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は
じ
め
に

　
『
舞
姫
』
は
高
校
現
代
文
の
授
業
に
お
け
る
定
番
教
材
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
が
、
慣
れ
な
い
文
語
文
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
、
高
校
生
か
ら

は
苦
戦
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
で
『
舞
姫
』
の
先
行
研

究
は
多
数
存
在
す
る
も
の
の
、
こ
の
高
校
生
を
苦
し
ま
せ
る
一
因
と
考
え

ら
れ
る
文
語
文
法
の
用
例
に
注
目
し
て
論
じ
た
研
究
は
あ
ま
り
多
く
な
い

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、『
舞
姫
』
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
避
け
ら
れ

な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
ま
ず
は
『
舞
姫（

（
（

』
に
お
け
る
過
去
の
助
動

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

森
鷗
外
『
舞
姫
』
考

─
語
り
の
視
点
と
過
去
の
助
動
詞
と
を
中
心
に
─

小
川
貴
也

詞
「
き
」「
け
り
」
を
数
え
て
み
た
と
こ
ろ
、「
き
」
の
二
一
五
例
に
対
し

て
「
け
り
」
は
十
一
例
と
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
。『
舞
姫
』
作
中
の
「
け

り
」
に
関
し
て
は
石
川
氏
が
注
目
し
、「
書
き
な
が
ら
読
み
つ
つ
あ
る
語

り
手
の
認
識
の
生
成
（
す
な
わ
ち
、
現
在
の
書
き
手
自
身
の
発
生
で
も
あ

る
）
は
、『
恨
』
の
兆
し
が
発
生
す
る
そ
の
た
び
ご
と
に
、
た
と
え
ば
『
嗚

呼
』
と
嘆
き
の
声
を
漏
ら
し
つ
つ
、『
～
つ
』、『
～
ぬ
』、『
～
き
』、
と
い

う
文
末
と
は
区
別
し
て
、『
中
等
室
』
で
初
め
て
気
づ
い
た
と
い
う
発
見

的
な
認
識
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
『
～
け
り
』
と
し
て
記
し
て
い
る（
２
（」

と
指
摘

し
て
い
る
。

　

こ
の
考
察
に
疑
念
を
持
つ
余
地
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
氏
の
論
考
の
中
で
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は
一
読
し
て
「
発
見
的
な
認
識
」
と
了
解
し
得
る
用
例
以
外
の
「
け
り
」

に
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
鷗
外
の
文
語
に
つ
い
て
も
「『
中
古
語
法
に

き
ち
ん
と
則
っ
て
い
る
』
と
中
古
語
法
の
研
究
者
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も

あ
る
」
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、「
け
り
」
の
特
質
・
定
義
も
ど
こ

に
求
め
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
所
謂
「
気
づ
き
の
け
り（
３
（」

に
依
拠
し
て
い
る
と
愚
推
す
る
が
、
地
の
文
中
に
お
け
る
「
け
り
」
の
用

法
に
つ
い
て
は
国
語
学
に
お
い
て
も
議
論
の
続
く
問
題
で
あ
り
、
氏
の
論

考
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
も
こ
れ
ら
の
点
を
再
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
ま
ず
鷗
外
の
文
語
文
法
に
関
す
る
検
討
を
行
い
、『
舞
姫
』
作

中
に
お
け
る
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
に
つ
い
て
近
年
の
国
語
学
に
お
け

る
研
究
成
果
も
用
い
つ
つ
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　
『
舞
姫
』
の
文
語
文
に
対
す
る
評
価
に
関
す
る
検
討

　

鷗
外
の
文
語
文
法
は
中
古
語
法
に
則
っ
て
い
る
と
い
う
評
価
が
あ
る
一

方
で
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。

　

石
尾
眞
理
子
氏
の
研
究（
４
（に
よ
れ
ば
、「
舞
姫
」で
は
、助
動
詞
の「
け

り
」
を
使
う
べ
き
と
こ
ろ
で
「
き
」
が
使
わ
れ
て
い
た
り
、「
つ
」

を
使
う
べ
き
と
こ
ろ
で
「
ぬ
」
が
使
わ
れ
て
い
た
り
し
て
、
伝
統
的

な
文
語
文
法
か
ら
は
外
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
典
文
法
の

授
業
で
、「
人
あ
り
き
」
は
自
分
で
直
接
経
験
し
た
過
去
、「
人
あ
り

け
り
」
は
伝
え
聞
い
た
過
去
を
表
す
と
習
い
ま
す
が
、
せ
っ
か
く
覚

え
た
知
識
も「
舞
姫
」を
読
む
と
き
に
は
役
に
立
た
な
い
わ
け
で
す
。

 

（
飯
間
浩
明
『
遊
ぶ
日
本
語　

不
思
議
な
日
本
語（
５
（』
一
六
九
頁
）

　
「
き
」「
け
り
」
の
定
義
に
つ
い
て
細
江
説（

６
（に

従
い
鷗
外
を
糾
弾
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
こ
の
説
は
広
く
流
布
し
て
い
る
も
の
の
以
前
か
ら
問
題
点

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
近
年
の
国
語
学
の
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
の
再
考

が
必
要
で
あ
る
。

　

飯
間
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
は
鷗
外
や
『
舞
姫
』
の
諸
本
研
究
の
観
点
か

ら
も
反
論
可
能
で
あ
る
。
島
内
氏
は
鷗
外
が
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い

な
か
っ
た
ら
し
い
と
い
う
俗
説
に
対
し
、
鷗
外
作
品
に
お
け
る
語
彙
の
検

討
な
ど
か
ら
「
鷗
外
は
、
明
治
時
代
の
活
字
本
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の

『
湖
月
抄
』
の
版
本
で
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
た
に
相
違
な
い（
７
（」

と

述
べ
て
お
り（
８
（、
鷗
外
の
文
語
が
い
い
加
減
な
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
檀

原
氏
は
「『
舞
姫
』
諸
本
考
再
論（
９
（」

で
『
美
奈
和
集
』
所
収
『
舞
姫
』
の

本
文
改
訂
に
つ
い
て
「
文
末
に
お
い
て
は
過
去
・
完
了
の
助
動
詞
（
き
・

け
り
・
つ
・
ぬ
・
た
り
・
り
）
間
で
の
変
更
が
多
」
く
、「
鷗
外
が
こ
れ
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ら
の
助
動
詞
を
使
用
す
る
の
に
い
か
に
苦
心
し
て
居
た
か
は
」「
幾
度
も

の
推
敲
に
よ
っ
て
窺
う
こ
と
が
出
来
る
」と
述
べ
、「
我
が
職
を
解
い
た
り
」

に
つ
い
て
、『
舞
姫
』
草
稿
の
案
文
で
「
解
い
て
け
り
」
で
あ
っ
た
も
の

が
「
解
き
に
き
→
〔
草
・
国
友
〕
→
解
き
ぬ
〔
国
小
〕
→
解
い
た
り
〔
美
・

改
水
・
塵
・
縮
水
〕」と
本
文
改
訂
が
な
さ
れ
た
と
い
う
報
告（

（1
（

を
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「『
美
奈
和
集
』
で
は
文
末
に
お
け
る
完
了
助
動
詞
（
ぬ
→
つ
）

の
変
更
が
一
三
例
あ
り
最
も
頻
度
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
鷗

外
の
書
簡
を
根
拠
に
「
当
時
発
行
さ
れ
て
間
も
な
い
『
言
海
』（
大
槻
文

彦
著　

明
治
24
年
）
な
ど
を
参
照
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
推
測

し
て
い
る
。
た
だ
し
『
言
海（

（（
（

』
を
見
る
限
り
で
は
「
き
」
の
項
に
は
「
前

條
ノ
け
り
ト
、
語
意
同
ジ
ク
シ
テ
、
第
二
過
去
ヲ
イ
フ
語
ナ
リ
」
と
あ
り
、

「
第
二
過
去
」
の
項
も
「
動
作
ノ
過
ギ
テ
程
歴
シ
ヲ
イ
フ
モ
ノ
ニ
テ
、
助

動
詞
ノ
け
り
、
き
、
ヲ
用
ヰ
ル
。（
中
略
）
此
二
語
ノ
意
モ
、
相
同
ジ
」

と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
鷗
外
の
「
け
り
」
の
意
識
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
鷗
外
が
推
敲
を
重
ね
、
特
に
「
文
末
に
お

い
て
は
過
去
・
完
了
の
助
動
詞
（
き
・
け
り
・
つ
・
ぬ
・
た
り
・
り
）
間

で
の
変
更
が
多
」
い
こ
と
か
ら
も
、
何
ら
か
の
基
準
に
よ
っ
て
「
け
り
」

を
用
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。

二　
「
け
り
」
に
注
目
し
た
『
舞
姫
』
の
検
討

　
「
き
」「
け
り
」に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
説
は
、「
き
」

は「
目
睹
回
想
」で
自
分
が
親
し
く
経
験
し
た
事
柄
を
語
る
も
の
、「
け
り
」

は
「
伝
承
回
想
」
で
他
か
ら
の
伝
聞
を
告
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
る
と
し
た

細
江
説
で
あ
る
。
そ
の
後
、
吉
岡
氏
に
よ
っ
て
話
文
・
心
内
文
中
の
「
け

り
」
は
気
づ
き
の
過
去
、
非
体
験
の
過
去
に
分
類
が
さ
れ
た
が
こ
の
説
も

問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
小
田
氏
は
「
物
語
の
地
の
文
の
『
け
り
』

に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
、
テ
ク
ス
ト
機
能
的
な
観
点
を
導
入
す
る
必
要

が
あ
り
そ
う
で
あ
る（

（1
（

」
と
ま
と
め
て
い
る
。「
テ
ク
ス
ト
機
能
的
な
観
点
」

に
つ
い
て
は
竹
岡
氏
や
片
桐
氏
の
研
究（

（1
（

が
あ
り
、
近
年
で
は
井
島
氏
に

よ
っ
て
物
語
中
の
「
今
」
は
、
語
っ
て
い
る
表
現
時
か
ら
は
過
去
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
表
現
時
か
ら
見
た
物
語
中
の

「
今
」（
相
対
的
過
去
）
に
「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
、
物
語
内
の
過
去
（
話

題
時
過
去
）
に
お
い
て
は
「
き
」
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
指
摘（

（1
（

が
な
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
国
語
学
の
知
見
も
踏
ま
え
る
と
石
川
氏
の
述
べ
る
よ
う
に

「『
…
…
た
。
…
…
し
た
。』
と
い
っ
た
文
末
表
現
の
統
一
を
以
て
」、「
時

間
の
ざ
わ
め
き

0

0

0

0

を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
語
り
の
問
題
に
行
き
着
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く
。『
舞
姫
』
の
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
安
藤
氏
は
「
語
り
手
と
し
て
の

豊
太
郎
」
と
「
語
ら
れ
る
対
象
と
し
て
の
豊
太
郎
」
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視

点
や
時
間
が
存
在
し
て
お
り
、「
豊
太
郎
自
身
、
そ
の
『
恨
』
の
内
容
を

う
ま
く
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、そ
れ
を
言
葉
に
し
て
納
得
す
る
た
め
に『
概

略
を
文
に
綴
』
る
こ
と
、
つ
ま
り
手
記
を
書
く
こ
と
を
思
い
立
っ
た（

（1
（

」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、『
舞
姫
』
に
は
「
第
三
の
時
間（

（1
（

」
と
い
う
概

念
が
表
出
し
、そ
の
構
造
は
石
川
氏
が
論
考
の
中
で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

　

以
上
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
石
川
氏
が
言
及（

（1
（

し
て
お
ら
ず
、「
発
見
的

な
認
識
」
で
は
説
明
で
き
な
い
次
の
三
例
の
「
け
り
」
に
つ
い
て
確
認
を

す
る
。

①　

ま
だ
維
廉
一
世
の
街
に
臨
め
る
窻
に
倚
り
玉
ふ
頃
な
り
け
れ
ば
、

 

（『
鷗
外
全
集　

第
一
巻
』
四
二
七
頁
）

② 　

さ
て
官
事
の
暇
あ
る
ご
と
に
、
か
ね
て
お
ほ
や
け
の
許
を
ば
得
た
り

け
れ
ば
、
と
こ
ろ
の
大
學
に
入
り
て
政
治
學
を
修
め
む
と
、
名
を
簿
册

に
記
さ
せ
つ
。 

（『
鷗
外
全
集　

第
一
巻
』
四
二
七
頁
）

③　

明
治
廿
一
年
の
冬
は
來
に
け
り
。

 

（『
鷗
外
全
集　

第
一
巻
』
四
三
六
頁
）

　

ま
ず
①
の
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
て
景
観
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
場
面
の

「
け
り
」
に
つ
い
て
「
ま
だ
維
廉
一
世
の
街
に
臨
め
る
窻
に
倚
り
玉
ふ
頃
」

と
あ
る
よ
う
に
「
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
」
が
中
等
室
で
文
を
綴
っ
て

い
る
時
点
で
は
「
維
廉
一
世
」
は
す
で
に
「
街
に
臨
め
る
窻
に
倚
り
玉
」
っ

て
は
い
な
い
と
読
む
こ
と
が
自
然
で
あ
る
。「
維
廉
一
世
」
の
死
が
作
中

で
語
ら
れ
る
の
は
、
免
官
後
の
豊
太
郎
が
新
聞
に
「
引
續
き
て
維
廉
一
世

と
佛
得
力
三
世
と
の
崩
殂
あ
り
て
、
新
帝
の
卽
位
、
ビ
ス
マ
ル
ク
侯
の
進

退
如
何
な
ど
の
事
に
就
て
」
報
告
し
た
と
す
る
箇
所
で
あ
る
。
当
然
ベ
ル

リ
ン
到
着
時
点
の
「
語
ら
れ
る
対
象
と
し
て
の
豊
太
郎
」
の
視
点
か
ら
は

本
用
例
の
よ
う
な
記
述
は
で
き
ず
、
中
等
室
で
執
筆
し
て
い
る
「
語
り
手

と
し
て
の
豊
太
郎
」
の
視
点
に
よ
る
記
述
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

②
は
豊
太
郎
が
ド
イ
ツ
到
着
後
に
大
学
に
籍
を
置
い
た
こ
と
を
語
る
場

面
で
あ
る
。「
け
り
」
の
含
ま
れ
る
「
か
ね
て
お
ほ
や
け
の
許
を
ば
得
た

り
け
れ
ば
」
は
、「
さ
て
官
事
の
暇
あ
る
ご
と
に
」
と
「
と
こ
ろ
の
大
學

に
入
り
て
政
治
學
を
修
め
む
と
、
名
を
簿
册
に
記
さ
せ
つ
」
と
の
間
に
挿

入
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
お
り
、
同
時
に
接
続
助
詞
「
ば
」
か
ら
「
と
こ
ろ

の
大
學
に
入
り
て
政
治
學
を
修
め
む
と
、
名
を
簿
册
に
記
さ
せ
つ
」
と
の

因
果
関
係
構
造
が
読
み
取
れ
る
。
本
用
例
も
伝
承
過
去
や
気
づ
き
と
考
え

る
と
説
明
が
つ
か
ず
、
中
等
室
で
の
執
筆
時
の
視
点
を
表
す
と
考
え
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
際
、「
語
り
手
と
し
て
の
豊
太
郎
」
の
視
点
か
ら
挿
入

さ
れ
た
理
由
の
解
釈
が
必
要
と
な
る
が
、
本
用
例
の
直
後
に
「
大
學
の
か
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た
に
て
は
、
穉
き
心
に
思
ひ
計
り
し
が
如
く
、
政
治
家
に
な
る
べ
き
特
科

も
あ
ら
ず
」
と
あ
り
、「
講
筵
」
を
選
択
す
る
ま
で
「
政
治
家
に
な
る
べ

き
特
科
」
が
あ
る
と
考
え
、
そ
う
考
え
て
い
た
自
身
を
「
穉
き
心
に
思
ひ

計
り
し
」
と
卑
下
し
て
い
る
と
読
め
る
。
す
る
と
本
用
例
は
「
さ
て
官
事

の
暇
あ
る
ご
と
に
」、「
と
こ
ろ
の
大
學
に
入
り
て
政
治
學
を
修
め
む
と
、

名
を
簿
册
に
記
さ
せ
つ
」
と
い
う
当
時
の
行
動
を
恥
じ
、
中
等
室
の
視
点

か
ら
そ
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
説
明
と
し
て
「
か
ね
て
お
ほ
や
け
の
許

を
ば
得
た
り
け
れ
ば
」
を
挿
入
し
た
と
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

③
の
用
例
は
他
の
「
け
り
」
と
趣
き
を
異
に
し
て
お
り
、「
明
治
廿
一

年
の
冬
」
の
訪
れ
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
豊
太
郎
は

相
澤
か
ら
の
書
状
に
接
し
、運
命
が
大
き
く
転
換
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
後
の
ロ
シ
ア
滞
在
中
に
エ
リ
ス
か
ら
の
手
紙
に
触
れ
、「
嗚
呼
、

余
は
此
書
を
見
て
始
め
て
我
地
位
を
明
視
し
得
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、

相
澤
と
の
面
会
が
今
後
の
運
命
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
は
「
語
ら
れ
る
対
象

と
し
て
の
豊
太
郎
」
の
「
今
」
の
時
点
で
は
予
想
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
セ
イ
ゴ
ン
に
お
い
て
「
文
を
綴
」
り
、
自
己
認
識
を
形
成
し
て
き
た

こ
と
で
、
中
等
室
で
執
筆
中
の
彼
は
「
明
治
廿
一
年
の
冬
」
と
い
う
時
期

の
意
味
に
辿
り
着
き
、
そ
の
思
い
が
「
け
り
」
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
『
舞
姫
』
に
お
け
る
「
け
り
」
は
豊
太
郎
が
自
身
を
ソ
ト

か
ら
の
視
点
に
よ
っ
て
捉
え
、「
語
ら
れ
る
対
象
」
と
分
化
し
た
「
語
り

手
と
し
て
の
豊
太
郎
」
と
い
う
ソ
ト
の
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
表
し
て

い
る
。
自
己
の
客
観
視
と
い
う
近
代
的
態
度
の
表
出
は
、「
け
り
」
の
存

在
す
る
文
語
文
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
り
得
た
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
生

ん
だ
と
も
言
え
る
。

三　
「
け
り
」
の
異
同
に
関
す
る
検
討

　

こ
こ
ま
で
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
発
行
の
『
塵
泥
』
を
底
本
と
し
た

本
文
を
用
い
て
「
け
り
」
を
確
認
し
た
が
、『
舞
姫
』
に
は
数
度
の
改
訂

が
見
ら
れ
、「
國
民
之
友
」掲
載
の
初
出（

（1
（

を
見
る
と『
塵
泥
』と
の
間
に「
け

り
」
の
使
用
に
お
い
て
四
箇
所
の
異
同
が
確
認
で
き
る
。

　

ま
ず
「
國
民
之
友
」
で
は
「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
ず
、『
塵
泥
』
に
お

い
て
「
け
り
」
に
改
め
ら
れ
た
も
の
が
次
の
二
例
で
あ
る
。

① 　

胸
張
り
肩
聳
え
た
る
士
官
の

─
ま
だ
維
廉
一
世
の
街
に
臨
め
る
窓

に
倚
る
頃
な
れ
ば

─
様
々
の
色
に
て
飾
り
た
る
禮
裝
を
着
け
た
る
妍

よ
き
女
の
巴
里
ま
ね
び
の
粧
し
た
る
彼
も
此
も
目
を
驚
さ
ぬ
は
な
き
に

 

（『
鷗
外
全
集　

第
三
十
八
巻
』
四
六
八
頁
）
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② 　

さ
て
故
郷
を
出
で
し
と
き
公
け
の
許
し
を
ば
兼
ね
て
得
た
れ
ば
公
事

の
暇
あ
る
ご
と
に
と
こ
ろ
の
大
學
に
入
り
て
政
治
學
を
修
め
ん
と
名
を

簿
册
に
記
さ
せ
た
り 

（『
鷗
外
全
集　

第
三
十
八
巻
』
四
六
八
頁
）

　

①
で
は
「
け
り
」
で
は
な
く
助
動
詞
「
な
り
」
が
用
い
ら
れ
る
と
と
も

に
、
挿
入
表
記
を
用
い
た
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
中
等
室
か
ら
の
視
点
に

よ
る
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
箇
所
が
挿
入
表
記
を
用
い
ず
に
「
倚
る

頃
な
れ
ば
」
と
記
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
接
続
助
詞
「
ば
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
視
点
の
混
乱
が
発
生
す
る
。
当
時
で
は
知
り
え
な

い
維
廉
一
世
の
退
位
に
触
れ
る
に
は
中
等
室
に
い
る
「
語
り
手
と
し
て
の

豊
太
郎
」の
視
点
で
あ
る
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
表
現
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
が
初
出
で
は
挿
入
表
記
に
よ
っ
て
、
後
の
改
訂
で
は
「
け
り
」
を
用

い
る
こ
と
で
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

②
に
つ
い
て
初
出
で
は
「
既
然
相
」
や
「
状
態
」
を
表
す
と
さ
れ
る（

（1
（

「
た

り
」
が
用
い
ら
れ
、「
公
け
の
許
し
を
ば
兼
ね
て
得
た
れ
ば
」
と
「
許
し
を
」

「
得
」
て
い
た
と
い
う
既
然
相
（
状
態
）
を
表
し
、「
ば
」
に
よ
っ
て
「
許

し
を
」「
得
」
て
い
た
と
い
う
理
由
と
「
と
こ
ろ
の
大
學
に
入
り
て
政
治
學

を
修
め
ん
と
名
を
簿
册
に
記
さ
せ
た
り
」
と
い
う
結
果
が
結
び
付
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
が
改
訂
後
は
「
け
り
」
に
改
め
ら
れ
て
挿
入
句
に
な
っ
て

お
り
、
解
釈
は
前
節
で
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
改
訂
に
よ
っ
て
中
等
室
の

豊
太
郎
の
視
点
を
明
瞭
に
し
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
過
去
の
自
身
の
認

識
を
い
わ
ば
弁
解
す
る
文
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

続
い
て
初
出
で
は
「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
、『
塵
泥
』
に
お
い
て
削
除

さ
れ
た
二
例
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

③ 　

嗚
呼
、
委
し
く
こ
ゝ
に
寫
し
出
さ
ん
も
要
な
け
れ
ど
余
が
彼
を
愛
づ

る
心
の
俄
に
强
く
な
り
て
遂
に
離
れ
難
き
中
と
な
り
し
は
こ
の
折
な
り

け
り 

（『
鷗
外
全
集　

第
三
十
八
巻
』
四
七
二
頁
）

④ 　

一
瞥
し
て
余
は
驚
き
た
り
机
の
上
に
は
白
き
木
綿
、
白
き
「
レ
ー
ス
」

な
ど
を
堆
く
積
み
上
げ
た
り
け
れ
ば

 

（『
鷗
外
全
集　

第
三
十
八
巻
』
四
七
七
頁
）

　

こ
れ
ま
で
検
討
か
ら
考
え
る
と
「
け
り
」
の
削
除
は
中
等
室
の
「
語
り

手
と
し
て
の
豊
太
郎
」
の
視
点
が
表
出
し
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

③
の
「
け
り
」
は
改
訂
後
「
き
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
気
づ
き
と
い
う

点
か
ら
考
え
れ
ば
「
余
が
彼
を
愛
づ
る
心
の
俄
に
强
く
な
り
て
遂
に
離
れ

難
き
中
と
な
り
し
は
こ
の
折
」
と
い
う
事
態
が
当
時
の
豊
太
郎
に
認
識
さ

れ
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
問
題
と
な
り
、
初
出
で
は
「
け
り
」
に
よ
っ

て
該
当
箇
所
が
中
等
室
で
の
執
筆
を
経
て
獲
得
し
た
認
識
と
読
む
こ
と
に
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な
る
。
だ
が
、
当
該
箇
所
直
後
の
「
余
が
エ
リ
ス
を
愛
す
る
情
は
初
め
て

相
見
し
時
よ
り
あ
さ
く
は
あ
ら
ぬ
」
等
の
記
述
か
ら
、
当
時
の
豊
太
郎
に

お
い
て
も
「
余
が
彼
を
愛
づ
る
心
の
俄
に
强
く
な
り
て
遂
に
離
れ
難
き
中

と
な
り
し
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
り
、

中
等
室
で
気
づ
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。

　

④
は
「
け
り
」
と
「
た
り
」
と
の
異
同
で
あ
る
。
初
出
で
は
「
け
り
」

の
使
用
に
よ
っ
て
気
づ
き
や
中
等
室
か
ら
の
視
点
が
表
現
さ
れ
て
い
た
も

の
が
、
改
訂
後
は
「
た
り
」
に
よ
っ
て
「
堆
く
積
み
上
げ
」
て
い
る
と
い

う
既
然
相
（
状
態
）
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
箇
所
に
は
さ
ら
に

「
驚
き
た
り
」
と
「
驚
き
ぬ
」
の
異
同
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
倒
置
の
形

式
と
な
っ
て
い
る
。
初
出
で
は
「
驚
き
た
り
」
と
語
ら
れ
る
話
題
中
の
時

間
軸
で
の
豊
太
郎
の
状
態
が
示
さ
れ
た
後
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
堆
く
積

み
上
げ
た
り
け
れ
ば
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
驚
き
た
り
」
と
い
う

語
り
の
対
象
世
界
に
対
し
、
中
等
室
で
執
筆
し
て
い
る
豊
太
郎
の
視
点
に

よ
る
認
識
が
入
り
込
ん
で
解
説
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
。「
驚
き
た
」
る

状
態
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
、
後
か
ら
中
等
室
の
視
点
か
ら
解
説
的
に

語
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
後
の
文
末
が
「
た
り
け

れ
ば
な
り
」
と
い
っ
た
完
結
し
た
形
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
た
り
け

れ
ば
」
と
い
う
倒
置
形
式
で
あ
る
以
上
、
こ
の
二
文
の
因
果
関
係
に
よ
る

結
び
つ
き
は
堅
固
な
も
の
で
あ
り
、
中
等
室
の
視
点
か
ら
「
驚
」
い
た
理

由
を
説
明
、
も
し
く
は
「
驚
」
い
た
理
由
に
中
等
室
で
気
づ
い
た
と
解
釈

す
る
と
違
和
感
が
残
る
。
だ
が
、
改
訂
後
の
記
述
で
あ
れ
ば
語
ら
れ
る
対

象
世
界
内
の
視
点
で
話
題
が
完
結
す
る
こ
と
と
な
り
違
和
感
は
な
い
。

　

こ
の
四
例
だ
け
で
断
言
す
る
こ
と
は
当
然
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
改

訂
は
「
け
り
」
を
語
り
手
の
立
場
か
ら
相
対
的
過
去
を
表
現
す
る
場
合
に

用
い
た
と
考
え
る
根
拠
の
一
つ
や
、
鷗
外
の
「
け
り
」
の
意
識
を
探
る
手

が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

四　

�

語
り
の
視
点
か
ら
見
る
エ
リ
ス
と
い
う
存
在
と「
け
り
」

の
働
き

　

こ
れ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
に
「
け
り
」
を
使
う
こ
と
で
中
等
室
か
ら
の

視
点
を
表
出
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
語
り
手
の
視
点
と
い
う
物

語
構
造
を
考
え
る
際
に
問
題
と
な
る
の
は
豊
太
郎
以
外
の
人
物
の
視
点
で

あ
る
。
豊
太
郎
の
人
格
形
成
や
進
退
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ

れ
る
母
や
官
長
、
そ
し
て
相
澤
の
発
言
や
行
動
は
「
一
人
子
の
我
を
力
に

な
し
て
世
を
渡
る
母
の
心
は
慰
み
け
ら
し
」、「
官
長
は
も
と
心
の
ま
ゝ
に

用
ゐ
る
べ
き
器
械
を
こ
そ
作
ら
ん
と
し
た
り
け
め
」、「
是
れ
そ
の
言
の
お

ほ
む
ね
な
り
き
」
の
よ
う
に
語
り
手
で
あ
る
豊
太
郎
の
視
点
か
ら
な
さ
れ

て
お
り
、『
舞
姫
』
が
一
人
称
語
り
の
構
造
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
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て
い
る（

（1
（

。
た
だ
し
エ
リ
ス
の
み
は
本
人
に
よ
る
心
情
の
吐
露
を
伴
う
直
接

会
話
文
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
エ
リ
ス
の
発
言
は
十
六
箇
所
確
認
で
き
る

が
、そ
こ
で
は「
君
は
善
き
人
な
り
と
見
ゆ
。彼
の
如
く
酷
く
は
あ
ら
じ
」、

「
君
は
善
き
人
な
る
べ
し
」、「
我
を
ば
よ
も
憎
み
玉
は
じ
」
の
よ
う
に
「
見

ゆ
」、「
あ
ら
じ
」、「
べ
し
」
と
い
っ
た
語
に
よ
っ
て
エ
リ
ス
の
認
識
や
判

断
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
滞
在
中
の
豊
太
郎
の
も
と
に
届

け
ら
れ
た
エ
リ
ス
か
ら
の
二
通
目
の
手
紙
は
引
用
の
形
式
に
よ
っ
て
記
述

さ
れ
、「
袂
を
分
つ
は
た
ゞ
一
瞬
の
苦
艱
な
り
と
思
ひ
し
は
迷
な
り
け
り
」

と
作
中
で
唯
一
、
豊
太
郎
以
外
の
人
物
が
用
い
る
「
け
り
」
が
存
在
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
「
語
り
手
と
し
て
の
エ
リ
ス
」
と
い
う
人
物
像
が
明
確
に

形
成
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
記
述
は
あ
く
ま
で
豊
太
郎
の
手

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
エ
リ
ス
が
一
言
一
句
こ
の
通
り
に
発
言
し
た
か
ど

う
か
は
解
ら
ず
、
豊
太
郎
の
認
識
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
エ
リ
ス
の
記
述
に
お
い
て
直
接
会
話
文
や

引
用
の
形
式
を
採
っ
た
こ
と
、「
け
り
」
を
用
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
エ
リ
ス
は
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
「
我
豊
太

郎
ぬ
し
、
か
く
ま
で
に
我
を
ば
欺
き
玉
ひ
し
か
」
と
叫
び
卒
倒
す
る
が
、

豊
太
郎
は
故
意
に
エ
リ
ス
を
欺
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
エ
リ
ス
は
事
態
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
お
り
、
両
者
の
認
識
の
差

異
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
認
識
の
差
異
が
強
烈
に
読
者
に
印

象
付
け
ら
れ
る
の
も
エ
リ
ス
が
豊
太
郎
と
は
異
な
る
視
点
を
持
っ
た
「
語

り
手
」
と
い
う
立
場
を
有
す
る
存
在
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
豊
太
郎
が
エ
リ
ス
に
対
し
て
自
身
と
異
な
る
視
点
を
持
つ

他
者
と
し
て
記
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
エ
リ
ス
と
い
う
他
者
の
視
点

も
用
い
て
自
己
の
分
析
、
発
見
、
認
識
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
表
れ
だ
と

も
考
え
ら
れ
、
豊
太
郎
の
執
筆
姿
勢
や
自
己
分
析
手
法
を
知
る
一
端
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
舞
姫
』
に
お
け
る
「
け
り
」
の
用
例
に
注
目
し
、「
け
り
」

に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
作
品
の
構
造
に
つ
い
て
以
下
の
点
に
言
及
し
た
。

一
、 『
舞
姫
』
に
お
い
て
鷗
外
は
「
け
り
」
を
意
識
的
に
用
い
た
可
能
性

が
高
く
、「
け
り
」
の
使
用
に
よ
っ
て
「
語
ら
れ
る
対
象
」
と
は
異

な
る
「
語
り
手
」
の
視
点
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、 

エ
リ
ス
の
手
紙
の
中
に
「
け
り
」
を
用
い
た
こ
と
で
一
人
称
小
説
で

あ
る
『
舞
姫
』
の
中
に
エ
リ
ス
に
「
語
り
手
」
と
し
て
の
視
点
が
明

確
に
付
与
さ
れ
、
物
語
の
構
造
を
重
層
化
す
る
と
と
も
に
物
語
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
強
烈
な
印
象
、
豊
太
郎
の
執
筆
姿
勢
な
ど
を
窺
い
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知
る
一
端
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
『
舞
姫
』
は
、
自
己
を
客
観
的
に
観
察
す
る
と
い
う

近
代
的
態
度
を
文
語
体
に
よ
っ
て
作
中
に
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た

と
い
う
逆
説
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
「
け

り
」
の
用
例
を
中
心
に
論
じ
た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
「
け
り
」
に
よ
っ

て
生
じ
た
新
た
な
読
み
の
可
能
性
へ
の
考
察
や
、
そ
の
他
の
助
動
詞
の
用

例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

注
　

※ 

本
校
の
『
舞
姫
』
引
用
箇
所
に
お
い
て
漢
字
の
旧
字
や
異
体
字
が
用
い
ら
れ
て
い

る
箇
所
に
付
い
て
は
原
則
引
用
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
一
部
表
記
で
き
な
い

も
の
等
に
つ
い
て
は
新
字
体
に
置
き
換
え
た
箇
所
が
あ
る
。

（
１
） 『
舞
姫
』
本
文
は
『
鷗
外
全
集　

第
一
巻
』（
岩
波
書
店　

一
九
七
一
年
）
に
拠
っ

た
。
本
稿
の
他
氏
に
よ
る
著
述
の
引
用
箇
所
以
外
の
『
舞
姫
』
本
文
は
す
べ
て
こ

の
本
文
に
拠
っ
た
。
な
お
、
こ
の
本
文
の
底
本
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

　

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
一
月
三
日
發
行
の
雜
誌
『
國
民
之
友
」
第
六
卷

第
六
十
九
號
の
附
錄
に
「
鷗
外
森
林
太
郎
」
の
署
名
で
揭
載
さ
れ
、
同
年
十
月
民

友
社
發
行
選
集
『
國
民
小
説
」
に
再
錄
さ
れ
、
の
ち
『
水
沫
集
』
に
收
め
ら
れ
、

『
改
訂
水
沫
集
』
を
へ
て
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
十
二
月
二
十
三
日
千
章
館
發

行
の
『
塵
泥
』
に
收
め
ら
れ
た
。
本
全
集
は
『
塵
泥
』
を
底
本
と
し
明
ら
か
な
誤

植
は
『
改
訂
水
沫
集
』
に
よ
っ
て
正
し
た
。

（
２
） 

石
川
則
夫
「
森
鷗
外
『
舞
姫
』
を
読
む
た
め
に
─
発
見
的
記
述
の
行
方
─
」『
國

學
院
大
学
教
育
学
研
究
室
紀
要　

第
四
五
号
』　

國
學
院
大
学
教
育
学
研
究
室　

二
〇
一
一
年

（
３
） 

吉
岡
曠
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
け
り
」
の
用
法
」『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究

年
報
』
23　

一
九
七
七
年

（
４
） 

石
尾
眞
理
子
「『
舞
姫
』
の
一
考
察
─
時
の
助
動
詞
を
中
心
に
」『
香
川
大
学
国
文

研
究
（5
』　

一
九
九
〇
年

（
５
） 

飯
間
浩
明
『
遊
ぶ
日
本
語　

不
思
議
な
日
本
語
』
岩
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
新
書　

二
〇
〇
三
年　

（
６
） 

細
江
逸
記
『
動
詞
時
制
の
研
究
』
泰
文
堂　

一
九
三
二
年

（
７
） 

島
内
景
二
『
漱
石
と
鷗
外
の
遠
景
─
古
典
で
読
み
解
く
近
代
文
学
』
ブ
リ
ュ
ッ
ケ　

一
九
九
九
年

 

　

本
書
の
中
で
島
内
氏
は
、
鷗
外
が
『
舞
姫
』
に
お
い
て
「
影
護
か
る
」
を
「
う

し
ろ
め
た
か
る
」
と
読
ま
せ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
れ
が
『
河
海
抄
』
に
現

わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、「
厭
ふ
に
は
ゆ
る
」
な
ど
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
用
例
を

複
数
取
り
上
げ
、
鷗
外
の
ド
イ
ツ
三
部
作
に
古
典
文
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

（
８
） 

鷗
外
と
『
湖
月
抄
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、『
鷗
外
全
集　

第
三
十
八
巻
』（
岩
波

書
店　

一
九
七
五
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
舞
姫
の
評
に
就
て
」
と
題
す
る
文

に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

 

　

舞
姫
は
無
類
の
拙
作
な
る
事
は
申
す
ま
で
も
あ
ら
ず
文
章
の
上
よ
り
い
ふ
も
語

格
の
誤
な
ど
少
な
か
ら
ず（
中
に
も
誤
植
も
あ
れ
ど
）さ
は
あ
れ
倩
夢
樓
君
の「
す

ぎ
ぬ
と
い
ふ
」
を
「
死
せ
し
と
い
ふ
」
事
に
用
ひ
て
は
語
を
成
さ
ず
と
の
た
ま
ふ

は
餘
り
に
む
ご
し
物
語
文
を
評
し
玉
は
ゞ
せ
め
て
湖
月
抄
位
は
御
參
考
あ
ら
ま
ほ

し
か
く
い
ふ
は
森
嗚
呼
、
一
號
は
海
鼠
庵
主
人
な
り

 

（『
鷗
外
全
集　

第
三
十
八
巻
』
一
二
六
頁
）
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こ
の
「
舞
姫
の
評
に
就
て
」
に
関
し
て
、『
鷗
外
全
集　

第
三
十
八
巻
』
の
後

記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
一
月
十
八
日
の
『
讀
賣
新
聞
』「
寄
書
」
欄

に
掲
載
さ
れ
た
。
文
末
に
「
鷗
外
」
と
あ
る

 

（『
鷗
外
全
集　

第
三
十
八
巻
』
六
〇
六
頁
）

（
９
） 

檀
原
み
す
ず
「『
舞
姫
』
諸
本
考
再
論
」
樟
蔭
国
文
学
2（　

一
九
八
三
年

（
（0
） 〔
草
〕
と
は
「
草
稿
」、〔
国
友
〕
は
「
国
民
之
友
」、〔
国
小
〕
は
「
国
民
小
説
」、

〔
美
〕
は
「
美
奈
和
抄
」、〔
改
水
〕
は
「
改
訂
水
沫
集
」、〔
塵
〕
は
「
塵
泥
」、〔
縮

水
〕
は
「
縮
刷
水
沫
集
」
を
略
号
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
） 

大
槻
文
彦
『
言
海
』
一
八
八
九
年
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
よ
る
）

（
（2
） 

小
田
勝
『
実
例
詳
解　

古
典
文
法
総
覧
』
和
泉
書
院　

二
〇
一
五
年　

な
お
同
書

に
依
拠
し
た
箇
所
は
こ
れ
以
外
に
も
あ
り
、
該
当
箇
所
に
は
注
と
し
て
同
じ
番
号

を
付
し
て
い
る
。

（
（3
） 

両
氏
に
よ
る
研
究
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

 

　
「
け
り
」
は
展
開
中
の
物
語
内
容
と
は
異
質
な
内
容
（
あ
な
た
な
る
世
界
）
を

さ
し
は
さ
む
場
合
に
用
い
ら
れ
る
と
す
る
。（
竹
岡
正
夫
「
助
動
詞
「
け
り
」
の

本
義
と
機
能
」『
国
文
学　

言
語
と
文
芸
』
3（　

一
九
六
三
年
）

 

　
「「
け
り
」
は
語
り
手
が
物
語
る
世
界
か
ら
物
語
ら
れ
る
世
界
へ
介
入
し
て
く
る

場
合
に
用
い
ら
れ
る
と
す
る
。（
片
桐
洋
一
「
物
語
の
世
界
と
物
語
る
世
界
」『
国

文
学　

言
語
と
文
芸
』
66　

一
九
六
九
年
）

（
（4
） 

井
島
正
博「
中
古
語
過
去
助
動
詞
の
機
能
」『
国
語
と
国
文
学
』79
─
１　

二
〇
〇
二
年

（
（5
） 

安
藤
宏『「
私
」を
つ
く
る　

近
代
小
説
の
試
み
』岩
波
新
書（
新
赤
版
）（
5
7
2　

二
〇
一
五
年

（
（6
） 

安
藤
宏
「“
重
霧
の
間
”に
あ
る
も
の
─
『
舞
姫
』
の
構
造
─
」（
森
鷗
外
研
究
会

編
『
森
鷗
外
研
究
（0
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇
四
年
）

（
（7
） 

石
川
則
夫
「
森
鷗
外
『
舞
姫
』
の〈
今
〉
─
中
等
室
の
読
者
へ
─
」『
國
學
院
大
学

教
育
学
研
究
室
紀
要　

第
四
六
号
』　

國
學
院
大
学
教
育
学
研
究
室　

二
〇
一
二
年

（
（8
） 『
舞
姫
』
初
版
に
つ
い
て
は
『
鷗
外
全
集　

第
三
十
八
巻
』（
岩
波
書
店　

一
九
七
五

年
）
に
拠
っ
た
。
初
出
本
文
に
つ
い
て
「
後
記
」
に
は
「
決
定
稿
と
の
異
同
が
甚

だ
し
く
、該
當
巻
の
後
記
で
校
異
を
處
理
し
得
な
か
っ
た
も
の
の
初
出
を
収
め
た
」

と
あ
り
、
ま
た
『
舞
姫
』
に
つ
い
て
は
原
稿
と
初
出
誌
（『
國
民
之
友
』）
と
の
異

同
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
け
り
」
に
関
す
る
異
同
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
（9
） 『
舞
姫
』
の
一
人
称
形
式
に
つ
い
て
、
小
川
康
子
「
鷗
外
『
舞
姫
』
論
─
記
憶
を

語
る
語
り
・〈
想
〉
の
表
象
─
」（『
清
田
文
武
編
『
森
鷗
外
『
舞
姫
』
を
読
む
』

勉
誠
出
版　

二
〇
一
三
年　

収
録
）
で
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

〈
余
〉
の
語
り
に
自
身
に
関
わ
る
事
象
に
つ
い
て
は
、
断
定
表
現
が
と
ら
れ
、

第
三
者
か
ら
の
豊
太
郎
に
関
す
る
語
り
に
は
推
量
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
特
徴
は
、〈
余
〉
の
語
り
が
、
自
己
分
析
、
自
己
表
白
的
性
格
を

も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
人
称
〈
余
〉
の
設
定
は
、
自
身
の
内
面
表
出

の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
形
式
な
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
参
考
論
文　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
参
考
と
し
た
書
籍
、
資
料
は
次
の
通
り
。

・ 

田
中
実
「『
舞
姫
』
の
恐
る
べ
き
先
駆
性
─
近
代
文
学
研
究
状
況
批
判
／
〈
語
り
手
の

語
ら
な
い
自
己
表
出
〉」（『
清
田
文
武
編
『
森
鷗
外
『
舞
姫
』
を
読
む
』
勉
誠
出
版　

二
〇
一
三
年　

収
録
）

・ 

丸
山
義
昭
「『
舞
姫
』
─
一
人
称
の
語
り
と
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
〉」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞　

962　
〈
原
文
〉
と
〈
語
り
〉
を
め
ぐ
っ
て
Ⅱ　

─
ポ
ス
ト
・
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
の
課
題
』
二
〇
一
一
年
七
月
号　

収
録
）

・ 
島
内
景
二
『
文
豪
の
古
典
力　

漱
石
・
鷗
外
は
源
氏
を
読
ん
だ
か
』（
文
春
新
書　

二
〇
〇
二
年
）


