
里
見
八
犬
伝
論

ー

信
乃
の
物
語
1

田

川

邦

・
子

『南
總
里
見
八
犬
伝
』
肇
輯
五
冊
が

世
に
出
た
の
は
文
化
十
.一
年

(
一、八

一
西

年
)
、
第
九
輯
下
帙
下
編
之
下
十
冊
を
以

っ
て
完
結
し
た
の
が
、
天
保
十
三
年

(
一
八
四
二
年
)
で
あ
る
。
作
者
馬

琴
は
、
四
八
才
か
ら
七
六
才
ま
で
の
二
入
年

間
を
、
こ
の
作
品
に
費
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
間

『朝
夷
巡
島
記
』

三
十
巻
三

一
冊
、
『近
世
説
美
少
年
録
』

(未
完
)
五
十
巻
四
五
冊
、
『侠
客
伝
』

(未
完
)
十
五
冊
な
ど
を
、
並
行
し
て
書

い
て
い
る
か
ら
、
『八
犬
伝
』

の
み
に

か
か
り
き
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

肇
輯

(初
輯
)
を
出
し
て
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
間
、
『八
犬
伝
』
全
体
の
長
さ

か
ら
い
え
ば
、
折
り
返
し
点
に
あ
た

る
九

一
回
、
最
後

の
犬
士
犬
江
親
兵
衛
を
除

く
残
り
七
犬
士
の
列
伝
的
部
分
が
完
了
し
、
船
虫
が
殺
さ
れ
る
、
そ
こ
ま
で
は
馬

琴
の
筆
の
運
び
は
、
や
や
ス
ロ
ー
テ
ン
ポ
で
あ
る
と

い
え
る
。
量
に
し
て
残
り
二

分
の

一
の
、
親
兵
衛
活
躍
の
物
語
か
ら
、
最
後

の
扇
谷

・
山
内
連
合
軍
と
里
見
家

の
合
戦
に
至
る
ま
で
の
後
半
は
、
毎
年

五
冊
か
ら
多

い
年
で

一
〇
冊
、
休
み
な
く

書
き
継
が
れ
て
い
る
。
最
後
に
は
眼
病

で
視
力
を
失

い
、
嫁
の
路
女
に
口
述
筆
記

さ
せ
る
方
法
さ
え
と
ら
れ
、
完
結
に
こ
ぎ

つ
け
る
の
で
あ
る
。

今
日

『八
犬
伝
』
を
通
読
し
て
思
う

こ
と
は
、
伏
姫

・
八
房
の
富
山
の
洞
の
物

語
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
伝
奇
小
説
の
発
端
で
し

か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品

の
中
心
は
、
犬
士
銘
々
伝
、
ま
た
は
犬
士
列

伝
と
も
,い
え
る
、
大
部
を
占
め
る
中
間
部
分
で
あ
り
、
小
説
の
本
来
の
面
白
さ
も
、

こ
こ
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

馬
琴
が
完
結
を
急
い
で
、
ひ
た
す
ら
筆
を
走
ら
せ
た
後
半
で
は
、
犬
江
親
兵
衛

の
物
語
は
ど
も
か
く
も
、
大
団
円
の
合
戦
物
語
は
、
読
み
通
す
の
に
か
な
り
の
忍

耐
が
要
求
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
あ
ち
ず
も
が
な
の
部
分
だ
と
評
し
た
の
は
内
田
魯

な
ら

庵
で
あ
り

(『八
犬
伝
談
余
』
)
、
「
ヘ
タ
な
修
羅
場
読
と
同
様
た
だ
道
具
立
を
列
べ

る
の
み
」
で
、
お
お
よ
そ
戦
闘
や
合
戦
を
記
述
描
写
す
る
場
合
の
、
ダ
イ
ナ
ミ

ッ

ク
ス
に
欠
け
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
見
解
で
あ

っ
た
。
・

こ
れ
を
馬
琴
の
言
葉
で
解
説
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

お
よ
そ
ニ
の

作
者
云
、
約

這
水
陸
三
个
所
の
闘
戦
の
勝
敗
結
果
は
、
皆
是
十
二
月
初

の
八

つ
ま
び
ら
か

あ
み
つ
い
つ

日
に
て
、
同
日
の
事
な
り
。
然
ど
も
今

詳

に
、
是
を
編

次

る
に
及
び
て
、
三

所
を
駁
雑
し
て
、
綴
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
こ

・
を
も
て
、
初
に
行
徳

口
な
る
二

を
は
り

こ
ふ

の

だ
い

犬

の
戦

功

を

具

に

し

て

、

畢

て
、

次

に

国

府
台

、
.
又

其

次

に

、

州

崎

の
水

戦

を

具

に

す

。
尸
一
戦

終

て

又

一
戦
始

る

に
あ

ら

ず

、

倶

に

是

同

日

の
事

な

る
を

、

み
る
ひ
と

看
官
宜
く
照
見
る
べ
し
。
蓋
し
こ
の
水
陸
大
兵
大
戦
の

一
挙
は
、
予
が
腹
稿
二

.

わ
す

十
余
年
の
今
に
至
り
て
、

一
事
も
遺
れ
漏
す
こ
と
な
し
。
(「第
百
六
十
四
回
」

の
附
言
)

ま
ず
事
柄
や
事
件
を
描
く
に
つ
い
て
の
網
羅
主
義
が
あ
る
。
こ
の
網
羅
主
義
は

同
時
に
細
密
主
義
で
も
あ
り
、
事
と
事
、,
物
と
物
、
ま
た
人
間
相
互
の
細
密
な
か

か
わ
り
に
拘
泥
し
、
空
白
の
部
分
が
少
し
で
も
残
る
の
を
恐
れ
る
か
の
よ
う
に
、

徹
底
し
て
い
る
。
三
つ
の
戦
闘
そ
れ
ぞ
れ
を
別
立
て
に
す
る
の
も
、
八
犬
士
そ
れ
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そ
れ
に
活
躍
の
場
を
創
る
た
め
で
あ
り
、
過
剰
な
描
写
に
言
葉
が
氾
濫
し
、
逆
に

戦
況
の
全
体
が
少
し
も
見
え
て
こ
な

い
と
い
う
、
不
思
議
な
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

「
一
戦
終
て
又

一
戦
始
る
に
あ
ら
ず
」
「皆
是
十
二
月
八
日
に
て
、
同
日
の
事
な

り
」
な
ど
と
、
作
者
が
回
外
で
野
暮
な
断
わ
り
を
言
う
の
は
、
お
か
し
な
事
で
あ

る
が
、
や
は
り
読
者
に
と

っ
て
こ
の
断
り
は
あ

っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
戦
争
場
面
の
表
現
は
馬
琴
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
先
の

よ
う
な
断
わ
り
の
他
に
も

本
伝
第
九
輯
に
至
り
て
は
、
二
三
十
回
、
皆
軍
旅
攻
伐
の
事
な
ら
ざ
る
は
な
し
。

ま
い
て

羅
貫
中
の
大
筆
な
る
す
ら
、
修
羅
闘
諍
は
、
余
韵
始

の
如
く
な
ら
ず
。

況

や

せ
ん

.

み
る
ひ
と

己
が
如
き
輊
才
も
て
、
本
伝
力
戦

の
談
ま
で
も
、
看
官
の
飽
な
く
な
さ
ん
は
、

い
と

わ
ざ

最
難
し
と
も
難
か
る
技
な
り
。
(入
犬
伝
第
九
輯
巻
之
三
十
六
簡
端
附
言
)

な
ど
、
た
め
息
ま
じ
り
の
弁
解
、
表
現
の
難
し
さ
を
も
ら
し
て
い
る
。

と

お

「
稗
官
野
史
の
言
、
風
を
捕
り
影
を
遂
ふ
、
架
空
無
根
、
何
ぞ
世
の
人
に
裨
益
あ

ら
ん
」

(同
九
輯
巻
之
三
十
三
簡
端
附
録
作
者
総
自
評
)

の
よ
う
に
、
第
九
輯
に

な

っ
て
急
に
増
え
て
く
る
、
作
品
の
端
々
に
書
き
残
す
作
者
馬
琴
の
こ
の
種
の
言

葉
は
、
二
十
八
年
の
大
作
も
終
末
部

に
入
り
、
失
明
の
こ
と
も
手
助

っ
て
、
急
に

襲
い
か
か
る
疲
労
感
と
空
し
さ
を
表
明
し
て
い
る
。

ま
さ
に
書
い
て
い
る
の
は

「架
空
無
根
」
の
戦
争
物
語
、
己
れ
の
筆
法
に
焦
ら

立
ち
を
感
じ
な
が
ら
、
平
和
な
時
代
に
見
た
こ
と
聞

い
た
こ
と
も
な
い
合
戦
譚
を

延
々
と
書
き

つ
づ
け
る
こ
と
の
空
し
さ
難
し
さ
。
当
時
の
読
者
は
ど
う
あ

っ
た
か

分
ら
な
い
が
、
今
日
の
我
々
読
者
に
は
、
我
慢
し
て
読
ま
さ
れ
る
戦
争
物
語
よ
り

も
、
作
者
が
随
所
で
濡
ら
す
、
こ
の
種
の
溜
め
息
ま
じ
り
の
作
者
の
本
音
の
方
が

よ
ほ
ど
興
味
深
く
面
白
く
、

一
世
紀
以
上
も
昔
の
作
者
が
、
今
目
の
前
に
姿
を
現

わ
し
た
よ
う
な
近
親
感
さ
え
覚
え
る
の
で
あ
る
。

次
い
で

「こ
の
水
陸
大
兵
戦
の

一
挙
は
、
予
が
腹
稿
二
十
余
年
」
と
い
う

の
に

も
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
末
尾
お
よ
そ
二
十
八
回

(全
体
が

一
八
○
回

で
あ
る
か
ら
、
六
分
の

一
強
に
相
当

す
る
)
の
紙
幅
を
費
し
て
書
か
れ
る
、
こ
の

里
見
対
扇
谷

・
山
内
の
架
空
の
合
戦
談
は
、
中
途
か
ら
の
思
い
着
き
な
ど
で
は
な

い
。
こ
れ
に
は
彼
の

『水
滸
伝
』
観
が
、
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『水
滸
伝
』
と

『南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
関
係
は
、
馬
琴
自
身
も
処
々
に
書
き
、

今
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
て
も
き
た
が
、
単
に
影
響
を
受
け
た
と
い
う
以
上

に
深

い
関
係
が
あ
る
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
江
戸
の
作
家
た
ち
に
と
っ

て
、
『水
滸
伝
』
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
至
り
着
く
、
か
な
り

面
倒
な
問
い
か
け
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
こ
で
は
深
入
り
す
る
余
裕
は
な
い

が
、
馬
琴
の
金
聖
嘆
七
十
回
本
の
批
判
の
言
葉
に
こ
め
ら
れ
る
意
を
汲
み
取
る
こ

と
で
、
そ
の

一
端
は
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

金
聖
嘆
が

『水
滸
伝
』
を
七
十
回
で
終
結
す
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
は
、
梁
山

泊
に
集
ま
る
豪
傑
た
ち
が
、
招
案
を
受
け
て
後
(
放
脳
征
伐
に
従
う
七
十
回
以
後

に
痛
烈
な
批
判
を
持

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

'(『第
五
才
子
書
水
滸
伝
』

'
聖

嘆
外
書
1

)
。
聖
嘆

の

『水
滸
伝
』
論
そ
の
も
の
は
、
ユ
ニ
ー
ク
で
は
あ
る
が

分
裂
症
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
文
学
的
に
は
評
価
は
す
る
が
、
感
情
的
に
は
許
し

難
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
気
配
が
濃
厚
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
結
局
盗
賊
の

領
袖
宋
江

へ
の
嫌
悪
感
が
先
行
す
る
か
ら
で
、
従

っ
て

「若
便
忠
義
而
在
水
滸
、

忠
義
為
天
下
之
凶
物
悪
物
乎
哉
、
且
水
滸
有
忠
義
、
国
家
無
忠
義
耶
」
と
、
朝
廷

'

の
招
安
を
受
け
て
国
家
の
た
め
に
忠
義
を
尽
す
く
だ
り
は
、
あ
砂
得
な
い
こ
と
と

い
う
よ
り
も
、
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
削
除
す
る
わ
け
だ
。

馬
琴
の

『水
滸
伝
』
観
は
、
「作
者
の
大
意
、
草
賊
を
賢
と
し
、
衣
冠
を
賊
と

ま
ニ
と

ニ

は
く

す
、
そ
の
筆
力
、
人
情
を
尽
す
が
如
き
は
、

寔

に
小
説
の
巨
擘
な
り
、
後
世
こ

れ
に
加
る
も
の
な
し
」

(『玄
同
放
言
』)

で
も
分
る
よ
う
に
、
文
学
的
価
値

へ
の

評
価
は
ま
こ
と
に
高
い
も
の
が
あ
る
。
従

っ
て

洪
信
が
石
碣
を
披
き
て
、
魔
君
を
奔
せ
し
に
よ
り
、

一
百
八
人
の
豪
傑
出
現
し
、

後
に
石
碣
天
降
て
、
魔
君
を
収
め
た
る
に
よ
り
、
宋
江
等

一
百
八
賊
、
そ
の
本

然
の
善
に
帰
て
、
国
の
為
に
賊
を
討
、
奸
を
鋤
に
至
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
が
趣
向

の
半
体
な
り
、
必
し
も
石
碣

の
天
降
し
を
も
て
、
結
局
と
す
べ
か
ら
ず

(『同

前
』)
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と
、
七
十
回
を
も
っ
て
結
末
と
し
た
金
聖
嘆
に
は
、
強
い
批
判
を
寄
せ
て
い
た
。

『里
見
八
犬
伝
』
執
筆
中
に
、
再
び
金
聖
嘆
七
十
回
本
の
持
つ
問
題
点
が
、
彼
の

意
識
を
去
来
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
や
は
り

『八
犬
伝
』
も
同
じ
よ
う
な
問
題

を
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
『水
滸
伝
』
で
石
羯
天

降
る
、
つ
ま
り
百
八
豪
傑
が
梁
山
泊

に
嘯
集
す
る
七
十
回
は
、
『八
犬
伝
』

で
い

え
ば
百
三
十

一
回
、
八
犬
士
全
員
が
漸
く
勢
揃

い
し
、
安
房
の
里
見
家
の
家
臣
に

な
る
く
だ
り
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
両
作
品
の
構
造
は
非
常
に
似
て
い
る
の
で
あ

る
。
実
際

『八
犬
伝
』

の
面
白
さ
は
、
百
三
十

一
回
ま
で
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

か
ら
、
こ
こ
を
以

っ
て
大
団
円
に
す

べ
し
と
い
う
読
者
の
評
判
は
、
馬
琴
の
耳
に

相
当
入

っ
て
来
た
ら
し
い
。

し
か
し
先
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
二
十
年
以
上
前
の
、
執
筆
当
初
の
腹
案

の
段

階
か
ら
、
最
後
の
合
戦
譚
は
計
画
の
中
に
入
っ
て
い
た
。
た
だ
筆
を
下
し
た
文
化

十

一
年
の
当
時
は
も
ち
ろ
ん
、
か
な
り
書
き
進
め
た
段
階
で
も
、
ま
さ
か
完
結
ま

で
に
二
十
八
年

の
歳
月
を
要
す
る
と

は
思
わ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
八
犬
伝
』

の
巻
立
て
は
、
特
に
最
後
の
九
輯
に
入

っ
て
相
当
複
雑
に
な
っ
て
来
る
。
そ
れ
は

全
百
八
○
回
の
う
ち
の
九
九
回
を
、
九
輯
に
押
し
込
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
、
彼

が

「九
」

の
数
字

(陽
数
の
最
高
)

に
こ
だ
わ

っ
た
結
果
で
あ
る
。
最
初
の
予
定

よ
り
長
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
を
整
理
す
る
た
め
に
、
最
後
の
九
輯
は
、
複

雑
な
巻
立
て
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
思
う
ま
ま
に

書
き
足
し
て
行

っ
た
結
果
生
じ
た
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
初
の
構
想
に
、
あ

く
ま
で
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
起

っ
て
き
た
無
理
な
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
予
想
に
反
し
て
長
大
に
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は

馬
琴
の
小
説
作
法
に
原
因
を
求
め
る
他
は
な
い
。
『八
犬
伝
』

の
表
現
論
が
必
要

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
を
他
の
機
会
に
譲
り
た
い
ど
思
う
。

馬
琴
は

『里
見
八
犬
伝
』
を
書
く

に
あ
た

っ
て
は
、
構
想
の
上
で
は
少
し
の
迷

い
も
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
確
な
見
通
し
と
、
確
固
た
る
自
信
が
あ
っ

た
か
ら
、
『近
世
説
美
少
年
録
』
や

『侠
客
伝
』
の
よ
う
に
未
完
で
筆
を
投
げ
る

こ
と
な
く
、
眼
疾
と
闘
い
な
が
ら
も
、
完
結

へ
と
導
べ
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
そ
の
見
通
し
と
自
信
を
支
え

て
い
る
の
が
、
他
な
ら
な
い

『水
滸
伝
』
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
百
三
十

一
回
よ
り
後
は
駄
足
だ
と
す
る
批
判
に
答
え
て
、
馬
琴

は
い
う
。

八
犬
士
、
倶
に
安
房
に
到
り
て
、
里
見
の
家
臣
に
な
る
の
み
に
て
、
犬
江
親
兵

い
さ
を

し

ゐ

そ

ざ
ん

.
衛
を
除
く

の
外
、
七
犬
士
、
皆

一
介

の
功

な
く
は
、
是
尸
位
素
喰
の
人
に
な

み
や

こ

な
か

る
べ
し
。
犬
士
等
か
く
の
如
く
に
し
て
、
「可
な
ら
ん
か
。
且
京
師
の
話
説
微
り

よ

せ
ば
、
俗
に
云
田
舎
芝
居
に
似
て
、
始
よ
り
説
く
所
、
東
八
州
の
事
に
過
ぎ
ず
。

(中
略
)
譬
ば
水
滸
伝
の
如
き
も
、
七
十
回
の
後
、
招
安
の
事
、
及
京
師
の
話

説
あ
り
。
こ

・
に
至
て

一
百
八
箇
の
魔
君
、
・皆
よ
く
変
じ
て
、
宋
の
忠
義
士
に

も
し

な
れ
り
。
悄
是
等
の
事
な
く
て
、
毛

十
回
に
て
局
を
結
ば
"
、
彼

一
百
八
人
は
、

ぬ
す
び
と

梁
山
泊
嘯
聚
の
強
人
の
み
、
何
を
も
て
よ
く
勧
懲
に
せ
ん
や
。
(『八
犬
伝
』
第

九
輯
巻
之
二
十
九
簡
端
或
説
贅
弁
)

彼
の
脳
裡
に
あ

っ
た
の
は

『水
滸
伝
』
曼
陀
羅
で
あ

っ
た
。
『入
犬
伝
』
は
水
滸

伝
曼
陀
羅
の
絵
解
き
小
説
な
の
で
あ
る
。
親
兵
衛
京
師
に
上
洛
す
る
話
か
ら
、
扇

谷
山
内
連
合
軍
と
の
水
陸
大
合
戦
譚
が
、
総
篇
の
締
め
括
り
と
し
て
、
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
の
確
信
も
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。

口

八
犬
士
犬
塚
信
乃
、
犬
川
荘
助
、
犬
山
道
節
、
犬
飼
現
八
、
犬
田
小
文
吾
、
犬

坂
毛
野
、
犬
村
大
角
、
犬
江
親
兵
衛
の
う
ち
、
最
初
に
登
場
す
る
犬
塚
信
乃
が
、

後
に
出
る
犬
坂
毛
野
と
共
に
、
女
装
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

も
ま
た
当
初
か
ら
馬
琴
の
構
想
の
内
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
八
犬
士
が
ま
だ

一
人
も

登
場
し
て
い
な
い
、
肇
輯
五
巻
の
発
端
の
部
に
、
お
そ
ら
く
次
回
の
予
告
の
意
を

こ
め
て
入
れ
た
挿
絵
、
「八
犬
子
髻
歳
白
地
蔵
之
図
」
で
、
信
乃
と
毛
野
が
女
児

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
挿
絵

の
女
児
像
に
よ
っ
て
、
読
者
が
受
け
た
印
象
は
、
"八
犬
士
と
い
え

ば
、
皆
男
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
・女
武
者
も
い
た
の
か
"
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
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っ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
第
二
輯
巻
之
三

(第
十
五
回
)
で
、
実
際
に
信
乃
の
物
語

が
始
ま
り
、
こ
れ
が
女
装
の
男
児
だ
と
知
れ
る
と
、
馬
琴
の
作
意
に
不
審
を
立
て

る
読
者
が
出
た
の
も
無
理
は
な
い
。

そ
の
不
審
は

『犬
夷
評
判
記
』
に
よ
れ
ば
二
点
で
、
な
ぜ
女
装
の
信
乃
を
入
犬

士
の
第

一
番
に
出
し
た
の
か
と
い
う
事
、
そ
し
て

(も
し
仮
り
に
)
毛
野
を
真

の

女
子
に
す
る
な
ら
ば
、
信
乃
を
女
子
に
し
て
も
差
し
支
え
な
い
で
は
な
い
か
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
後
者
の
疑
問
に
は
、
あ
き
ら
か
に
女
武
者

へ
の
期
待
が
あ
る
。

『水
滸
伝
』

一
百
八
人
の
中
に
も
、
女
豪
傑
が
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
少

し
も
お
か
し
く
な
い
。

馬
琴
は
こ
れ
に
答
え
て

初
篇
の
端
像

(先
に
ふ
れ
た

「八
犬
士
髻
歳
白
地
之
図
」
を
さ
す
)
に
、
八
士

の
を
さ
な
だ
ち
を
図
せ
し
時
、
聊
か
思
ふ
よ
し
あ
り
て
、
信
乃
と
毛
野
を
ば
、

女
子
に
畫
せ
お
き
た
る
な
り
、
そ

の
故
は
、
信
乃
を
八
犬
士
列
伝
の
第

一
番
に

出
さ
ん
為
な
り

と
、
第

一
番
に
出
る
犬
士
は
女
装
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
が
、
彼
の

う
ち
に
あ

っ
た
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
。
毛
野
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
あ

き
ら
か
に
、
信
乃
に
引
か
れ
て
出
て
来
た
も
の
で
、
彼
が
し
ば
し
ば
用
い
る
、
対

の
趣
向
の

一
つ
で
あ
る
。
女
装
の
犬
士
が

一
人
あ

っ
て
特
殊
な
光
を
放
つ
の
で
は

な
く
、
複
数
に
す
る
こ
と
で
、
同
質

の
も
の
の
距
離
と
差
か
ら
、
物
語
の
空
間
を

一
層
拡
大
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
馬
琴
が
本
能
的
に
狙

っ
た
こ
の
効

果
は
成
功
し
、
後
に
信
乃
の
芳
流
閣

の
組
み
う
ち
に
対
す
る
、
毛
野
の
対
牛
樓
の

敵
討
と
い
う
、
視
覚
的
効
果
満
点
の
二
場
面
を
創
出
し
た
。

念
を
押
す
ま
で
も
な
い
が
、
信
乃
も
毛
野
も
女
装
は
し
て
い
て
も
、
男
児
で
あ

る
。こ

れ
を
女
子
の
や
う
に
見
せ
し
は
、
無
益
の
趣
向
と
い
は
る
・
は
、
い
ま
だ
八

士
の
興
る
所
以
を
、
よ
く
思
は
ざ

る
故
な
る
べ
し
、
彼
玉
梓
は
毒
婦
な
り
、
し

か
る
も
牡
犬
に
生
れ
か
は
れ
り
、
伏
姫
は
賢
女
な
り
、
そ
の
行
状
丈
夫
に
勝
れ

り
、
こ
の
因
縁
を
趣
向
と
せ
り
、
さ
れ
ば
信
乃
は
男
子
な
れ
ど
も
、
仮
に
女
子

に
扮
せ
し
は
、
こ
れ
伏
姫
は
女
子
に
し
て
、
男
子
の
気
質
あ
る
を
反
覆
せ
り
、

こ
の
故
に
信
乃
を
も
て
列
伝
の
第

一
と
す

(『犬
夷
評
判
記
』)

こ
れ
は
伝
奇
小
説
の
筋
立
て
に
関
す
る
言
及
で
は
な
い
。

十
四
回

(第
二
輯
巻
之
二
)
、
伏
姫
物
語
を
書
き
終
え
た
と
き
、
そ
の
末
尾
に

馬
琴
は
、
次
の
物
語

(信
乃
の
物
語
)
が
始
ま
る
ま
で
に
、
数
十
年
の
歳
月
が
あ

る
こ
と
を
記
し
、
読
者
の
注
意
を
促
し
て
い
る
ρ
さ
ら
に
、
「譬
ば
彼
水
滸
伝
に
、

竜
虎
山
に
て
洪
信
等
が
石
羯
を
ひ
ら
く
の
段
よ
り
、
林
沖
等
が
出
現
ま
で
、
そ
の

問
数
十
年
」
、
物
語

の
な
い
事
を
強
調
し
、
長
篇
伝
記
小
説
が
持
た
ざ
る
を
得
な

せ
つ

し

い
、
楔
子

(発
端
)
と
本
伝
の
間
の
時
間
的
空
白
を
、
公
認
の
も
の
と
し
て
認
知

さ
せ
た

い
風
で
あ
る
。

こ
の
空
白
は
た
だ
に
時
間
の
問
題
で
は
な
く
、
神
の
世
界
か
ら
人
間
界

へ
、
聖

な
る
空
間
か
ら
俗
な
る
空
間

へ
の
次
元
の
転
換
を
も
意
味
し
て
い
る
。
如
何
に
し

て
こ
れ
を
飛
び
越
え
る
か
。
こ
れ
は
馬
琴
に
と
り
、

一
つ
の
問
題
で
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。
筋
書
き
的
記
述
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
、
伝
奇
物
語
が
内
包
す
る
豊

潤
な
物
語
空
間
で
あ
る
。

『水
滸
伝
』
は
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
い
と
も
無
造
作
に
処
理
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
楔
子
に
出
る
洪
大
尉
と
い
う

の
は
、
我
尽
勝
手
な
、
そ
れ
で
い
て
保
身

の
術
に
は
長
け
る
官
吏

(武
官
)
で
あ
る
。
そ
れ
が
天
子

(仁
宗
)

の
使
者
と
し

て
龍
虎
山
に
赴
き
、
人
々
の
制
す
る
の
も
聞
か
ず
、
石
磆
を
開
き
妖
魔
を
走
ら
せ

る
。
こ
の
大
失
敗
に
つ
い
て
、
彼
は
あ
く
ま
で
口
を
噤
ん
で
い
た
。
そ
れ
か
ら
数

十
年
後
、
街
の
な
ら
ず
者
か
ら
出
世
し
て
、
徽
宗
皇
帝
の
寵
臣
と
な

っ
た
高
侏
を

出
す
こ
と
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
繋
い
で
行
く
の
で
あ
る
。
高
大
尉
と
高
偉
は
何

の

関
係
も
な
い
が
、
宋
朝
官
僚
の
高
慢
、
横
暴
、
い
や
ら
し
さ
で
は
共
通
し
て
い
る
。

つ
ま
り

『水
滸
伝
』
の
基
本
モ
チ
ー
フ
の

一
つ
は
、
権
力
者
批
判
な
の
で
あ
る
。

怪
異
談
の
部
分
は
さ
り
げ
な
く
脇

へ
退
け
、
楔
子
か
ら
本
伝

へ
の
時
間
空
白
は
、

お
お
ま
か
な
年
代
記
を
配
し

つ
つ
、
'宮
僚
の
生
態
を
反
復
的
に
描
き
な
が
ら
、
乗

り
越
え

て
行
く
。
「水
滸
伝
不
説
鬼
神
怪
異
之
事
、
是
他
気
力
過
人
処
」

(「
聖
嘆

外
書
」)
と
す
る
金
聖
嘆
の
論
評
は
、
ま
ず
は
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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里見八犬伝論

し
か
し
馬
事
が
聖
嘆
と
見
方
を
異
に
す
る
の
も
こ
の
と
こ
ろ
で
、
洪
大
尉
が
石

羯
妖
魔
を
走
ら
せ
、
九
天
伝
女
が
天
書
を
賜
わ
る
の
が
怪
異
談
で
な
く
て
何
で
な

ろ
う
か
と
い
う

の
が
、
彼

の
一
貫
す

る

『水
滸
伝
』
観
で
あ

っ
た
。

石
碼
妖
魔
を
走
ら
せ
る
発
端
を
、
怪
異
譚
と
し
て
捉
え
る
眼
か
ら
見
れ
ば
、

一

百
八
箇
の
豪
傑

の
列
伝
に
は
殆
ど
怪
異
性
が
な
い
。
つ
ま
り
妖
魔
か
ら
現
実
の
人

間

へ
の
、
転
生
秘
密

の
理
法

の
物
語

に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
馬
琴
が

『水

滸
』
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
と
す
れ
ば
、
ま
ず
こ
の
点
に
関
し
て
で
あ
る
。
魔

'界
か
ら
人
間
界

へ
繋
が
る
因
果
関
係

の
証
、
深
く
潜
行
す
る
超
自
然
的
理
法
と
し

て

『八
犬
伝
』
で
は
、
八
字
の
霊
玉
と
聖
痕
の
痣
が
、
考
案
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

最
初
の
犬
士
犬
塚
信
乃
が
、
名
前
も

〈信
乃
〉
と
女
性
的
で
、
女
児
に
扮
し
て

登
場
し
て
来
る
の
は
印
象
的
で
あ
る
。
列
伝
第

一
の
犬
士
が
女
装
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
す
る
馬
琴
の
考
え
は
、
伏
姫

の
男
ま
さ
り
の
気
質
の
反
覆
と
し
て
説
明
さ

れ
る
が
、
男
性
で
も
な
く
女
性
で
も
な
い
。
両
義
的
な
曖
昧
性
を
含
む
も
の
を
、

ま
ず
最
初
に
印
象
づ
け
る
こ
と
で
、
八
犬
士
の
人
間
像
に
個
別
性
を
附
与
す
る
と

共
に
、
物
語
の
世
界
に
、
重
層
的
イ
メ
ー
ジ
を
う
え

つ
け
た
効
果
は
大
き
い
。

信
乃
に
女
服
を
着
せ
、
女
児
と
し
て
育
て
る
こ
と
を
希
望
し
た
の
は
、
母
親

の

手
束
で
あ

っ
た
。
そ
乳
は
俗
信
に
よ
る
も
の
で
、
今
迄
に
生
ま
れ
た
三
人
の
男
児

む
つ

き

が
、
み
な
襁
褓
の
中
に
死
ん
だ
の
で
、
恙
無
く
育
つ
こ
と
を
願
っ
て
の
こ
と
だ
と

い
う
。
こ
の
よ
う
な
男
児
の
女
性
化

に
、
母
親
の
意
志
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は

た
つ
く
り

見
逃
せ
な
い
。
毛
野
の
女
装
も
動
機

は
異
な
る
が
、
母
調
布

の
希
望
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
か
っ
た
。

い
で
た
ち

母
の
手
束
が
病
死
し
た
折
も
信
乃
は
衣
裳
を
更
え
ず
、
女

の
子
の
打
扮
で
棺
お

く
り
に
加
わ
る
の
で
、
村
人
の
嘲
笑

の
的
に
な
る
。
信
乃
は
つ
い
に
怒
気
を
含
ん

で
父
を
難
詰
す
る
が
、
す
べ
て
母
の
意
志
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ

れ
た
と
き
、
そ
の
慈
愛
の
深
さ
に
、
改
め
て
思
慕
の
情
を
募
ら
せ
る
と
い
う
具
合

で
あ
る
9

母
の
遺
志
を
継
ぎ
、
そ
の
死
後
三
年

間
女
児
の
姿
を
守
り
通
す
と
い
う
の
は
、

信
乃
に
捺
さ
れ
た
痕
跡
の
女
性
的
な
る
も
の
の
意
味
が
並
の
も
の
で
な
い
こ
と
を

表
わ
し
て
い
る
。
実
際
女
装
を
解
く
の
は
父
番
作

の
死
後
、
伯
母
婿
蟇
六
の
屋
敷

に
移

っ
て
か
ら
後
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
生
前
の
番
作
の
言
葉
に
よ
り
予
告

さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
社
会
的
に
は
元
服
と

い
う
通
過
儀
礼
に
依
る
わ
け
だ
が
、

背
後
に
は
父
の
死
と
、
父
か
ら
授
か
る
、
聖
に
し
て
男
性
的
な
る
も

の
の
象
徴

〈村
雨
の
刀
〉
が
あ
る
。
「こ
れ
を
汝
に
と
ら
せ
ん
に
、
そ
の
ざ
ま
に
て
は
相
応

も
り
た
か

か
ら
ず
。
髻
を
短
く
し
、
今
よ
り
し
て
犬
塚
信
乃
戌
孝
と
名
告
れ
か
し
」
と
い
う

番
作
の
言
葉
は
、
〈村
雨
の
刀
〉
が
、
女
装
の
信
乃
が
象
徴
す
る
両
性
具
有
性
に

相
応
し
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
結
局
女
装
の
犬
士
信
乃
が
、
〈村
雨
の
名

刀
Y
を
帯
び
る
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
だ
け
は
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

両
者
は
相
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。
信
乃
に
捺
さ
れ
る
女
性
的
刻
印
が
あ
ま
り
に
も

深
い
た
め
に
、
そ
れ
を
も
ど
い
て
男
性
的
自
立
を
は
か
る
た
め
に
も
、
神
聖
な
る

〈村
雨
の
名
刀
〉
は
彼
に
附
与
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
。

・
し
か
し
そ
の
過
程
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
信
乃
は
こ
の
名
刀
の
所
有
者
故

に
、
却

っ
て
幾
多
の
困
難
に
出
遇
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
伯
母
婿
蟇

六
に
神
宮
河
で
殺
さ
れ
か
け
た
り
、
摩
り
替
え
ら
れ
た
と
も
気
附
か
ず
、
許
我

(古
河
)
公
方
成
氏
に
、
、刀
を
携
え
て
名
乗
ゆ
出
る
と
い
う
よ
う
に
、
彼
の
苦
難

の
原
因
に
は
こ
の

〈村
雨
の
名
刀
〉
が
か
ら
ま
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
両
性
具

有
的
と
は
い
っ
て
も
、
む
し
ろ
女
性
的
面
の
み
が
際
立

っ
て
い
た
信
乃
に
は
、
男

性
的
自
立
そ
の
も
の
が

一
つ
.の
試
練
で
あ

っ
た
の
だ
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
伏
姫
か
ら
母
親
手
束
を
経
て
信
乃

へ
伝
わ
る
、
両
性
具
有

的
兆
候
は
、
〈村
雨
の
名
刀
〉
で
も
ど
か
れ
、
全
面
氷
解
す
る
わ
け
で
は
な

い
。

楔
子
か
ら
本
伝

へ
底
流
す
る
こ
の
微
妙
な
色
ど
り
は
、
『八
犬
伝
』
全
体
に
と
つ

て
可
成
り
重
要
な
も
の
で
、
後
に
は
女
装
犬
士
犬
坂
毛
野
や
、
少
年
犬
士
犬
江
親

兵
衛
な
ど
の
登
場
で
、
繰
り
返
し
て
呼
び
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
源
流
に
さ
え
な

っ
て
い
る
。

『八
犬
伝
』
は
、、

聖
女

(母
)
伏
姫
と
、
そ
の
八
人
の
息
子
た
ち
の
物
語
で
あ
る
。

犬
士
た
ち
は
武
蔵
野
や
そ
の
周
辺
関
八
州
の
各
地
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
父
母
か
ら
生

偽
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ま
れ
出
る
が
,
皆
幼
児
に
父
母
を
失

い
孤
児
と
な
る
。
そ
れ
と
い
う

の
も
真
の
親

は
、
聖
女
伏
姫

一
人
の
み
で
あ
る
か
ら
だ
。
小
文
吾
の
父
古
那
屋
文
五
兵
衛
だ
け

は
、
比
較
的
後
ま
で
生
き
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
小
文
吾
は
そ
の
死
に
目
に
は
会

え
な
か
っ
た
。
父
母
に
縁
の
薄

い
の
が
、
彼
ら
た
ち
の
宿
命
な
の
で
あ
る
。

噛
信
乃
と
て
も
例
外
で
は
な
い
が
、

そ
れ
で
も
信
乃
に
つ
い
て
は
、
父
番
作
と
母

手
束
の
邂
逅
か
ら
結
婚
ま
で
の
い
き
さ

つ
、
信
乃
の
誕
生
、
家
庭
と
両
親
、
様
々

な
幼
児
体
験
、
父
母
の
死
、

辱伯
母
の
亀
篠
、
蟇
六
夫
妻
、
許
婚
者
浜
路
の
悲
劇
と

い
う
よ
う
に
、
犬
士
と
し
て
旅
立

つ
ま
で
の
詳
細
な
物
語
が
、
そ
の
故
郷
大
塚
を

中
心
舞
台
に
綴
ら
れ
る
。

.
〈孝
〉
の
霊
玉
所
持
者
に
父
母
の
存
在
が
不
鮮
明
で
は
、
話
の
作
り
よ
う
も
な
い

わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
犬
士
列
伝
の
巻
頭
に
据
え
、
し
か
も
武
蔵
国
大
塚
の
地
に
舞

台
を
定
め
た
こ
と
は
成
功
で
あ

っ
た
。
こ
こ
を
舞
台
と
す
る
信
乃
の
幼
年
の
物
語

が
な
け
れ
ば
、
『八
犬
伝
』
は
ず
い
ぶ

ん
つ
ま
ら
な
い
小
説
に
な

っ
て
い
た
乏
思

わ
れ
る
。

大
塚
は
川
越
街
道
に
近
く
、
板
橋
に
通
じ
る
江
戸
近
郊
の
交
通
の
要
所
で
、
古

く
か
ら
百
姓
町
屋
は
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
延
享
二
年
に
は
町
方
支
配
と
な

っ
た

と

こ
ろ
で
あ
る

(文
政
十
二
年

『御
府
内
備
考
』
)。
伝
通
院
、
護
国
寺
領
な
ど
を
含

み
、
江
戸
市
民
に
は
江
戸
の
隣
接
地
と
し
て
、

つ
と
に
知
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
母
が
願
を
掛
け
て
信
乃
の
誕
生
を
祈

っ
た
と
す
る
、
滝
の
川
の
弁
才
天
も

こ
こ
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
。

・だ
い
た
い

『八
犬
伝
』

の
時
間
的

原
点
は
、
嘉
吉
元
年

(
一
四
四

一
年
)

の
結

城
合
戦
に
据
え
ら
れ
と
い
て
、
里
見
本
伝
と
共
に
、
犬
士
列
伝
の
幾
筋
か
は
、泊

こ

こ
を
原
点
に
派
流
し
て
い
く
構
造
を
内
包
し
て
い
る
。
安
房
の
里
見
家
の
始
祖
義

実
が
、
討
死
を
覚
悟
し
た
父
季
基
の
命
令
で
、
里
見
家
再
興
の
た
め
に
二
人
の
家

臣
を

つ
け
ら
れ
、
敵

(管
領
上
杉
憲
実

・
清
方
)
の
包
囲
を
突
破
し
て
落
ち
の
び

る
の
も
、
結
城
合
戦
で
あ

っ
た

(第

一
回
)
。
義
実
は
安
房
に
渡
り
、
里
見
家
興

隆
の
端
緒
を
開
く
の
で
あ
る
が
、
結
城
合
戦
そ
の
も
の
は
悲
惨
で
あ
る
。
結
城
氏

が
亡
び
る
ば
か
り
か
、
結
城
氏
朝
に
頼

っ
て
い
た
足
利
持
氏

(鎌
倉
公
方
)
の
子

春
王
丸
と
安
王
丸
が
、
捕
え
ら
れ
て
美
濃
の
垂
井
ま
で
送
ら
れ
、
そ
こ
で
斬
殺
さ

れ
る
と
い
う
、
歴
史
に
も
知
ら
れ
た
哀
話
が
あ
る
。

す

が
も

〈犬
塚
〉
の
姓
は
世
を
忍
ぶ
仮
り
の
名
字
、
「武
蔵
国
豊
島
郡
菅
菰
大
塚
の
郷
」

の
生
え
ぬ
き
の
国
人
で
、
本
姓
も
大
塚
と
い
う
の
が
、
信
乃
の
生
ま
れ
た
家
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
祖
父
匠
作
、
父
番
作
は
鎌
倉
公
方

(馬
琴
は

「管
領
」
と
書

く
)
持
氏
の
近
習
で
あ
る
と
す
る
か
ら
、
見
方
に
よ
っ
て
は
里
見
義
実
よ
り
も
正

統
派
か
も
し
れ
な
い
。
当
然
結
城
合
戦
で
は
ハ
結
城
城
に
籠
城
す
る
。

里
見
季
基
が
義
実
に
し
た
よ
う
に
、
落
城
の
折
匠
作
も
番
作
に
、
虎
口
を
脱
出

し
て
大
塚

へ
帰
り
名
跡
を
継
げ
と
指
図
し
て
、
主
君
足
利
持
氏
か
ら
春
王
丸

へ
伝

え
て
、
今
は
匠
作
が
預
か
る

〈村
雨
〉
の
名
刀
を
番
作
に
委
ね
る

(こ
の
刀
は
後

に
物
語
の
展
開
の
上
で
重
要
な
道
具
と
な
る
)
。
自
分
は
必
死
の
覚
悟
で
、
護
送

さ
れ
る
二
公
達
の
跡
を
慕
い
、
奪
取
の
…機
会
を
窺
う

の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ

れ
は
成
ら
ず
、
樽
井

(垂
井
)
で
二
公
達
と
共
に
斬
り
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

番
作
は

一
旦
は
父
の
指
示
に
従
う
素
振
り
を
見
せ
る
が
、
こ
れ
ま
た
春
王
安
王

二
公
達
の
跡
を
追
い
、
そ
の
最
後
の
場
に
乱
入
、
大
乱
闘
の
末
父
の
敵
を
討
ち
、

二
公
達
と
父
の
首
級
を
奪

っ
て
逃
走
す
る
。「逃

走
の
途
中
木
曾
山
中
の
田
舎
道
場

い
の
た
ん
ぞ
う

で
、
こ
れ
ま
た
結
城
合
戦
で
戦
死
し
た
持
氏
の
臣
、
井
丹
三
直
秀
の
娘
手
束
と
邂

逅
、
二
人
は
親
が
許
し
た
許
婚
者
で
あ
っ
た
の
で
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

記
述
が
少
し
ぐ
ど
く
な

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
信
乃
の
物
語
の
発
端
は
、

正
史
か
ら
稗
史
を
紡
ぎ
出
す
馬
琴
の
方
法
を
観
察
す
る
に
は
、
適
切
な
場
で
あ
る
。

歴
史
上
の
決
定
的
な
あ
る

一
点
に
幾
つ
か
の
糸
口
を
見

つ
け
出
し
、
も
と
を
共
通

体
験
の
世
界
と
し
て
太
い
紐
で
括
っ
て
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
糸
口
か
ら
別
々
の

物
語
を
編
み
出
し
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
位
相
の
違
い
は
、
そ
の
物
語
全

体
の
世
界
の
広
が
り
を
保
証
し
、
内
部
浸
透
の
深
さ
、
人
間
の
行
動
様
式
の
多
様

性
を
印
象
づ
け
る
。

未
知
の
国
安
房

へ
渡

っ
て
、
言
葉
は
悪

い
が
棊
奪
者
と
し
て
成
功
し
て
行
く
里

見
義
実
。
旧
里
大
塚

へ
帰

っ
て
も
、
自
分
の
居
場
所
す
ら
な
か

っ
た
大
塚
番
作
。

番
作
は
し
か
も
樽
井
の
大
乱
闘
で
深
傷
を
負

い
、
不
具
者
に
な

っ
て
い
た
。
新
妻
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の
手
束
に
助
け
ら
れ
、
漸
く
の
思
い
で
旧
里
大
塚
に
帰
り
着
い
た
と
き
、
大
塚
家

の
名
跡
は
、
腹
違

い
の
姉
夫
妻
に
奪
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

武
蔵
野
国
大
塚
の
郷
を
舞
台
に
描
か
れ
る
犬
士
列
伝
第

一
の
物
語
は
、
結
局
の

と
こ
ろ
名
跡
財
産
を
奪
わ
れ
て
零
落
す
る
家
族
と
、
横
奪
し
て
羽
振
り
を
き
か
す

成
り
上
り
の
家
族
、

つ
ま
り
同
族
間

の
対
立
と
憎
悪
の
物
語
で
あ
る
。
中
世
的
在

地
社
会
に
相
応
し
い
人
間
劇
、
な
ど
と

い
う
見
方
で
は
済
ま
な
い
。
家
、
名
跡
,

財
産
を
め
ぐ
る
こ
の
種
の
同
族
間
対
立

の
話
は
、
古
く
て
新
し
い
テ
ー
マ
で
、
何

も
在
地
社
会
特
有
の
も
の
で
も
な
い
。
暗
く
て
陰
湿
で
や
り
き
れ
な
い
が
、
戦
争

や
敵
討
よ
り
も
平
和
な
時
代
の
封
建
市
民
読
者
に
は
、
よ
ほ
ど
卑
近
な
テ
ー
マ
で

あ
る
と
い
え
る
。

だ
い
た
い
犬
士
列
伝
は
皆
暗
い
。
『
八
犬
伝
』
を
読
了
し
た
時
の
印
象
を
、
〈暗

い
〉
と
い
う
人
は
少
く
な
い
が

(例
え
ば
川
村
二
郎

『里
見
八
犬
伝
』
)
、
こ
の
暗

さ
は
犬
士
列
伝
の
暗
さ
に
あ
る
と
い
え

る
。
馬
琴
は
考
え
得
る
限
り
の
、
人
間
の

暗
い
運
命
の
サ
ン
プ
ル
を
寄
せ
集
め
て
き
て
、
犬
士
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
配
分
し
た

の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
く
ら

い
で
あ
る
。
神
女
伏
姫
を
母
に
載
く
運
命

の
児
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
現
実
の
父
母
は
假
り
の
親
で
、
い
ず
れ
本
来
の
母
伏
姫

の
も
と
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
孤
児
に
な
る
の
は
止
む
を
得
な
い
に
し
て

も
、
そ
の
い
き
さ

つ
が
あ
ま
り
に
も
暗

い
。
母
神
伏
姫
の
加
護
で
も
な
け
れ
ば
、

自
殺
し
て
果
て
る
他
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

今
は

一
つ
一
つ
を
書
か
な
い
が
、
犬
山
道
節
、
犬
村
大
角
、
犬
飼
現
八
、
馳犬
川

荘
助
が
こ
と
に
悲
惨
な
幼
児
体
験
を
持

つ
が
、
こ
れ
ら
残
酷
な
物
語
の
中
に
、
聖

な
る
も
の
に
与
え
ら
れ
る
運
命
の
刻
印

が
、
同
時
に
は
り
つ
い
て
い
る
の
も
見
逃

せ
な

い
。
信
乃
の
女
装
も
そ
う
で
あ
る
が
、
神
穏
し

(仁
親
兵
)
、
蘇
生
譚

(道

節
)、
異
常
出
生
譚

(毛
野
)
、
申
し
子

(信
乃
)
等
々
、
こ
こ
で
も
ま
た
英
雄
や

聖
な
る
人
格
に
刻
印
さ
れ
る
神
話
的
指
標
が
、
ま
る
で
サ
ン
プ
ル
の
如
く
取
り
揃

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日

か
め
ざ
さ

ひ
き
ろ
く

番
作
の
義
姉
亀
篠
の
夫
蟇
六
に
つ
い
て
は
、

む
ら
お
さ

人
と
な
り
、
武
士
に
な
る
べ
き
も
の
に
も
あ
ら
ね
ば
、
僅
に
村
長
を
命
ぜ
ら
れ
、

帯
刀
を
許
さ
れ
て
、
八
町
四
反
の
荘
園
を
宛
行
れ
、
彼
地
の
陣
代
大
石
兵
衛
尉

う
け

が
下
知
を
承
て
、
勤
む
、べ
き
旨
を
仰
ら
る

(第
十
六
回
)

と
あ

っ
て
、
彼
の
よ
う
な
人
物
が
当
主
と
な

っ
た
た
め
に
、
「大
塚
家
の
社
会
的
地

位
は
格
下
げ
に
な

っ
た
。
自
堕
落
で
見
栄

っ
張
り
の
女
亀
篠
が
引
張
り
込
ん
だ
破

落
尸

(
い
光
ず
ら
も
の
)
で
あ
る
。
村
長
の
権
威
を
振
り
廻
し
て
百
姓
共
を
い
た

め
つ
け
、
欲
だ
け
は
深
い
か
ら
、
暮
ら
し
振
り
は
豊
か
で
あ
る
。

近
く
に
住
み
な
が
ら
、
番
作
は
蟇
六
を
無
視
し
つ
づ
け
る
。
す
る
と
番
作
の
冷

や
や
か
な
態
度
が
、
蟇
六
央
妻
の
嫉
み
心
を
か
き
立
て
る
。

す
べ
て
蟇
六

・
亀
篠
は
、
親
族
他
人
の
差
別
な
く
、
能
を
妬
む
の
病
あ
り
。
愛

ひ
が

そ
し

惜
ふ
か
く
心
僻
み
て
、
と
に
か
く
人
を
譏
れ
ど
も
、
素
よ
り
己
に
見
識
な
け
れ

ば
、
人
真
似
を
す
る
事
も
お
ほ
か
り
。

と
馬
琴
は
書
く
。

い
っ
た
い
馬
琴
は
、
蟇
六

・
亀
篠
の
人
間
像
を
何
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
り
上
げ

た
の
か
。
「帯
刀
を
許
さ
れ
」
た
、
「
陣
代
の
下
知
を
承
」
る

「村
長
」
な
る
も
の

が
、
室
町
中
期
の
武
蔵
野
の
在
地
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
、
ど
う
し
て
も
浮
か

び
上
ら
な
い
、。
だ
か
ら
と
い
っ
て
浄
瑠
璃
ほ
ど
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
も
な

い
。

大
塚
村
に

つ
い
て
、
お
そ
ら
く
村
落
の
面
影
が
色
濃
か

っ
た
、
七
八
十
年
前
頃
の

大
塚
近
辺
を
頭
に
置
い
て
描
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
蟇
六

・
亀
篠
の
人
間
像
に
関
し
て
は
、
身
近
か
な
人
間
観
察
が
大

い
に
役

立

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蟇
六

・
亀
篠
の
番
作

一
家
に
対
す
る
嫉
み
と

対
抗
心
は
、
呆
れ
る
ほ
ど
小
市
民
的
で
他
愛
が
な
い
。
例
え
ば
番
作
が
書
物

一
巻

を
著
す
と
、
蟇
六
は
番
作
の
才
能
に
云
い
よ
う
の
な
い
嫉
み
を
抱
く
な
ど
と
い
う

の
は
、
江
戸
市
民
の
見
栄
や
名
誉
心
の
範
躊
に
属
す
る
。
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番
作

一
家
が
飼
う
与
四
郎
犬
に
対
抗
し
て
、
蟇
六
も
ま
た
何
回
か
犬
を
飼
う
が
、

み
な
与
四
郎
犬
に
噛
み
伏
せ
ら
れ
る

の
で
、
犬
を
諦
め
猫
を
飼

っ
て
溺
愛
す
る
な

ど
と

い
う
の
も
、
ペ
ッ
ト
で
競
争
す
る
小
市
民
社
会
の
風
俗
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

江
戸
近
郊
の
地
大
塚
に
似

つ
か
わ
し
く
、
そ
の
ま
ま
江
戸
的
、
そ
し
て
日
常
的
で

す
ら
あ
る
。

こ
ん
な
他
愛
の
な
い
事
柄
の
集
積
が
、
み
る
み
る
う
ち
に
本
質
的
問
題
に
展
開

し
た
り
、
決
定
的
破
局
に
な
だ
れ
込
み
、
ま
た
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
宿
業
の
陥

穽
に
人
間
を
誘
い
込
む
と
い
う
の
が
、
こ
の
辺
を
綴
る
と
き
の
馬
琴
の
筆
法
で
あ

る
。
犬
猫
戦
争
は
蟇
六
の
嫉
妬
心
か
ら
出
た
も
の
で
、
番
作
は
初
め
か
ら
相
手
に

も
し
な
い
が
、
事
態
は
拗
れ
に
拗
れ
て
、
結
局

〈村
雨
の
名
刀
〉
の
所
有
を
め
ぐ

る
駆
け
引
き

へ
展
開
し
て
い
く
。

蟇
六
の
嫉
み
深
さ
は
、
,彼
が
大
塚
家

の
家
長
と
し
て
の
資
格
に
欠
け
る
こ
と

へ

の
、
無
意
識
的
な
自
覚
と
劣
等
感
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
、
家
の
名
跡
の
象
徴
た

る

〈村
雨
の
名
刀
〉
の
所
属
と
効
用
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
は
、
い
ず
れ
蟇
六
が
番

作
に
対
し
て
仕
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
争

い
な
の
で
あ

っ
た
。

番
作
が
争
い
の
深
刻
化
を
避
け
る
か

の
よ
う
に
、
自
害
の
道
を
選
ぶ
の
は
、
生

存
の
資
格
を
失

っ
た
人
間
の
絶
望
死
と
と
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
古
那
屋
の
場
に
お

け
る
房
八
の
死

(三
六
回
)
や
、
雛
衣

の
犠
牲
死

(第
六
五
回
)
が
、
複
雑
に
仕

組
ま
れ
た
虚
構
の
中
に
現
前
す
る
、
き
わ
め
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
、
あ
る
意
味

・

で
は
祭
式
性
に
富
む
死
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
番
作
の
死
、
ま
た
発
端
の
金
碗

八
郎
孝
吉
の
自
害
も
そ
う
で
あ
る
が
、
死
を
潤
色
す
る
物
語
的
意
味
づ
け
が
欠
落

し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
分
だ
け
、
人
生
の
実
相
が
透
け
て
視
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
浜
路
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
馬
琴
は

『入
犬
伝
』

の
ヒ

ロ
イ
ン
た
ち
の
殆
ど
に
、
実
に
苛
酷
な
運
命
を
用
意
し
た
が
、
な
か
で
も
信
乃
の

許
婚
者
浜
路
に
は
、
も

っ
と
も
悲
惨
な
運
命
と
死
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
物
語

的
運
命
と
人
生
の
苦
悩
が
、
浜
路
の
上
で
二
重
交
又
す
る
よ
う
な
形
で
集
中
的
に

現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

富
山
の
洞
の
伏
姫
も
(
苛
酷
な
運
命

に
耐
え
抜
い
て
果
て
る
が
、
そ
れ
は
玉
梓

の
怨
霊
の
支
配
を
受
け
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
い
わ
ば
前
世
か
ら
の
約
束
事
で
あ

る
。
彼
女
は
悪
霊
に
支
配
さ
れ
て
い
る
自
分
の
運
命
を
知
ら
な
い
が
、
眼
前
の
八

房
は

一
匹
の
犬
で
し
か
な

い
か
ら
、
矛
盾
の
間
に
あ
っ
て
も
と
る
べ
き
態
度
に
迷

い
は
な
く
、
意
志
と

モ
ラ
ル
に
身
を
委
ね
て
果
敢
に
生
き
て
、
果
敢
に
果
て
る
。

実
人
生
の
苦
悩
は
片
鱗
も
読
み
取
れ
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
読
み
取
れ
な
い
よ
う

に
故
意
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

浜
路
は
大
塚
村
の
蟇
六
夫
婦
の
家
庭
に
、
養
女
と
し
て
も
ら
わ
れ
て
来
た
児
で

あ
る
、
蟇
六
夫
婦
は
子
供
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
「妬
み
の
病
」
に
犯
さ
れ
て
い

る
彼
ら
夫
婦
が
、
番
作
夫
妻
の

一
粒
種
信
乃
の
存
在
に
、
羨
望
の
念
を
禁
じ
得
な

か
っ
た
の
も
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
蟇
六
の
番
作

へ
の
対
抗
と
挑
戦
は
、
ま

ず
養
女
を
貰
う
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
「そ
の
偏
執
の
心
も
て
、

わ
が
物
と
だ
に
名
を

つ
く
れ
ば
、
傍
い
た
く
愛
に
溺
れ
」
る
蟇
六
亀
篠
で
あ
る
。

浜
路
は
こ
れ
見
よ
が
し
に
、
分
に
過
ぎ
た
綺
羅
で
飾
り
立
て
ら
れ
て
育
て
ら
れ
る

が
、
養
父
母
の
気
分
本
位
の
エ
ゴ
イ
ス
チ

ッ
ク
な
愛
が
、
彼
女
の
精
神
状
態
を
常

に
不
安
に
陥
れ
、
精
神
的
に
は
孤
独
な
少
女
に
な

っ
て
い
る
。

江
戸
の
読
本
は
、
t
か
く
実
人
生
か
ら
遊
離
し
て
、
荒
唐
無
稽
な
架
空
談
義
に

始
終
す
る
よ
う
に
思
わ
九
が
ち
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
馬
琴
の
浜
路
に
つ
い
て
の

描
き
方
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

蟇
六
夫
婦
は
浜
路
に
貰

い
子
で
あ
る
こ
と
を
ひ
た
隠
し
に
、
た
だ
実
の
子
の
よ

う
に
言
い
き
か
せ
で
押
し
通
し
て
い
る
が
、
他
人
の
口
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
噂
が
彼

女

の
耳
に
入
り
、
実
の
親

へ
の
思
慕
や
空
想
が
彼
女
の
心
を

一
層
暗
く
す
る
。
馬

琴
は
信
乃
と
浜
路
の
物
語
の
後
、
例
の
芳
流
閣
上
の
格
闘
を
描
く
に
次
い
で
、
犬

飼
現
八
の
身
の
上
話

へ
移
り
、
こ
こ
で
再
度
貰
い
子
の
物
語
を
繰
り
返
す

(第
三

二
回
)
。

八
犬
士
の

一
人
犬
飼
現
八
も
、
実
父
の
生
活
苦
か
ら
、
赤
子
の
う
ち
に
養
父
に

引
き
取
ら
れ
て
成
長
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
浜
路
の
場
合
と
対
照

的
な
の
で
あ
る
。
現
八
の
養
父
見
兵
衛
は
、
現
八
が
貰

い
子
で
あ
る
こ
と
を
少
し

も
隠
さ
ず
、
薄
命
な
実
父
母
に

つ
い
て
語
り
聞
か
せ
、
現
八
の
精
神
的
成
長
を
奨
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ま
す
材
料
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
態
度
が
、
実
際
に
好
結
果
を
も
た
ら
す
か

ど
う
か
の

一
般
論
は
別
に
し
て
毛
、
少
く
と
も
現
八
の
心
に
養
父
見
兵
衛
は
微
禄

卑
職
な
武
士
で
あ

っ
て
も
、
尊
敬
に
価
す
る
人
物
と
し
て
敬
慕
の
念
を
残
す
結
果

と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

浜
路
と
現
八
、
こ
の
対
照
的
に
描
き

分
け
ら
れ
る
貰
い
子
の
物
語
を
見
て
も
、

『八
犬
伝
』
に
は
単
な
る
荒
唐
無
稽
な
観
善
懲
悪
小
説
と
断
定
で
き
な
い
、
人
生

表
現
の
深
さ
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。

軽
薄
な
才
子
網
乾
左
母
二
郎
に
恋
慕

さ
れ
た
り
、
悪
陣
代
簸
上
宮
六
に
嫁
ぐ
こ

と
を
強
要
さ
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
運
が
浜
路
の
身
を
襲
う
が
、
彼
女
が
想

い
を
寄
せ
る
信
乃
は
、
女
の
真
情
に
は
引
か
れ
て
も
、
受
容
す
る
こ
と
を
拒
む
。

こ
れ
に
つ
い
て
は

「信
乃
の
如
き
は

い
よ
い
よ
稀
な
り
」
で
、
情
に
溺
れ
な
い
こ

と
に
男
性
的
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
馬
琴
の
論
評
が
あ
る

(第
二
十
五
回
)
。

し
か
し
作
中
に
あ
る
こ
の
種
の
作
者
の
お
喋

べ
り
に
は
、
用
心
し
て
か
か

っ
た

方
が
よ
い
場
合
が
あ
る
。
何
故
な
ら
馬
琴
は
浜
路
の
不
幸
を
こ
れ
だ
け
の
も
の
と

は
せ
ず
、
彼
女
が
背
負
う
過
去
の
暗

い
宿
業
を
ひ
そ
か
に
仕
組
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

浜
路
は
八
犬
士
の

一
人
犬
山
道
節
の
異
母
妹
で
あ
っ
た
。
兄
妹
の
父
は
管
領
扇
谷

定
正
に
亡
ぼ
さ
れ
た
練
馬
倍
盛
の
臣

で
あ
る
。
兄
妹

の
父
親
に
は
二
人
の
側
室
が

あ
や
め

あ
り
、

一
人
は
道
節
の
母
、
他
の

一
人
は
浜
路
の
母
で
あ
っ
た
。
浜
路
の
母
黒
白

お

ぜ

ひ

は
、
男
児
を
生
ん
で
正
室
に
直

っ
た
も
う

一
人
の
側
室
阿
是
非
を
憎
悪
し
、
夫
の

留
守
に
母
子
共
に
毒
殺
す
る
非
常
手
段
に
出
た
の
で
あ
る
。
道
節
は
そ
の
阿
是
非

の
子
で
、
殺
さ
れ
て

一
旦
は
葬
ら
れ
た
が
、
不
思
議
に
蘇
生
し
て
助
け
出
さ
れ
た

か

つ
き

の
で
あ
る
。
黒
白
は
夫
の
手
で
斬
ら

れ
、
そ

の
娘
浜
路

(そ
の
当
時
は
正
月
)
が
、

生
涯
不
通
の
約
束
で
養
女
に
出
さ
れ
た
の
は
、
当
然
の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
。

一
見
大
仰
な
因
縁
話
に
見
え
る
が
、
江
戸
の
文
学
や
芸
能
で
は
別
に
珍
し
い
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
は
何
ら
か
の
因
縁
の
も
と
に
生
ま
れ
、
生
涯
宿
業
に

支
配
さ
れ
て
生
き
る
も
の
だ
と
す
る
見
方
が

一
般
的
で
あ
る
か
ら
、
文
学
的
虚
構

に
於
て
も
、
複
雑
な
因
縁
話
の
構
図
が
、
限
り
な
く
増
殖
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。

道
節
の
母
の
敵
は
浜
路
の
母
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
宿
縁
を
持

つ
異
母
兄
妹
が

一
つ
の
精
神
世
界
に
共
存
で
き
る
わ
け
は
な
い
。
八
犬
士
の
結
合
は
、
実
の
兄
弟

よ
り
も
親
密
な
精
神
的
な
繋
が
り
に
依

っ
て
い
る
。
浜
路
が
信
乃
の
妻
に
な
る
こ

と
は
、
義
兄
犬
山
道
節
と
の
関
り
か
ら
見
て
も
絶
望
的
な
こ
と
で
あ

っ
た
。

信
乃
が
滸
我
に
出
発
す
る
前
夜
、
浜
路
は
信
乃
の
部
屋
を
訪
れ
、
想
い
の
全
て

を
述
べ
て
信
乃
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
。
「浜
路
く
ど
き
」
で
有
名
な
場
で
、
哀
切
な

響
き
が
こ
も
る
名
文
章
が
、
女
の
感
情
の
世
界
を
描
き
尽
し
て
い
る
。

浜
路
は
伏
姫
と
共
に
、
馬
琴
が
も

っ
と
も
力
を
こ
め
て
描
い
た
、
『八
犬
伝
』

中
の
女

の
物
語
で
あ
る
。
伏
姫
は
聖
女
で
あ
る
か
ら
、
女
性
的
な
生
の
断
念
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
も
、
聖
女
と
し
て
蘇
え
る
こ
と
で
生
き

つ
づ
け
る
が
、
現
実
の
女

浜
路
に
は
、
行
く
手
の
道
は
全
て
阻
ま
れ
て
い
る
。
浜
路
に
あ
ら
ゆ
る
不
幸
を
仕

掛
け
、
最
期
に
は
男
性
の
象
徴

〈村
雨
の
刀
〉

で
斬
り
殺
す
こ
と
で
、
女
性
的
な

も
の
全
て
を
抹
殺
し
て
し
ま
っ
た
馬
琴
で
あ
る
。
少
し
や
り
過
ぎ
た
と
の
思
い
が

残

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
浜
路
は
再
び
亡
霊
と
な

っ
て
信
乃
の
夢
枕
に
立
ち
、

別
の
浜
路
が
信
乃
の
前
に
現
わ
れ
る

(第
六
十
八
回
)
な
ど
、
物
語
中
で
強
引
に

断
ち
切

っ
た
女
の
感
情
の
行
く
手
に
つ
い
て
、
馬
琴
は
馬
琴
な
り
に
苦
慮
し
て
い

る
さ
ま
が
、
後
の
構
想
の
展
開
の
中
に
窺
え
る
こ
と
を
、
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

犬
士
の
中
で
信
乃
だ
け
が
、
女
に
思
い
を
か
け
ら
れ
る
特
性
を
持

つ
が
、
こ
れ

は
お
そ
ら
く
女
児
と
し
て
育
て
ら
れ
た
彼
の
幼
児
体
験
に
根
ざ
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
〈村
雨
の
名
刀
〉
を
持

っ
て
自
立
し
て
も
、
過
去
の
女
性
的
特
徴
の
名
残

り
が
、
何
程
か
残

っ
て
い
て
、
そ
れ
が
逆
に
女
を
惹
き
つ
け
る
要
素
と
な

っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
元
服
し
て
男
と
な

っ
て
も

〈信
乃
〉
と
い
う
、
女
性
的
名

前
は
、
改
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
〈名
註
自
性
〉

(名
称
は
も
の
の
本
質
を
表
わ

す
)
の
哲
理
は
、
『
八
犬
伝
』
を
貫
流
す
る
根
本
法
則
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

(33)
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