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今
園
は
上
巻
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近
く
下
巻
が
出
る
予
定
。

　
藤
原
多
子
（
一
一
四
〇
…
一
二
〇
二
）
は
徳
大
難
公
募
の
女
で
、
藤
原
頼
長
の

義
女
と
な
っ
た
。
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
近
衛
天
皇
の
鼠
落
に
な
っ
た
が
、

永
暦
元
年
（
二
六
〇
）
再
び
二
条
天
皇
の
後
宮
に
入
っ
た
の
で
、
世
に
二
代

の
后
と
称
ば
れ
た
。
わ
が
圏
の
歴
史
で
は
こ
の
事
実
以
外
別
に
注
意
さ
れ
て

い
な
い
こ
の
一
女
性
を
、
ロ
ン
グ
レ
イ
教
擾
は
な
ぜ
特
に
と
り
あ
げ
て
、
大

き
な
本
を
二
巻
ま
で
も
丹
誠
こ
め
て
書
い
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
多
．
子

が
若
く
て
美
し
く
教
養
が
高
か
ウ
た
か
ら
、
皇
室
の
タ
ブ
ー
を
破
っ
て
二
度

ま
で
も
後
宮
の
人
と
な
っ
た
と
い
う
異
鯛
の
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
著
者
が
そ
の
女
性
に
興
味
を
も
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
歴
代
の
多
く

の
皇
后
の
中
か
ら
特
に
多
子
を
え
ら
ん
だ
理
由
は
、
著
者
が
彼
女
と
そ
の
胴

辺
に
お
い
て
生
じ
た
諸
種
の
で
き
ご
と
を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
爾
本

法
史
に
お
け
る
儀
礼
の
意
義
の
お
も
い
こ
と
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
た
め
で

あ
り
、
こ
と
に
第
十
二
慢
紀
に
お
け
る
皇
室
の
結
婚
の
ひ
と
つ
の
ケ
ー
ス
を

詳
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
代
の
結
婚
の
物
語
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
多

く
の
点
を
囲
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

　
本
書
で
は
多
子
が
近
衛
天
皇
の
皇
后
に
な
る
ま
で
の
次
第
と
皇
后
多
子
の

宮
廷
生
活
、
及
び
父
頼
長
に
つ
い
て
保
元
の
乱
で
た
お
れ
る
ま
で
の
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
。
初
に
績
長
の
家
族
及
び
多
子
に
つ
い
て
述
べ
、
康
治
元
年

八
月
九
日
（
一
一
四
二
・
八
・
三
一
）
多
子
が
女
御
代
に
任
叙
さ
れ
た
蒔
代
か

ら
、
詳
し
く
年
月
日
を
た
ど
っ
て
、
多
子
と
頼
長
と
の
経
歴
を
記
述
す
る
と

共
に
、
彼
等
が
関
係
し
た
各
種
の
儀
式
及
び
行
事
、
並
に
宮
廷
内
の
諸
宮
職

と
そ
れ
を
つ
と
め
た
人
々
に
関
す
る
詳
細
な
説
絹
が
な
さ
れ
て
い
る
。
史
料

ぽ
主
と
し
て
管
長
の
録
記
「
台
記
」
と
そ
の
別
面
た
る
「
婚
記
扁
と
に
依
っ

て
い
る
が
、
必
要
に
癒
じ
て
小
右
記
・
左
経
記
・
山
書
記
・
兵
範
記
な
ど
の

公
家
の
日
詑
類
、
公
卿
補
任
・
尊
卑
分
脈
な
ど
公
家
の
地
位
と
家
系
の
記
録
、

大
鏡
・
今
鏡
・
愚
管
抄
な
ど
彼
等
の
時
代
と
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
疇
代
に
で
き
た

公
家
の
史
書
類
の
な
ど
を
洩
れ
な
く
利
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
史

料
の
利
…
用
に
当
っ
て
は
、
い
か
な
る
版
本
に
よ
っ
た
か
、
筆
港
は
い
か
な
る

人
物
で
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
い
解
説
を
つ
け
て
い
る
。
以
て
著
者
が

こ
れ
ら
の
根
本
史
料
の
う
ち
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
入
込
を
お
か
し
て
材
料
を
集

め
、
い
か
に
真
剣
に
問
題
に
と
り
く
ん
で
い
る
か
が
わ
か
る
。
本
書
は
概
し

て
年
代
紀
的
に
事
実
を
克
明
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
日
本
人

に
は
特
に
目
新
ら
し
い
も
の
は
な
い
か
・
も
知
れ
な
い
が
、
醐
洋
の
学
者
の
本

で
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
、
撮
本
の
宮
廷
及
び
貴
族
の
生
活

に
つ
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
詳
細
に
史
実
そ
の
も
の
を
探
究
し
、
そ
れ
ら
を

あ
り
の
ま
ま
に
活
写
す
る
に
努
め
た
落
零
は
前
鋼
が
な
く
、
ま
さ
に
本
書
を

以
て
最
初
と
す
る
。
そ
れ
は
西
洋
の
史
学
界
に
非
常
な
貢
献
で
あ
る
に
相
違
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な
く
、
我
々
に
と
っ
て
も
環
本
の
王
朝
文
化
を
西
洋
流
に
掘
重
し
且
つ
欧
文

で
表
現
す
る
仕
方
な
ど
を
知
る
上
に
、
こ
の
上
な
く
役
に
立
つ
と
い
う
が
如

き
こ
と
は
も
と
よ
り
、
西
洋
の
卓
れ
た
学
者
の
日
本
史
に
対
す
る
探
究
が
、

い
か
に
深
く
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
か
を
知
り
う
る
材
料
で
あ
っ
て
、
ロ
ン
グ

レ
イ
氏
の
努
力
に
深
く
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
椿
寿
が
多
子
の
研
究
を
と
お
し
て
表
現
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
も

の
は
、
日
本
に
お
け
る
儀
礼
の
重
要
性
で
あ
る
。
氏
は
儀
礼
が
算
定
し
て
慣

例
化
し
た
も
の
を
面
喰
ユ
ε
巴
と
よ
び
、
そ
れ
が
習
轍
法
と
し
て
の
効
力

を
有
す
る
点
に
お
い
て
そ
れ
を
法
無
識
舞
搾
暮
δ
コ
と
よ
ん
で
い
る
。
ロ
ン

グ
レ
イ
氏
の
言
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
法
俗
と
い
う
の
は
、
　
織
子
搾
g
就
9
μ
と

い
う
文
字
は
同
じ
で
も
、
十
九
世
紀
が
教
え
こ
ん
だ
鹿
爪
ら
し
い
法
律
上
の

制
度
で
は
な
い
。
低
俗
の
規
定
は
厳
格
で
あ
り
、
そ
れ
が
細
か
い
と
こ
ろ
ま

で
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
ま
た
そ
れ
を
侵
す
者
が
懲
罰
を
う
け
る

点
で
も
法
律
と
共
通
す
る
。
礼
俗
の
厳
格
さ
は
礼
俗
が
も
っ
と
こ
ろ
の
効
力

．
に
比
例
す
る
。
礼
俗
は
完
全
に
慣
醤
で
あ
る
か
ら
、
不
運
な
春
は
或
は
無
智

に
よ
り
或
は
空
想
に
よ
っ
て
不
用
意
に
そ
れ
を
侵
し
て
制
裁
を
う
け
な
が
ら
、

な
ぜ
制
裁
さ
れ
る
か
の
理
由
を
知
ら
な
い
こ
と
す
ら
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
礼
俗
は
法
律
と
同
様
に
生
き
た
も
の
と
し
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。

礼
俗
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
社
会
学
的
に
そ
の
要
素
を
枚
挙
し
、
定
義
し
、

分
類
し
、
説
明
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
恰
も
宗
教
的
審
実

に
対
す
る
よ
う
に
、
よ
り
多
く
の
デ
リ
カ
シ
ー
が
要
求
さ
れ
る
。
礼
俗
の
行

為
が
我
々
の
前
に
生
き
て
い
る
の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
エ
ス

プ
リ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
科
学
的
正
確
さ
を
以
て
学
問
が
要
求
す
る
知

識
の
総
体
を
以
て
し
た
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
ロ
ン
グ
レ
イ
氏
は
読
本
に

お
け
る
礼
盤
の
重
要
性
を
こ
の
よ
う
に
説
い
た
後
、
日
本
の
優
秀
な
著
作
家

た
ち
の
正
確
で
よ
く
立
証
さ
れ
た
研
究
の
中
に
、
稀
に
し
か
口
本
の
法
俗
の

魂
そ
の
も
の
で
あ
る
と
、
私
に
は
思
わ
れ
た
も
の
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
の

で
、
私
め
驚
き
は
大
き
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
氏
は
外
国
人
の
や
り

方
で
、
法
律
学
者
や
社
会
学
者
が
、
恰
も
植
物
学
潜
が
植
諾
物
を
研
究
す
る
の

と
岡
じ
調
子
で
、
日
本
の
神
秘
的
で
定
義
し
が
た
い
礼
俗
を
研
究
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
、
そ
れ
ら
は
殆
ど
籔
観
的
に
把
握
す
る
他
は
な
い
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
み
ず
か
ら
反
問
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
の
礼
俗
を
と
お

し
て
あ
ら
わ
れ
た
デ
リ
ケ
…
ト
な
感
覚
は
生
ぎ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
定
式
化

し
て
は
な
ら
な
い
と
も
説
い
て
い
る
。
著
春
が
「
多
子
」
に
お
い
て
年
代
記

的
叙
述
を
以
て
、
第
十
二
世
紀
に
お
け
る
二
本
の
礼
俗
を
ひ
と
え
に
具
体
的

に
記
録
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
の
は
、
礼
俗
の
か
よ
う
な
性
格
を
深
く

感
得
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
臼
常
諸
般
の
生
活
の
実
態
を
は
な
れ
て
は
、
生

き
た
礼
俗
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
ロ
ン
グ
レ
イ
教
授
は
目
［
本
に
お
け
る
礼
俗
の
お
も
き
滞
陣
義
を

指
摘
す
る
。
日
本
以
外
で
は
発
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
前
面

に
お
し
だ
し
、
こ
れ
に
類
す
る
殆
ど
無
限
の
古
記
録
の
宝
庫
に
恵
ま
れ
た
日

本
に
お
い
て
、
無
限
に
よ
り
よ
い
仕
事
が
で
き
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
こ
の

仕
事
に
従
う
競
争
者
の
幽
現
を
刺
戟
す
る
と
い
う
希
望
を
あ
ら
わ
す
た
め
に

こ
の
本
を
欝
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
に
ロ
ン
グ
レ
イ
氏
の
外
国
（
臼
本
）

史
研
究
所
で
は
、
以
前
か
ら
特
に
啓
発
的
な
ケ
…
ス
の
深
く
細
か
い
吟
味
へ

と
多
く
の
注
意
を
向
け
て
き
た
が
、
朝
廷
の
女
性
的
環
境
の
中
か
ら
、
こ
の

若
い
皇
后
多
子
を
幾
腐
心
に
も
ま
た
が
る
日
本
の
沢
山
の
皇
后
た
ち
の
中
か

一
ら
切
り
離
し
て
、
ま
ず
こ
れ
を
書
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
初
は
わ
き

み
ち
で
あ
っ
た
仕
事
が
二
巻
の
本
に
な
る
に
至
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
乗
は

こ
の
研
究
が
日
仏
両
国
艮
の
間
の
友
情
に
負
う
て
い
る
こ
と
を
切
概
し
て
い
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る
が
、
こ
の
た
び
九
州
大
学
の
依
頼
に
慈
じ
て
来
日
さ
れ
、
京
都
大
学
へ
も

来
講
さ
れ
た
の
で
、
氏
の
旧
著
『
鎌
倉
時
代
』
の
続
刊
に
つ
い
て
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
吾
妻
鏡
の
全
訳
の
稿
本
も
で
き
て
い
る
と
き
い
て
、
私
は
大
に
お
ど

ろ
き
、
著
者
に
対
し
て
心
か
ら
な
る
敬
意
を
表
す
る
春
で
あ
る
。

　
ロ
ン
グ
レ
イ
氏
が
こ
の
本
で
礼
俗
と
よ
ん
で
い
る
も
の
は
、
ほ
ぼ
我
々
が

公
家
の
故
実
と
よ
ん
で
い
る
も
の
に
栢
賊
す
る
で
あ
ろ
う
。
王
朝
時
代
が
下

る
に
つ
れ
て
、
富
職
位
階
の
制
度
は
形
骸
を
止
め
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
と
と

も
に
、
こ
れ
に
伴
う
て
外
両
的
な
儀
礼
を
た
っ
と
ぶ
無
数
の
慣
例
を
生
じ
た
。

こ
の
慣
行
は
華
麗
な
宮
廷
生
活
を
、
お
の
ず
か
ら
に
で
き
あ
が
っ
た
礼
俗
で

固
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
礼
俗
は
ロ
ン
グ
レ
イ
庚
が
い
わ
れ
る
意

味
に
お
い
て
の
法
俗
ぼ
ω
ぼ
¢
8
で
は
な
か
ろ
う
か
。
公
家
の
社
会
で
は

そ
れ
ら
を
侵
す
こ
と
は
、
法
を
犯
す
の
と
同
様
に
戒
む
べ
ぎ
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
そ
れ
だ
か
ら
王
朝
の
貴
族
の
身
分
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
礼
俗
を

わ
き
ま
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
平
素
か
ら
そ
れ
に
つ

い
て
の
知
識
を
貯
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
有
識
と
よ

ば
れ
た
専
門
家
が
あ
っ
て
、
知
識
を
供
給
し
た
ほ
ど
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

本
質
は
儀
礼
的
慣
行
で
あ
る
か
ら
、
身
を
以
て
そ
れ
を
体
験
す
る
こ
と
が
、
そ

れ
を
知
る
た
め
の
叢
善
の
方
法
で
あ
っ
た
。
併
し
ロ
ン
グ
レ
イ
氏
が
礼
俗
と

称
ぶ
も
の
は
勿
論
公
象
の
故
実
の
よ
う
な
断
片
的
な
知
識
の
た
ぐ
い
で
は
な

く
、
公
家
社
会
の
法
の
生
命
を
そ
の
中
に
宿
す
慣
行
の
全
体
の
総
称
で
あ
る
。

　
管
見
に
よ
れ
ば
、
王
朝
時
代
の
公
家
の
生
活
が
儀
礼
を
重
ん
じ
た
の
は
、

法
制
の
本
質
は
礼
で
あ
る
と
い
う
中
国
法
の
思
想
が
、
律
令
法
の
制
定
に
伴

う
て
、
わ
が
国
に
輸
入
さ
れ
た
の
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
中
黒
で
は
周
礼

は
礼
典
の
書
で
あ
り
宵
制
の
書
で
あ
っ
た
。
律
令
法
は
五
倫
五
常
の
道
徳
を

重
し
と
し
、
そ
れ
を
一
貫
す
る
渚
は
礼
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
申
国
の
文
化
に

心
酔
し
漢
詩
漢
文
が
貴
族
階
級
必
須
の
教
養
の
如
く
1
7
糧
な
っ
た
平
安
朝
で
は

貴
族
は
聖
俗
を
重
ん
じ
た
。
官
職
位
階
で
各
人
の
身
分
が
定
ま
っ
て
い
た
彼

等
の
社
会
は
、
礼
俗
を
本
に
し
て
秩
序
あ
る
生
活
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ロ
ン
グ
レ
イ
教
授
の
言
の
如
く
、
聖
俗
は
貴
族
社
会
に
お
い
て
守
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
慣
習
法
を
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
保
守
的
に

古
い
慣
行
を
守
っ
て
変
え
な
い
傾
向
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、

同
教
擾
が
云
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
ロ
ン
グ
レ
イ
教
授
は
日
本
の
学
者
、
特
に
法
難
の
科
学
的
研
究
に
熟
達
し

た
青
春
が
、
礼
俗
の
研
究
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
か
さ

れ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
我
々
日
本
の
法
制
史
を
専
攻
す
る
港
に

と
っ
て
は
頗
る
参
考
に
な
る
評
言
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ち

お
う
、
次
の
事
実
を
考
慮
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
だ
い
た
い
日
本
法
制
史
に

関
す
る
研
究
は
、
律
令
の
研
究
か
ら
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、
礼
俗
の
研
究
は

決
し
て
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
先
に
云
っ
た
よ
う
に
中
国
法
は

礼
の
観
念
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
律
令
の
研
究
は
礼
を

忘
れ
ず
、
ま
た
王
朝
面
上
は
も
と
よ
り
徳
川
碍
代
に
お
い
て
も
、
身
分
社
会

の
生
活
は
身
分
相
応
の
礼
俗
を
尊
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
難
治
時

代
に
な
っ
て
も
最
初
の
日
本
法
制
史
は
律
令
の
官
職
及
び
諸
制
度
と
こ
れ
に

伴
う
た
礼
俗
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
の
一
端
は
国
学
院
編
纂
の
『
法
制
論

纂
緬
及
び
『
続
法
制
論
纂
』
の
項
目
を
見
て
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
わ
が
京
都
大
学
の
初
代
の
法
制
史
の
講
義
は
、
律
令
の
官
職
位
階
の
制
度

に
重
点
を
お
い
た
も
の
で
、
池
辺
義
象
氏
の
『
日
本
法
制
史
』
が
あ
る
。
そ

め
次
に
三
浦
周
行
隙
士
が
文
学
部
の
国
史
学
の
教
授
で
、
法
学
部
の
日
本
法

制
史
を
担
当
さ
れ
た
が
、
日
本
歴
史
の
う
ち
の
日
本
法
制
史
と
い
う
点
で
、

礼
肥
の
か
お
り
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
法
学
部
に
お
い
て
西
洋
法
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学
に
根
拠
を
有
す
る
田
本
法
紅
夷
を
要
求
し
た
⑳
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

東
京
大
学
の
中
田
蕪
博
士
に
至
っ
て
近
代
法
学
の
・
♪
ス
を
振
っ
た
古
法
の
分

析
が
行
な
わ
れ
、
こ
と
に
私
法
の
領
域
が
新
に
比
較
法
制
史
の
見
地
に
立
っ

て
開
拓
さ
れ
た
。
こ
こ
に
初
め
て
近
代
の
公
法
私
法
の
権
利
義
務
の
諸
概
念

の
体
系
に
適
応
し
た
日
本
法
制
史
の
誕
生
を
見
た
の
で
あ
る
。
併
し
同
時
に

こ
こ
に
至
っ
て
院
本
法
制
史
は
ロ
ン
グ
レ
イ
教
撰
の
い
わ
ゆ
る
里
俗
か
ら
最

も
遠
ざ
か
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
だ
か
ら
我
々
今
際
の
臼
本

の
法
舗
史
家
が
礼
俗
の
研
究
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
驚
か
さ

れ
た
と
い
う
の
に
無
理
は
な
か
ろ
う
。
釘
本
の
古
法
に
や
ど
る
礼
俗
は
ロ
ン

グ
レ
イ
教
擾
の
欝
の
如
く
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
感
覚
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ

っ
て
、
西
洋
法
学
の
す
る
ど
い
分
斬
に
は
適
し
な
い
。
ま
た
こ
れ
は
娩
も
云

わ
れ
る
と
お
り
に
保
守
的
傾
向
の
つ
よ
い
慣
行
で
あ
る
か
ら
、
近
代
史
学
に

お
け
る
進
歩
的
発
展
的
考
察
か
ら
見
の
が
さ
れ
や
す
い
。
そ
の
上
に
礼
俗
は
．

中
国
的
な
礼
の
思
想
を
本
に
し
た
慣
行
で
あ
っ
て
、
羅
馬
法
的
な
権
利
思
想

と
そ
り
の
比
わ
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
出
で
日
本
法
制
史
の
研

究
が
、
近
代
法
学
の
体
系
と
諸
概
念
と
を
重
ん
ず
れ
ば
重
ん
ず
る
ほ
ど
、
た

と
い
王
朝
時
代
の
貴
族
制
度
を
專
興
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
礼
俗
に
深
く
立

ち
入
っ
て
そ
れ
を
鍵
え
る
こ
と
は
闘
難
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
だ
が
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
公
家
や
陰
欝
の
法
俗
で
あ
っ
た
礼
俗
の
研

究
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
も
よ
い
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
ロ
ン
グ
レ

イ
氏
は
「
多
子
」
に
お
い
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
日
本
の
礼
俗
を
、
日
本
．
に

お
い
て
見
ら
れ
他
国
に
お
い
て
は
兇
ら
れ
な
い
よ
う
な
慣
行
で
あ
る
と
し
て
、

そ
の
学
問
的
価
値
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
の
よ
う
に
云
え
る
で

あ
ろ
。
ま
た
氏
は
聖
俗
を
以
て
日
本
法
の
魂
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
魂
は
も
ち
ろ
ん
形
式
化
し
て
し
ま
っ
た
公
家
武

家
の
故
実
と
い
う
が
如
き
も
の
で
は
な
く
、
法
を
裏
づ
け
る
と
こ
ろ
の
礼
俗

を
指
す
と
い
う
意
味
で
う
け
と
る
と
き
に
お
い
て
、
私
に
は
ロ
ン
グ
レ
イ
氏

の
云
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
正
し
く
う
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思

え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
愚
俗
は
、
ひ
と
り
公
家
菅
貫
の

故
実
の
み
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
律
令
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
日
本
法
の
裏
側

に
潜
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
そ
れ
な
ら
ば
我
々
は
西
洋

の
近
代
法
学
の
概
念
に
よ
っ
て
欝
本
法
制
史
を
書
く
と
同
時
に
、
そ
れ
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
基
礎
に
横
た
わ
れ
る
よ
り
広
い
意
味
の
礼
俗
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
．

こ
と
は
、
頗
る
望
ま
し
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ぜ
ひ
と
も
行
な

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
課
題
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
そ
う
す
る
と
日
本
法
制
審
の
基
本
間
題
と
し
て
、
何
が
日
本
古
来
の
法
制

の
根
底
に
存
す
る
礼
俗
で
あ
り
、
群
俗
で
あ
っ
た
か
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
問
題
に
逢
着
す
る
で
る
ろ
う
。
こ
れ
は
謡
本
古
法
の
体
系
が

羅
馬
法
の
体
系
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
し
め
ね
ば
や
ま
な
い
。

そ
し
て
私
が
『
日
本
法
制
史
概
論
』
に
お
い
て
表
出
し
た
共
母
体
的
な
日
本

古
法
の
体
系
は
、
宋
熟
な
が
ら
そ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て

多
少
の
管
見
が
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
発
表
は
他
臼
に
ゆ
ず
ろ
う
。

　
私
は
ロ
ン
グ
レ
イ
教
書
の
研
本
法
史
に
関
す
る
著
書
を
蟹
田
紹
介
し
た
。

第
一
回
は
『
鎌
倉
蒔
銭
』
の
第
一
巻
（
〉
σ
費
①
α
諏
宍
巴
⇒
舞
霞
2
＜
O
｝
・
回
・
お

q
O
）
を
本
誌
一
九
五
一
年
一
月
号
に
お
い
て
、
第
二
回
は
氏
の
地
響
欄
．
東
と

西
』
（
ぴ
．
南
ω
け
簿
一
、
○
β
①
。
・
評
瞬
霧
Q
。
）
の
日
本
封
建
罰
に
関
す
る
部
分
を
隅
．
法

制
史
研
究
』
第
一
〇
輯
（
一
九
五
九
）
に
お
い
て
紹
介
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て

の
管
見
を
述
べ
た
。
今
圓
は
そ
の
第
三
回
羅
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
ロ
ン
グ
レ
イ
教
授
の
如
き
日
本
法
制
史
の
研
究
に
没
頭
す
る
学
岩
を
親
友

と
し
て
も
っ
こ
と
は
、
私
の
最
も
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
ぎ
ω
鉱
け
暮

島
。
男
Φ
o
プ
Φ
匿
げ
霧
α
、
瓢
濱
ぎ
騨
。
無
毒
コ
σ
q
霧
P
℃
簿
H
グ
H
㊤
O
⊂
日
・
B
6
倍
版
、
七

二
四
頁
、
天
金
奨
本
、
一
万
円
〔
東
京
累
算
会
館
扱
〕
）
　
　
（
灘
谷
大
学
教
授
）
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