ
て
し
ま
っ

た
、
と
い
う
贖
罪
を
抱
え
て
生
き
て
き
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
な
ど
各
地

で
、
慰
霊
の
祈
り
を
さ
さ
げ
続
け
て
い
ま

す
。
そ
し
て
美
智
子
妃
も
歩
み
を
同
じ
く

し
て
き
た
。
非
の
打
ち
所
が
な
い
、
だ
か

ら
こ
そ
海
の
王
子
が
、
必
要
以
上
に
叩
か

れ
て
る
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

石
戸　

い
ま
の
皇
太
子
殿
下
も
即
位
し
た

ら
、
平
成
天
皇
と
対
比
さ
れ
る
の
で
は
な

い
で
す
か
。
次
の
時
代
も
平
成
天
皇
の
役

割
、
つ
ま
り
贖
罪
の
歴
史
を
背
負
っ
て
、

慰
霊
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の
か
。

猪
瀬　

そ
う
し
た
役
割
を
、
ど
う
担
っ
て

い
く
か
で
す
よ
ね
。　

佐
々
木　

今
後
も
日
本
で
は
、
天
皇
は
象

徴
で
あ
っ
て
も
、
国
柄
や
流
れ
を
作
っ
て

い
く
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

猪
瀬　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
の
と
き
、
日

本
と
い
う
国
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
に
、
ど

う
し
て
も
天
皇
と
い
う
存
在
が
必
要
だ
と

思
い
ま
し
た
。
他
の
国
と
闘
っ
て
、
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
を
勝
ち
取
る
た
め
に
、
こ
の
国

に
何
が
財
産
と
し
て
あ
る
の
か
を
考
え
た

と
き
に
、
近
代
の
成
熟
国
家
で
あ
る
こ
と

に
加
え
て
、
伝
統
的
な
皇
室
と
い
う
存
在

し
か
な
い
と
。
そ
れ
で
宮
内
庁
に
い
っ
て

交
渉
し
ま
し
た
。
天
皇
あ
る
い
は
皇
室
と

い
う
も
の
は
、
曰
く
言
い
難
い
、
一
つ
の

日
本
の
あ
り
よ
う
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

四
月
一
日
に
新
元
号
が
発
表
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
と
き
我
々
は
、
ど
う
い
う
実
感
を
得

る
で
し
ょ
う
ね
。

　

先
ほ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
に
そ
れ
ぞ

れ
の
印
象
、
役
割
が
あ
る
と
話
し
ま
し
た

が
、
次
の
天
皇
は
、
雅
子
妃
が
病
気
に
な

っ
た
と
き
に
一
人
で
山
に
登
っ
た
り
し
て
、

そ
の
印
象
は
「
耐
え
る
人
」
だ
と
思
う
。

石
戸　

そ
の
誠
実
さ
は
、
先
代
の
立
派
さ

か
ら
、
ま
た
別
の
方
向
に
築
い
て
い
く
も

の
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

猪
瀬　

平
成
の
天
皇
陛
下
は
、
自
分
は
火

葬
で
い
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ

と
は
、
朱
漬
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
陵
墓
も
い
ら
な
く
な
り
ま
す
し
、
皇

后
と
同
じ
墓
に
入
る
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。
天
皇
家
と
い
う
の
は
あ
る

種
、
祖
先
崇
拝
の
元
祖
み
た
い
な
も
の
で

す
が
、
世
の
中
に
樹
木
葬
と
か
散
骨
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
葬
送
の
か
た
ち
が
出
て
き
て
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が
（
笑
）、
元
号
は
半
分
ネ
タ
に
す
る
ぐ

ら
い
日
常
に
入
り
込
ん
で
浸
透
し
て
い
る
。

天
皇
に
つ
い
て
何
か
を
い
う
に
し
て
も
、

こ
の
ぐ
ら
い
な
ら
ば
不
謹
慎
で
は
な
い
よ

ね
、
と
い
っ
た
合
意
が
国
民
の
多
く
の
中

で
取
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ば
か
に
で
き
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

佐
々
木
さ
ん
が
、
次
の
時
代
が
ど
う
な

る
か
を
、
先
ほ
ど
か
ら
気
に
か
け
て
い
る

の
も
、
合
理
的
に
考
え
れ
ば
、
平
成
が
終

わ
ろ
う
が
、
世
界
史
的
に
は
あ
ま
り
関
係

な
い
。
で
も
こ
の
国
に
お
い
て
は
、
平
成

と
い
う
元
号
で
、
時
代
を
考
え
た
り
、
そ

の
次
の
時
代
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
と

い
う
の
が
、
多
数
派
だ
か
ら
な
ん
で
す
よ

ね
。
改
元
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
気
分
が

変
わ
る
人
が
多
く
い
る
。
そ
の
変
化
の
中

で
、
慰
霊
や
鎮
魂
と
い
う
戦
後
的
な
も
の
、

先
の
大
戦
を
ど
う
考
え
て
い
く
の
か
、
他

の
価
値
観
が
出
て
来
る
の
か
。
そ
の
あ
た

り
は
注
目
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
も
含

め
て
、
一
時
の
高
揚
感
の
よ
う
な
祝
祭
空

間
は
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

改
元
か
ら
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
。
た
だ
本

当
は
、
祭
り
の
後
こ
そ
大
事
だ
と
思
う
の

で
す
が
。

猪
瀬　

改
元
と
東
京
二
〇
二
〇
は
、
セ
ッ

ト
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
災
害
や
不
況
や
、

い
る
。
葬
送
や
先
祖
供
養
に
対
す
る
国
民

の
意
識
の
変
化
と
影
響
し
合
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ま
す
ね
。
日
本
の
古
い
価
値
観

を
守
っ
て
い
く
の
が
、
天
皇
家
の
役
割
だ

と
は
思
い
ま
す
が
、
時
代
の
流
れ
で
抗
え

な
い
変
化
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

石
戸　

八
瀬
童
子
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

も
、
近
代
日
本
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
を

考
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
な
ん
で
す
よ
ね
。

伝
統
を
再
発
見
し
、
あ
る
種
作
り
変
え
て

い
き
な
が
ら
、
こ
の
国
は
成
り
立
っ
て
き

て
、
森
鷗
外
の
よ
う
な
イ
ン
テ
リ
が
真
剣

に
悩
む
わ
け
で
す
。
こ
の
国
の
伝
統
が
フ

ェ
イ
ク
だ
と
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
あ
え

て
引
き
受
け
る
こ
と
を
選
ぶ
。
あ
る
い
は

夏
目
漱
石
で
あ
れ
ば
、
あ
る
種
の
個
人
主

義
に
死
ん
で
い
く
。
明
治
期
の
イ
ン
テ
リ

は
、
考
え
に
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
よ
ね
。

　

猪
瀬
さ
ん
が
い
っ
た
よ
う
に
、
現
在
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
は
い
ら
な
い
と

い
う
、
あ
る
意
味
合
理
的
で
刹
那
的
な
考

え
方
が
強
い
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

で
も
そ
れ
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の

を
、
合
理
主
義
者
を
標
榜
す
る
人
た
ち
も

感
じ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

「
平
成
最
後
の
」
と
い
っ
た
ワ
ー
ド
が
流

行
っ
て
い
る
。
つ
い
に
、「
平
成
最
後
の

ク
リ
ス
マ
ス
」
と
か
い
わ
れ
て
い
ま
し
た

様
々
な
も
の
を
洗
い
流
す
と
き
に
も
な
る

で
し
ょ
う
し
、
国
家
と
は
何
か
を
改
め
て

考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い
と
思
い

ま
す
。

（『
週
間
読
書
人
』
二
〇
一
九
年
四
月
五
日
発
行
第

八
二
八
四
号
な
ら
び
に
Ｗ
Ｅ
Ｂ
読
書
人
よ
り
転
載
）
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