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「
古
き
妻
」
対
「
新
し
き
妻
」 

　
　

日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
意
味
生
成
過
程　
　

 

ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ

は
じ
め
に

﹁
女
房
と
畳
は
新
し
い
方
が
よ
い
﹂︒
三
省
堂
の
﹃
新
明
解
古
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
﹄
に
よ
る
と
︑
こ
れ
は
﹁
男
性
本
位
で
あ
っ
た
封
建

時
代
の
こ
と
わ
ざ
で
︑
現
代
で
は
畳
屋
以
外
の
女
性
は
機
嫌
を
悪
く
す
る
可
能
性
が
高
い
た
め
︑
堂
々
と
使
え
る
場
は
少
な
く
な
っ
て

い
る
﹂
そ
う
だ
が
︑
数
年
前
に
畳
会
社
の
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
の
考
え
方
が
必
ず
し
も
古

く
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒
他
国
の
文
化
に
類
似
す
る
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
か
ど
う
か
は
︑
詳
し
く
調
べ
て
い
な
い
の
で
︑
断
言

は
で
き
な
い
が
︑
社
会
的
現
実
を
見
る
限
り
︑
日
本
独
特
の
考
え
方
で
は
な
さ
そ
う
だ
︒

こ
う
し
た
世
の
中
の
流
れ
を
受
け
て
︑
お
よ
そ
一
千
年
前
に
日
本
で
作
ら
れ
た
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
な
か
に
新
し
き
妻
よ
り
古
き
妻
の

方
が
よ
い
︑
と
主
張
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
︵
二
三
段
︶
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
全
世
界
の
妻
た
ち
の
報
復
の
印
と
見
な
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
︒
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幼
馴
染
の
二
人
が
結
婚
の
約
束
を
交
わ
し
て
︑
親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
結
ば
れ
る
が
︑
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
︑
男
が
別
の
女
の
と

こ
ろ
に
通
い
始
め
る
︒
し
か
し
︑
二
人
の
女
を
比
較
し
て
い
る
う
ち
︑
古
き
妻
の
良
さ
を
再
確
認
す
る
の
で
︑
新
し
き
妻
を
捨
て
て
古

き
妻
の
と
こ
ろ
に
戻
る
と
い
う
結
末
に
な
る
︒

人
妻
の
立
場
か
ら
言
え
ば
︑
め
で
た
い
結
果
だ
が
︑
果
た
し
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
当
時
の
結
婚
事
情
と
価
値
観
を
正
確
に
表
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
主
人
公
を
モ
デ
ル
に
し
て
︑﹁
理
想
の
男
君
﹂
と
さ
れ
て
い
る
光
源
氏
の
行
動
に
は
︑﹁
新
し
き

妻
﹂
も
﹁
古
き
妻
﹂
も
︑
ど
ち
ら
の
パ
タ
ー
ン
も
見
ら
れ
る
︒
一
方
︑﹃
枕
草
子
﹄
の
﹁
男
こ
そ
︑
な
ほ
い
と
あ
り
が
た
く
あ
や
し
き
心

地
し
た
る
も
の
は
あ
れ
︒
い
と
清
げ
な
る
人
を
捨
て
て
︑
に
く
げ
な
る
人
を
持
た
る
も
あ
や
し
か
し
﹂
)
1
(

︵
男
こ
そ
︑
め
っ
た
に
な
い
ほ

ど
奇
妙
な
心
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
と
て
も
綺
麗
な
女
を
捨
て
て
︑
憎
ら
し
げ
な
女
を
妻
に
す
る
の
も
︑
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ

る
︶
と
い
う
女
性
の
視
点
か
ら
の
批
判
が
明
か
し
て
い
る
よ
う
に
︑
畳
の
こ
と
わ
ざ
の
考
え
方
は
︑
封
建
時
代
以
前
に
も
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
︒

す
る
と
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
意
味
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
答
え
を
求
め
て
︑
作
品
全
体
の
解
釈
を
考
慮

し
た
上
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
細
か
い
分
析
を
試
み
よ
う
︒

『
伊
勢
物
語
』
の
再
（
差
異
）
解
釈 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
十
世
紀
前
半
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑
元
服
か
ら
辞
世
の
歌
ま
で
︑﹁
あ
る
男
﹂

の
一
代
記
の
形
式
を
と
っ
て
︑
百
二
十
五
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
成
る
歌
物
語
で
あ
る
︒
作
者
・
成
立
と
も
に
不
明
で
あ
る
が
︑
学
校
の

国
語
の
授
業
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
︑﹁
正
し
い
読
み
﹂
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
定
着
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

そ
の
一
つ
は
︑
主
人
公
を
﹁
雅
男
﹂
と
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
ラ
ベ
ル
は
︑﹁
昔
男
︑
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
﹂

︵
昔
の
男
は
︑
こ
の
よ
う
に
素
早
く
雅
を
や
り
遂
げ
て
い
た
︶
と
い
う
初
段
の
結
び
の
言
葉
に
由
来
す
る
が
︑
そ
の
男
は
︑﹁
雅
﹂
と
は

無
関
係
で
は
な
い
と
は
い
え
︑﹁
人
の
む
す
め
を
盗
み
て
﹂︵
第
一
二
段
︶
な
ど
に
見
る
よ
う
に
︑
必
ず
し
も
﹁
雅
男
﹂
だ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
歌
物
語
と
い
う
形
式
の
考
察
の
な
か
で
も
っ
と
詳
し
く
取
り
上
げ
る
が
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
﹁
雅
男
﹂
の
一
代
記
と

い
う
よ
り
も
︑﹁
あ
る
男
﹂
が
経
験
や
知
識
を
重
ね
る
こ
と
に
つ
れ
雅
を
身
に
つ
け
て
い
く
物
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

も
う
一
つ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
︑﹁
歌
物
語
﹂
と
い
う
形
式
︵
ジ
ャ
ン
ル
︶
の
解
釈
で
あ
る
︒
こ
の
用
語
は
普
段
﹃
竹
取
物
語
﹄
や

﹃
源
氏
物
語
﹄
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
﹁
作
り
物
語
﹂
と
の
対
比
を
通
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
︑﹁
作
り
物
語
﹂
は
﹁
歴
史
物
語
﹂

な
ど
と
同
様
に
主
と
し
て
文
学
史
や
研
究
の
用
語
と
し
て
定
着
し
た
の
と
は
違
っ
て
︑﹁
歌
物
語
﹂
は
当
時
の
作
品
の
な
か
に
も
見
ら
れ

る
言
葉
で
あ
る
︒
そ
の
初
登
場
は
﹃
栄
花
物
語
﹄︵
巻
十
四
︶
で
あ
る
︒
関
白
道
兼
の
北
の
方
が
懐
妊
し
た
と
き
︑
娘
で
あ
れ
ば
︑
妃
に

す
る
た
め
に
﹁
歌
物
語
を
書
き
︑
御
調
を
し
設
け
て
持
ち
奉
り
給
ひ
し
﹂
と
い
う
︒
こ
こ
で
の
﹁
歌
物
語
﹂
は
︑﹁
物
語
絵
﹂
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
)
2
(

︑
と
て
も
上
品
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
︒
一
方
︑
源
氏
に
お
い
て
は
︑

﹁
歌
語
り
﹂
と
い
う
表
現
が
三
回
も
使
わ
れ
て
い
て
︑
意
味
は
一
般
的
に
︑
歌
を
め
ぐ
る
話
と
特
定
さ
れ
て
い
る
︒
ど
ん
な
話
だ
っ
た
の

︵
1
︶  

和
歌
以
外
の
古
典
文
学
作
品
か
ら
の
引
用
は
︑
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
︒
こ
の
言
葉
は
︑﹃
枕
草
子
﹄
の
二
五
〇
段
︵
三
八

一
頁
︶
か
ら
の
引
用
で
あ
る
︒

︵
2
︶  

こ
う
し
た
解
釈
の
根
拠
の
一
つ
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
絵
合
﹂
の
巻
に
行
わ
れ
る
物
語
絵
の
コ
ン
テ
ス
ト
の
な
か
に
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
も
登
場

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
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幼
馴
染
の
二
人
が
結
婚
の
約
束
を
交
わ
し
て
︑
親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
結
ば
れ
る
が
︑
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
︑
男
が
別
の
女
の
と

こ
ろ
に
通
い
始
め
る
︒
し
か
し
︑
二
人
の
女
を
比
較
し
て
い
る
う
ち
︑
古
き
妻
の
良
さ
を
再
確
認
す
る
の
で
︑
新
し
き
妻
を
捨
て
て
古

き
妻
の
と
こ
ろ
に
戻
る
と
い
う
結
末
に
な
る
︒

人
妻
の
立
場
か
ら
言
え
ば
︑
め
で
た
い
結
果
だ
が
︑
果
た
し
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
当
時
の
結
婚
事
情
と
価
値
観
を
正
確
に
表
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
主
人
公
を
モ
デ
ル
に
し
て
︑﹁
理
想
の
男
君
﹂
と
さ
れ
て
い
る
光
源
氏
の
行
動
に
は
︑﹁
新
し
き

妻
﹂
も
﹁
古
き
妻
﹂
も
︑
ど
ち
ら
の
パ
タ
ー
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る
︒
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方
︑﹃
枕
草
子
﹄
の
﹁
男
こ
そ
︑
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る
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と
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る
人
を
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て
︑
に
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げ
な
る
人
を
持
た
る
も
あ
や
し
か
し
﹂
)
1
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︵
男
こ
そ
︑
め
っ
た
に
な
い
ほ

ど
奇
妙
な
心
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
と
て
も
綺
麗
な
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を
捨
て
て
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憎
ら
し
げ
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に
す
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の
も
︑
理
解
し
が
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い
こ
と
で
あ

る
︶
と
い
う
女
性
の
視
点
か
ら
の
批
判
が
明
か
し
て
い
る
よ
う
に
︑
畳
の
こ
と
わ
ざ
の
考
え
方
は
︑
封
建
時
代
以
前
に
も
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
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る
︒

す
る
と
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
意
味
は
い
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た
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何
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の
だ
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か
︒
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え
を
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て
︑
作
品
全
体
の
解
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を
考
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し
た
上
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
細
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分
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︒
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伊
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よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
十
世
紀
前
半
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑
元
服
か
ら
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世
の
歌
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で
︑﹁
あ
る
男
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の
一
代
記
の
形
式
を
と
っ
て
︑
百
二
十
五
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
成
る
歌
物
語
で
あ
る
︒
作
者
・
成
立
と
も
に
不
明
で
あ
る
が
︑
学
校
の

国
語
の
授
業
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
︑﹁
正
し
い
読
み
﹂
の
ス
テ
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イ
プ
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着
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て
い
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と
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︒

そ
の
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は
︑
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を
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と
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と
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あ
る
︒
こ
の
ラ
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ル
は
︑﹁
昔
男
︑
か
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ち
は
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み
や
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を
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む
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﹂

︵
昔
の
男
は
︑
こ
の
よ
う
に
素
早
く
雅
を
や
り
遂
げ
て
い
た
︶
と
い
う
初
段
の
結
び
の
言
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に
由
来
す
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が
︑
そ
の
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は
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﹂
と
は

無
関
係
で
は
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い
と
は
い
え
︑﹁
人
の
む
す
め
を
盗
み
て
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第
一
二
段
︶
な
ど
に
見
る
よ
う
に
︑
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し
も
﹁
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男
﹂
だ
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た
わ
け
で
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︒
つ
ま
り
︑
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と
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の
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の
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も
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と
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が
︑﹃
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は
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﹂
の
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い
う
よ
り
も
︑﹁
あ
る
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﹂
が
経
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や
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を
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る
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と
に
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を
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に
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く
物
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で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

も
う
一
つ
の
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︑﹁
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﹂
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︒
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﹃
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﹄
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﹄
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﹁
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﹂
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︑﹁
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り
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﹂
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史
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﹂
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史
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着
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と
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歌
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︒
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懐
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﹁
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を
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奉
り
給
ひ
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﹂
と
い
う
︒
こ
こ
で
の
﹁
歌
物
語
﹂
は
︑﹁
物
語
絵
﹂
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
解
釈
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て
い
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が
)
2
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︑
と
て
も
上
品
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
︒
一
方
︑
源
氏
に
お
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は
︑

﹁
歌
語
り
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と
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現
が
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も
使
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て
い
て
︑
意
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は
一
般
的
に
︑
歌
を
め
ぐ
る
話
と
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て
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︒
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な
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︵
1
︶  

和
歌
以
外
の
古
典
文
学
作
品
か
ら
の
引
用
は
︑
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
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に
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る
︒
こ
の
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︵
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頁
︶
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︵
2
︶  

こ
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解
釈
の
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拠
の
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つ
は
︑﹃
源
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﹁
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﹂
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﹃
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﹄
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う
︒
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だ
ろ
う
か
︒
具
体
的
な
記
述
は
な
い
が
︑﹁
賢
木
﹂
の
巻
に
お
い
て
は
︑
光
源
氏
が
父
親
の
桐
壺
帝
に
﹁
書
の
道
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
学
問
﹂

に
つ
い
て
お
訪
ね
し
て
か
ら
︑
二
人
が
﹁
す
き
ず
き
し
き
歌
物
語
﹂
な
ど
も
交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
洗
練
さ
れ
た
知
的

行
為
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
一
方
︑﹃
徒
然
草
﹄
の
﹁
人
の
語
り
出
で
た
る
歌
物
語
の
︑
歌
の
わ
ろ
き
こ
そ
本
意
な
け
れ
︒
少
し
そ
の

道
知
ら
ぬ
人
は
︑
い
み
じ
と
思
ひ
て
は
語
ら
じ
︒
す
べ
て
︑
い
と
も
知
ら
ぬ
道
の
物
語
し
た
る
︑
か
た
は
ら
い
た
く
︑
聞
き
に
く 

し
﹂
)
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(

︵
人
の
語
り
出
た
歌
物
語
の
︑
歌
が
悪
い
と
︑
話
に
は
な
ら
な
い
︒
少
し
で
も
知
識
を
持
っ
て
い
る
人
は
︑﹁
素
晴
ら
し
い
﹂
と

語
っ
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
︒
何
事
で
も
︑
た
い
し
て
知
識
が
な
い
の
に
学
問
を
語
る
人
は
︑
気
持
ち
悪
く
て
︑
聞
き
づ
ら
い
も
の
だ
︶

と
い
う
五
七
段
は
︑﹁
歌
物
語
﹂
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
本
質
を
促
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
物
語
は
︑
古
事
だ
け
で
な
く
︑

﹁
道
﹂
す
な
わ
ち
学
問
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
︑﹁
歌
物
語
﹂
は
﹁
歌
に
ま
つ
わ
る
ス
ト
ー
リ
ー
﹂
と
い
う
よ
り
も
﹁
歌
を
め
ぐ
る
議

論
﹂
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
︒

現
代
に
お
け
る
﹁
歌
物
語
﹂
の
解
釈
は
こ
う
し
た
見
解
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
明
治
書
院
の
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄

は
﹁
歌
物
語
は
歌
を
中
心
と
し
た
物
語
と
い
う
広
義
の
場
合
と
︑
歌
と
文
と
が
調
和
し
一
編
の
物
語
性
を
持
つ
狭
義
の
も
の
に
分
け
ら

れ
よ
う
﹂
と
定
義
し
た
上
︑
後
者
の
意
味
を
﹃
大
和
物
語
﹄
に
絞
る
の
で
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
は
前
者
の
意
味
し
か
な
い
と
い
う
見
解
に

な
る
︒﹁
歌
を
中
心
と
し
た
物
語
﹂
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
︑
日
本
の
中
古
・
中
世
文
学
の
大
き
な
特
徴
は
︑

歌
物
語
や
日
記
文
学
か
ら
歴
史
物
語
や
説
話
な
ど
ま
で
︑
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
の
ど
の
作
品
に
お
い
て
も
和
歌
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

そ
の
ど
ち
ら
を
ど
の
よ
う
に
し
て
﹁
歌
を
中
心
と
し
た
﹂
も
の
に
分
類
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
歌
物
語
の
広
義
と
狭
義
は
ど
の

よ
う
に
し
て
区
別
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︑
果
た
し
て
二
つ
に
分
け
る
必
要
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
う
し
た
疑
問
に
唆
さ
れ
て
﹃
伊
勢

物
語
﹄
と
そ
れ
を
生
ん
だ
時
代
に
目
を
向
け
︑
再
解
釈
を
試
み
よ
う
︒

 

考
察
の
始
め
に
触
れ
た
よ
う
に
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
作
者
も
成
立
も
不
明
で
あ
る
︒
数
多
く
の
細
か
い
研
究
の
結
果
︑
現
在
﹁
生
成
す

る
作
品
﹂
す
な
わ
ち
段
階
的
に
成
立
し
て
い
っ
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
最
初
に
で
き
た
章
段
︵
二
十
前
後
︶
を
モ
デ
ル

に
し
て
︑
次
々
と
新
し
い
章
段
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
仮
説
で
あ
る
︒
普
段
は
﹁
東
下
り
﹂
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心

と
し
た
業
平
集
の
段
階
︑
古
今
集
の
段
階
︑
ポ
ス
ト
古
今
集
の
段
階
と
い
う
三
つ
が
区
別
さ
れ
︑
増
盛
成
長
の
過
程
は
数
十
年
に
も
及

ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
と
呼
応
し
て
︑
作
者
と
し
て
は
︑
業
平
の
他
に
︑
紀
貫
之
や
後
撰
集
の
選
者
の
一
人

で
あ
る
源
順
な
ど
︑
歴
代
歌
壇
を
代
表
す
る
歌
人
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
の
仮
説
も
証
明
で
き
な
い
一
方
︑
否
定
も
で

き
な
い
だ
ろ
う
︒
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
創
作
過
程
は
集
団
活
動
だ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
︑
こ
の
作
品
が
驚
く
ほ
ど
の
一
貫
性
を
持
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
答
え
は
お
そ
ら
く
明
確
な
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
っ
た
か

ら
だ
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
創
作
過
程
が
開
か
れ
て
い
た
一
方
︑
参
加
の
ル
ー
ル
が
決
ま
っ
て
い
て
︑
共

通
の
約
束
事
に
な
っ
て
い
た
の
で
︑
統
一
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
ル
ー
ル
は
︑
参
加
者
た
ち
が
定
着
さ
せ
た
と
は
い
え
︑
文

化
的
発
展
の
特
徴
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
︑
次
は
時
代
そ
の
も
の
も
垣
間
見
し
て
み
よ
う
︒

平
安
時
代
は
︑
数
百
年
に
わ
た
る
古
代
中
国
文
化
か
ら
の
修
行
を
基
に
し
て
︑
日
本
文
化
の
独
自
の
姿
を
作
り
上
げ
た
時
代
で
あ
る
︒

主
役
は
和
歌
と
和
歌
を
可
能
に
し
た
仮
名
文
字
だ
っ
た
︒
分
か
り
や
す
い
例
を
一
つ
挙
げ
る
と
︑
日
本
最
古
の
勅
宣
書
物
は
奈
良
時
代

の
﹃
日
本
書
紀
﹄︵
七
二
〇
年
︶
だ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
平
安
前
半
に
勅
宣
書
物
と
し
て
作
ら
れ
た
の
は
﹃
古
今
和
歌
集
﹄︵
九
〇
五
年
︶

で
あ
り
︑
そ
れ
以
降
の
勅
宣
書
物
は
す
べ
て
和
歌
集
と
な
っ
て
い
る
の
だ
︒
勅
宣
書
物
と
は
︑
天
子
の
勅
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
書

︵
3
︶ 

古
典
文
学
作
品
か
ら
の
引
用
は
︑
頁
を
示
す
必
要
が
あ
る
場
合
だ
け
︑
カ
ッ
コ
の
な
か
に
情
報
を
追
加
す
る
︒
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だ
ろ
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︒
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﹂
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桐
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に
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書
の
道
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す
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わ
ち
﹁
学
問
﹂

に
つ
い
て
お
訪
ね
し
て
か
ら
︑
二
人
が
﹁
す
き
ず
き
し
き
歌
物
語
﹂
な
ど
も
交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
洗
練
さ
れ
た
知
的

行
為
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
一
方
︑﹃
徒
然
草
﹄
の
﹁
人
の
語
り
出
で
た
る
歌
物
語
の
︑
歌
の
わ
ろ
き
こ
そ
本
意
な
け
れ
︒
少
し
そ
の

道
知
ら
ぬ
人
は
︑
い
み
じ
と
思
ひ
て
は
語
ら
じ
︒
す
べ
て
︑
い
と
も
知
ら
ぬ
道
の
物
語
し
た
る
︑
か
た
は
ら
い
た
く
︑
聞
き
に
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﹂
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︵
人
の
語
り
出
た
歌
物
語
の
︑
歌
が
悪
い
と
︑
話
に
は
な
ら
な
い
︒
少
し
で
も
知
識
を
持
っ
て
い
る
人
は
︑﹁
素
晴
ら
し
い
﹂
と

語
っ
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
︒
何
事
で
も
︑
た
い
し
て
知
識
が
な
い
の
に
学
問
を
語
る
人
は
︑
気
持
ち
悪
く
て
︑
聞
き
づ
ら
い
も
の
だ
︶

と
い
う
五
七
段
は
︑﹁
歌
物
語
﹂
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
本
質
を
促
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
物
語
は
︑
古
事
だ
け
で
な
く
︑

﹁
道
﹂
す
な
わ
ち
学
問
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
︑﹁
歌
物
語
﹂
は
﹁
歌
に
ま
つ
わ
る
ス
ト
ー
リ
ー
﹂
と
い
う
よ
り
も
﹁
歌
を
め
ぐ
る
議

論
﹂
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
︒

現
代
に
お
け
る
﹁
歌
物
語
﹂
の
解
釈
は
こ
う
し
た
見
解
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
明
治
書
院
の
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄

は
﹁
歌
物
語
は
歌
を
中
心
と
し
た
物
語
と
い
う
広
義
の
場
合
と
︑
歌
と
文
と
が
調
和
し
一
編
の
物
語
性
を
持
つ
狭
義
の
も
の
に
分
け
ら

れ
よ
う
﹂
と
定
義
し
た
上
︑
後
者
の
意
味
を
﹃
大
和
物
語
﹄
に
絞
る
の
で
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
は
前
者
の
意
味
し
か
な
い
と
い
う
見
解
に

な
る
︒﹁
歌
を
中
心
と
し
た
物
語
﹂
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
︑
日
本
の
中
古
・
中
世
文
学
の
大
き
な
特
徴
は
︑

歌
物
語
や
日
記
文
学
か
ら
歴
史
物
語
や
説
話
な
ど
ま
で
︑
ど
の
ジ
ャ
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ル
の
ど
の
作
品
に
お
い
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も
和
歌
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
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︒

そ
の
ど
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ら
を
ど
の
よ
う
に
し
て
﹁
歌
を
中
心
と
し
た
﹂
も
の
に
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で
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る
の
だ
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ま
た
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歌
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の
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と
狭
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は
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の

よ
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に
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の
だ
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う
か
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た
疑
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唆
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伊
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と
そ
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を
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だ
時
代
に
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を
向
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再
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よ
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に
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﹄
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不
明
で
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多
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細
か
い
研
究
の
結
果
︑
現
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に
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っ
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で
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と
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で
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と
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の
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と
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の
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及
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と
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と
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も
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を
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化
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独
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の
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を
作
り
上
げ
た
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代
で
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る
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主
役
は
和
歌
と
和
歌
を
可
能
に
し
た
仮
名
文
字
だ
っ
た
︒
分
か
り
や
す
い
例
を
一
つ
挙
げ
る
と
︑
日
本
最
古
の
勅
宣
書
物
は
奈
良
時
代

の
﹃
日
本
書
紀
﹄︵
七
二
〇
年
︶
だ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
平
安
前
半
に
勅
宣
書
物
と
し
て
作
ら
れ
た
の
は
﹃
古
今
和
歌
集
﹄︵
九
〇
五
年
︶

で
あ
り
︑
そ
れ
以
降
の
勅
宣
書
物
は
す
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て
和
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集
と
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っ
て
い
る
の
だ
︒
勅
宣
書
物
と
は
︑
天
子
の
勅
命
に
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て
編
纂
さ
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た
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追
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物
な
の
で
︑
政
治
上
の
戦
略
を
現
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
中
国
の
勅
宣
書
物
を
モ
デ
ル
に
し
た
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
︑
漢
文
で
書
か
れ

て
い
て
︑
中
国
文
化
受
容
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
示
し
た
上
︑
日
本
の
神
話
や
歴
史
を
た
ど
り
︑
政
治
的
・
社
会
的
発
展
と
関
連
づ
け
て

い
る
︒
一
方
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
は
︑
文
字
通
り
和
歌
集
で
あ
る
の
で
︑
漢
文
で
書
か
れ
た
真
名
序
を
除
い
て
︑
仮
名
文
字
で
書
か
れ
て

い
て
︑
仮
名
文
字
を
定
着
さ
せ
た
と
さ
え
言
え
る
︒
確
か
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
時
代
は
漢
文
し
か
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
平
安
時

代
に
お
い
て
は
漢
文
の
使
用
が
続
い
て
い
た
ど
こ
ろ
か
︑﹁
ハ
レ
の
場
﹂
す
な
わ
ち
ま
つ
り
ご
と
関
係
の
記
述
は
漢
文
で
し
か
記
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
仮
名
文
字
の
テ
ク
ス
ト
を
勅
宣
書
物
に
す
る
こ
と
に
は
︑
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
志
が
見
て
取
れ

る
わ
け
で
あ
る
︒

﹁
や
ま
と
歌
は
︑
人
の
心
を
種
と
し
て
︑
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
﹂
と
い
う
古
今
集
の
仮
名
序
の
冒
頭
文
に
お
い
て
は
︑﹁
や

ま
と
歌
﹂
と
い
う
︑﹁
唐
の
歌
﹂
と
の
対
比
を
通
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
要
な
メ
デ
ィ
ア
と
︑﹁
言
の

葉
﹂
と
い
う
︑
意
識
的
に
﹁
言
葉
﹂
と
差
異
づ
け
ら
れ
た
そ
の
メ
デ
ィ
ア
の
表
現
方
法
︑
す
な
わ
ち
﹁
和
歌
の
言
語
﹂
が
特
定
さ
れ
て

い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
言
の
葉
﹂
と
﹁
木
の
葉
﹂
と
の
連
想
を
通
し
て
︑﹁
言
の
葉
﹂
が
﹁
木
の
葉
﹂
の
よ
う
に
自
然
に
成
長
し
て
い
く
と

い
う
発
展
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
見
解
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

和
歌
は
︑
僧
侶
か
ら
天
皇
ま
で
︑
教
養
の
あ
る
人
が
み
ん
な
作
っ
て
い
て
︑
最
も
活
発
な
知
的
活
動
だ
っ
た
︒
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
一
般
的
手
段
だ
っ
た
の
で
︑
日
記
文
学
か
ら
歴
史
物
語
ま
で
︑
ど
の
文
学
作
品
に
も
登
場
し
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑

哲
学
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
っ
た
の
で
︑
主
要
な
知
の
形
態
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
日
本
最
古
の
理
論

書
が
歌
論
書
だ
っ
た
こ
と
は
︑
見
逃
せ
な
い
証
拠
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒

和
歌
集
の
編
纂
の
目
的
や
構
造
な
ど
に
対
応
し
て
︑
各
和
歌
集
の
具
体
的
な
よ
み
方
が
異
な
る
が
︑
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
連
続
的

に
よ
め
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
意
味
合
い
を
基
に
し
て
︑
さ
ら
に
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
成

立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
)
4
(

︒
た
と
え
ば
︑
業
平
集
や
貫
之
集
な
ど
︑
個
人
の
私
歌
集
は
﹁
自
伝
﹂
と
し
て
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
古
今
集
の
よ
う
に
︑
時
代
の
知
的
レ
ベ
ル
を
表
徴
す
る
勅
撰
集
は
︑
掛
詞
に
よ
っ
て
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
﹁
自
然
﹂
と
﹁
心
﹂

の
融
合
を
通
し
て
︑
当
代
び
と
の
形
而
上
学
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
も
よ
め
る
︒

古
今
集
の
後
に
完
成
さ
れ
た
﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑
和
歌
集
と
﹁
作
り
物
語
﹂
と
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
言
え
る
︒
つ
ま
り
︑
各

章
段
は
︑
独
立
し
て
い
る
一
方
︑
他
の
章
段
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
連
続
的
に
ま
と
ま
っ
た
作
品
と
し
て
よ
め
る
が
︑
物

語
が
文
字
通
り
﹁
歌
を
め
ぐ
る
議
論
﹂
で
あ
る
の
で
︑
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
)
5
(

︒
そ
の
メ
タ
詩
的
﹁
よ
み
﹂
に

は
︑﹁
あ
る
男
﹂
が
﹁
雅
﹂
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
具
体
的
な
側
面
と
︑
雅
と
し
て
の
﹁
歌
よ
み
﹂
の
知
識
と
い
う
客
観
的

な
側
面
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
議
論
の
方
法
は
﹁
歌
﹂
と
﹁
場
﹂
の
組
み
合
わ
せ
の
評
価
で
あ
る
︒

︵
4
︶ 

平
安
文
化
を
特
徴
づ
け
て
い
る
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
意
味
作
用
に
関
し
て
は
﹃
涙
の
詩
学
﹄
を
は
じ
め
︑
あ
ら
ゆ
る
学
術
的
本
や
論
文
に
お
い

て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
一
方
︑
国
際
基
督
教
大
学
の
一
般
教
養
の
授
業
に
お
い
て
も
︑
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
応
用
し
︑
古
今
集
の
十
七
首
か
ら
成

る
歌
群
を
取
り
上
げ
て
︑
創
作
の
課
題
に
し
て
き
た
の
で
︑
学
生
の
反
応
や
参
加
度
は
︑
メ
タ
詩
的
﹁
よ
み
﹂
の
必
要
性
に
関
し
て
の
確
信
に
繋

が
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
5
︶ 

関
根
賢
司
が
﹃
伊
勢
物
語
論　

︱ 

異
化
／
脱
構
築
﹄︵
二
〇
〇
五
年
︶
の
な
か
で
︑
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒﹁﹃
古
今
集
﹄
の
後
に
少
し
ば
か

り
遅
れ
て
成
立
し
た
﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑︵
中
略
︶﹃
古
今
集
﹄
と
は
全
く
別
の
視
点
︑
角
度
か
ら
︑
あ
ら
た
め
て
︿
歌
﹀
や
︿
和
歌
﹀
を
対
象
化

し
て
︑
新
た
に
考
察
し
︑
自
在
に
批
評
し
︑
独
自
に
解
釈
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
歌
に
つ
い
て
の
／
歌
を
超
え
た
︿
物
語
﹀
と
し
て
︑
つ
ま

り
は
︿
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
﹀︵
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
﹃
涙
の
詩
学
﹄︶
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
不
意
に
み
ず
か
ら
を
変
遷
し
て
し
ま
っ
た
テ

ク
ス
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
﹂︵
三
九
頁
︶︒
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物
な
の
で
︑
政
治
上
の
戦
略
を
現
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
中
国
の
勅
宣
書
物
を
モ
デ
ル
に
し
た
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
︑
漢
文
で
書
か
れ

て
い
て
︑
中
国
文
化
受
容
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
示
し
た
上
︑
日
本
の
神
話
や
歴
史
を
た
ど
り
︑
政
治
的
・
社
会
的
発
展
と
関
連
づ
け
て

い
る
︒
一
方
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
は
︑
文
字
通
り
和
歌
集
で
あ
る
の
で
︑
漢
文
で
書
か
れ
た
真
名
序
を
除
い
て
︑
仮
名
文
字
で
書
か
れ
て

い
て
︑
仮
名
文
字
を
定
着
さ
せ
た
と
さ
え
言
え
る
︒
確
か
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
時
代
は
漢
文
し
か
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
平
安
時

代
に
お
い
て
は
漢
文
の
使
用
が
続
い
て
い
た
ど
こ
ろ
か
︑﹁
ハ
レ
の
場
﹂
す
な
わ
ち
ま
つ
り
ご
と
関
係
の
記
述
は
漢
文
で
し
か
記
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
仮
名
文
字
の
テ
ク
ス
ト
を
勅
宣
書
物
に
す
る
こ
と
に
は
︑
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
志
が
見
て
取
れ

る
わ
け
で
あ
る
︒

﹁
や
ま
と
歌
は
︑
人
の
心
を
種
と
し
て
︑
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
﹂
と
い
う
古
今
集
の
仮
名
序
の
冒
頭
文
に
お
い
て
は
︑﹁
や

ま
と
歌
﹂
と
い
う
︑﹁
唐
の
歌
﹂
と
の
対
比
を
通
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
要
な
メ
デ
ィ
ア
と
︑﹁
言
の

葉
﹂
と
い
う
︑
意
識
的
に
﹁
言
葉
﹂
と
差
異
づ
け
ら
れ
た
そ
の
メ
デ
ィ
ア
の
表
現
方
法
︑
す
な
わ
ち
﹁
和
歌
の
言
語
﹂
が
特
定
さ
れ
て

い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
言
の
葉
﹂
と
﹁
木
の
葉
﹂
と
の
連
想
を
通
し
て
︑﹁
言
の
葉
﹂
が
﹁
木
の
葉
﹂
の
よ
う
に
自
然
に
成
長
し
て
い
く
と

い
う
発
展
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
見
解
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

和
歌
は
︑
僧
侶
か
ら
天
皇
ま
で
︑
教
養
の
あ
る
人
が
み
ん
な
作
っ
て
い
て
︑
最
も
活
発
な
知
的
活
動
だ
っ
た
︒
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
一
般
的
手
段
だ
っ
た
の
で
︑
日
記
文
学
か
ら
歴
史
物
語
ま
で
︑
ど
の
文
学
作
品
に
も
登
場
し
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑

哲
学
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
っ
た
の
で
︑
主
要
な
知
の
形
態
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
日
本
最
古
の
理
論

書
が
歌
論
書
だ
っ
た
こ
と
は
︑
見
逃
せ
な
い
証
拠
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒

和
歌
集
の
編
纂
の
目
的
や
構
造
な
ど
に
対
応
し
て
︑
各
和
歌
集
の
具
体
的
な
よ
み
方
が
異
な
る
が
︑
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
連
続
的

に
よ
め
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
意
味
合
い
を
基
に
し
て
︑
さ
ら
に
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
成

立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
)
4
(

︒
た
と
え
ば
︑
業
平
集
や
貫
之
集
な
ど
︑
個
人
の
私
歌
集
は
﹁
自
伝
﹂
と
し
て
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
古
今
集
の
よ
う
に
︑
時
代
の
知
的
レ
ベ
ル
を
表
徴
す
る
勅
撰
集
は
︑
掛
詞
に
よ
っ
て
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
﹁
自
然
﹂
と
﹁
心
﹂

の
融
合
を
通
し
て
︑
当
代
び
と
の
形
而
上
学
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
も
よ
め
る
︒

古
今
集
の
後
に
完
成
さ
れ
た
﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑
和
歌
集
と
﹁
作
り
物
語
﹂
と
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
言
え
る
︒
つ
ま
り
︑
各

章
段
は
︑
独
立
し
て
い
る
一
方
︑
他
の
章
段
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
連
続
的
に
ま
と
ま
っ
た
作
品
と
し
て
よ
め
る
が
︑
物

語
が
文
字
通
り
﹁
歌
を
め
ぐ
る
議
論
﹂
で
あ
る
の
で
︑
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
)
5
(

︒
そ
の
メ
タ
詩
的
﹁
よ
み
﹂
に

は
︑﹁
あ
る
男
﹂
が
﹁
雅
﹂
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
具
体
的
な
側
面
と
︑
雅
と
し
て
の
﹁
歌
よ
み
﹂
の
知
識
と
い
う
客
観
的

な
側
面
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
議
論
の
方
法
は
﹁
歌
﹂
と
﹁
場
﹂
の
組
み
合
わ
せ
の
評
価
で
あ
る
︒

︵
4
︶ 

平
安
文
化
を
特
徴
づ
け
て
い
る
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
意
味
作
用
に
関
し
て
は
﹃
涙
の
詩
学
﹄
を
は
じ
め
︑
あ
ら
ゆ
る
学
術
的
本
や
論
文
に
お
い

て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
一
方
︑
国
際
基
督
教
大
学
の
一
般
教
養
の
授
業
に
お
い
て
も
︑
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
応
用
し
︑
古
今
集
の
十
七
首
か
ら
成

る
歌
群
を
取
り
上
げ
て
︑
創
作
の
課
題
に
し
て
き
た
の
で
︑
学
生
の
反
応
や
参
加
度
は
︑
メ
タ
詩
的
﹁
よ
み
﹂
の
必
要
性
に
関
し
て
の
確
信
に
繋

が
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
5
︶ 

関
根
賢
司
が
﹃
伊
勢
物
語
論　

︱ 

異
化
／
脱
構
築
﹄︵
二
〇
〇
五
年
︶
の
な
か
で
︑
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒﹁﹃
古
今
集
﹄
の
後
に
少
し
ば
か

り
遅
れ
て
成
立
し
た
﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑︵
中
略
︶﹃
古
今
集
﹄
と
は
全
く
別
の
視
点
︑
角
度
か
ら
︑
あ
ら
た
め
て
︿
歌
﹀
や
︿
和
歌
﹀
を
対
象
化

し
て
︑
新
た
に
考
察
し
︑
自
在
に
批
評
し
︑
独
自
に
解
釈
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
歌
に
つ
い
て
の
／
歌
を
超
え
た
︿
物
語
﹀
と
し
て
︑
つ
ま

り
は
︿
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
﹀︵
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
﹃
涙
の
詩
学
﹄︶
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
不
意
に
み
ず
か
ら
を
変
遷
し
て
し
ま
っ
た
テ

ク
ス
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
﹂︵
三
九
頁
︶︒



(106)

一
般
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
も
あ
っ
た
和
歌
に
は
︑
反
応
の
速
さ
︑
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
言
い
換

え
れ
ば
︑
歌
の
効
果
と
評
価
は
︑
ど
こ
で
︑
誰
に
よ
っ
て
︑
ど
ん
な
事
情
に
お
い
て
︑
言
わ
ば
︑
歌
が
よ
ま
れ
た
﹁
場
﹂
に
大
い
に
依

存
す
る
も
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
古
代
中
国
哲
学
の
﹁
あ
い
ま
い
さ
﹂
を
反
映
し
︑
表
現
か
ら
文
法
ま
で
﹁
あ
い
ま
い
さ
﹂
を
含
ん
で
い

る
和
歌
は
︑
一
つ
の
﹁
よ
み
﹂
に
は
絞
ら
れ
に
く
い
の
で
︑﹁
場
﹂
の
変
更
に
伴
っ
て
意
味
が
変
わ
る
︒

こ
う
し
た
視
点
か
ら
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
構
造
を
再
考
察
し
て
み
る
と
︑
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
に
気
づ
く
︒
つ
ま
り
︑
元
服
か
ら
末

期
ま
で
の
﹁
あ
る
男
﹂
の
一
代
記
の
他
に
︑
も
う
一
つ
の
形
式
が
明
確
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
歌
﹂
と
﹁
場
﹂
の
組
み

合
わ
せ
の
教
科
書
︑
創
作
の
手
引
書
の
形
式
な
の
で
あ
る
︒
出
発
点
は
︑
同
じ
く
最
初
の
章
段
だ
が
︑
締
め
く
く
り
は
︑
最
後
の
章
段

で
は
な
く
︑
一
つ
前
の
一
二
四
段
で
あ
る
︒

モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
第
一
段
の
意
味
生
成
パ
タ
ー
ン
を
整
理
し
て
み
よ
う
︒
奈
良
の
京
を
訪
れ
た
﹁
あ
る
男
﹂
は
︑
品
の
あ
る
姉

妹
を
見
か
け
︑
感
動
し
て
歌
を
作
っ
た
︒
し
か
し
︑
元
服
し
た
ば
か
り
で
︑
ま
だ
知
識
も
経
験
も
足
り
な
か
っ
た
の
で
︑
昔
の
歌
を
踏

ま
え
な
が
ら
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
︒
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
は
︑﹁
昔
男
︑
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
﹂

︵
昔
の
男
は
︑
こ
の
よ
う
に
素
早
く
雅
を
や
り
遂
げ
て
い
た
︶
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
場
﹂
が
設
定
さ
れ
︑
よ
ま

れ
た
﹁
歌
﹂
が
紹
介
さ
れ
て
か
ら
︑
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
の
評
価
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
﹁
よ
み
﹂
の
ル
ー
ル
を
明
示
し
て
か
ら
︑
評
価
が
読
者
の
課
題
と
な
る
の
で
︑
語
り
手

が
難
度
の
高
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
し
か
突
入
し
て
こ
な
い
︒
問
題
意
識
を
促
す
た
め
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
有
名
な
歌
を
思
い
が
け
な
い

﹁
場
﹂
に
設
定
す
る
と
︑
意
味
が
変
わ
る
︵
六
〇
段
︶
と
か
︑
あ
る
い
は
︑
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
歌
を
全
く
合
わ
な
い
﹁
場
﹂
に
当
て

は
め
る
と
︑
ダ
メ
な
歌
に
化
け
て
し
ま
う
︵
一
〇
三
段
︶
な
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
数
多
く
の
練
習
の
ま
と

め
と
し
て
︑
ま
る
で
フ
ァ
イ
ナ
ル
試
験
か
の
よ
う
に
︑「
思
ふ
こ
と
言
は
で
ぞ
た
だ
に
や
見
ぬ
べ
き
我
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
」

︽
思
う
こ
と
を
言
わ
な
い
で
︑
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
︒
同
じ
思
い
の
人
は
い
な
い
の
だ
か
ら
︾
と
い
う
有
名
で
は
な
か
っ
た
歌
が
引

用
さ
れ
︑﹁
む
か
し
︑
男
︑
い
か
な
り
け
る
こ
と
を
思
ひ
け
る
折
に
か
よ
め
る
﹂
と
最
終
問
題
が
発
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
)
6
(

︒

「
筒
井
筒
」
に
お
け
る
対
照
の
対
象

古
き
妻
と
新
し
き
妻
を
対
比
さ
せ
た
第
二
三
段
は
︑
田
舎
暮
ら
し
の
若
い
男
が
幼
馴
染
の
女
に
送
っ
た
「
筒
井
つ
の
井
筒
に
か
け
し

ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に
」︽
井
筒
に
背
中
を
か
け
て
丈
を
測
っ
て
い
た
時
は
い
つ
の
間
に
か
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
み

た
い
︑
あ
な
た
を
見
な
い
う
ち
に
︵
あ
な
た
が
私
を
見
て
い
な
い
う
ち
に
︶︾
)
7
(

と
い
う
歌
の
回
文
的
な
言
葉
遊
び
に
ち
な
ん
で
︑
普
段

﹁
筒
井
筒
﹂
段
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
何
歳
だ
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
女
性
か
ら
届
い
て
き
た
「
比
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
す

ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
」︽
ど
ち
ら
の
方
が
長
い
か
︑
と
あ
な
た
と
比
べ
て
い
た
私
の
振
り
分
け
髪
も
︑
肩
を
過
ぎ
る
ほ

︵
6
︶ 

こ
こ
で
は
詳
し
く
取
り
上
げ
る
余
裕
も
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
が
︑
こ
う
し
た
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
意
味
作
用
は
︑﹃
大
和
物
語
﹄
と
﹃
平
中
物

語
﹄
を
も
特
徴
づ
け
て
い
て
︑﹁
歌
物
語
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
本
質
を
成
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

︵
7
︶ 

歌
の
引
用
は
︑
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
が
︑
こ
こ
で
試
み
て
い
る
解
釈
を
促
す
た
め
︑
平
仮
名
を
漢
字
に
︑
漢
字
を
平
仮
名

に
改
め
た
こ
と
も
あ
る
︒
念
の
た
め
断
わ
っ
て
お
く
が
︑
歌
の
本
来
的
な
姿
が
仮
名
文
字
の
み
だ
っ
た
の
で
︑
こ
う
し
た
変
更
は
可
能
で
あ
る
︒

一
方
︑
現
代
語
訳
は
︑
岩
波
書
店
な
ど
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
︑
主
と
し
て
自
分
で
行
っ
た
も
の
な
の
で
︑﹁ 

﹂
で
は
な
く
︑

︽ 

︾
の
符
号
を
使
っ
て
区
別
し
て
い
る
︒
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一
般
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
も
あ
っ
た
和
歌
に
は
︑
反
応
の
速
さ
︑
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
言
い
換

え
れ
ば
︑
歌
の
効
果
と
評
価
は
︑
ど
こ
で
︑
誰
に
よ
っ
て
︑
ど
ん
な
事
情
に
お
い
て
︑
言
わ
ば
︑
歌
が
よ
ま
れ
た
﹁
場
﹂
に
大
い
に
依

存
す
る
も
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
古
代
中
国
哲
学
の
﹁
あ
い
ま
い
さ
﹂
を
反
映
し
︑
表
現
か
ら
文
法
ま
で
﹁
あ
い
ま
い
さ
﹂
を
含
ん
で
い

る
和
歌
は
︑
一
つ
の
﹁
よ
み
﹂
に
は
絞
ら
れ
に
く
い
の
で
︑﹁
場
﹂
の
変
更
に
伴
っ
て
意
味
が
変
わ
る
︒

こ
う
し
た
視
点
か
ら
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
構
造
を
再
考
察
し
て
み
る
と
︑
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
に
気
づ
く
︒
つ
ま
り
︑
元
服
か
ら
末

期
ま
で
の
﹁
あ
る
男
﹂
の
一
代
記
の
他
に
︑
も
う
一
つ
の
形
式
が
明
確
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
歌
﹂
と
﹁
場
﹂
の
組
み

合
わ
せ
の
教
科
書
︑
創
作
の
手
引
書
の
形
式
な
の
で
あ
る
︒
出
発
点
は
︑
同
じ
く
最
初
の
章
段
だ
が
︑
締
め
く
く
り
は
︑
最
後
の
章
段

で
は
な
く
︑
一
つ
前
の
一
二
四
段
で
あ
る
︒

モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
第
一
段
の
意
味
生
成
パ
タ
ー
ン
を
整
理
し
て
み
よ
う
︒
奈
良
の
京
を
訪
れ
た
﹁
あ
る
男
﹂
は
︑
品
の
あ
る
姉

妹
を
見
か
け
︑
感
動
し
て
歌
を
作
っ
た
︒
し
か
し
︑
元
服
し
た
ば
か
り
で
︑
ま
だ
知
識
も
経
験
も
足
り
な
か
っ
た
の
で
︑
昔
の
歌
を
踏

ま
え
な
が
ら
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
︒
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
は
︑﹁
昔
男
︑
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
﹂

︵
昔
の
男
は
︑
こ
の
よ
う
に
素
早
く
雅
を
や
り
遂
げ
て
い
た
︶
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
場
﹂
が
設
定
さ
れ
︑
よ
ま

れ
た
﹁
歌
﹂
が
紹
介
さ
れ
て
か
ら
︑
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
の
評
価
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
﹁
よ
み
﹂
の
ル
ー
ル
を
明
示
し
て
か
ら
︑
評
価
が
読
者
の
課
題
と
な
る
の
で
︑
語
り
手

が
難
度
の
高
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
し
か
突
入
し
て
こ
な
い
︒
問
題
意
識
を
促
す
た
め
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
有
名
な
歌
を
思
い
が
け
な
い

﹁
場
﹂
に
設
定
す
る
と
︑
意
味
が
変
わ
る
︵
六
〇
段
︶
と
か
︑
あ
る
い
は
︑
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
歌
を
全
く
合
わ
な
い
﹁
場
﹂
に
当
て

は
め
る
と
︑
ダ
メ
な
歌
に
化
け
て
し
ま
う
︵
一
〇
三
段
︶
な
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
数
多
く
の
練
習
の
ま
と

め
と
し
て
︑
ま
る
で
フ
ァ
イ
ナ
ル
試
験
か
の
よ
う
に
︑「
思
ふ
こ
と
言
は
で
ぞ
た
だ
に
や
見
ぬ
べ
き
我
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
」

︽
思
う
こ
と
を
言
わ
な
い
で
︑
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
︒
同
じ
思
い
の
人
は
い
な
い
の
だ
か
ら
︾
と
い
う
有
名
で
は
な
か
っ
た
歌
が
引

用
さ
れ
︑﹁
む
か
し
︑
男
︑
い
か
な
り
け
る
こ
と
を
思
ひ
け
る
折
に
か
よ
め
る
﹂
と
最
終
問
題
が
発
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
)
6
(

︒

「
筒
井
筒
」
に
お
け
る
対
照
の
対
象

古
き
妻
と
新
し
き
妻
を
対
比
さ
せ
た
第
二
三
段
は
︑
田
舎
暮
ら
し
の
若
い
男
が
幼
馴
染
の
女
に
送
っ
た
「
筒
井
つ
の
井
筒
に
か
け
し

ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に
」︽
井
筒
に
背
中
を
か
け
て
丈
を
測
っ
て
い
た
時
は
い
つ
の
間
に
か
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
み

た
い
︑
あ
な
た
を
見
な
い
う
ち
に
︵
あ
な
た
が
私
を
見
て
い
な
い
う
ち
に
︶︾
)
7
(

と
い
う
歌
の
回
文
的
な
言
葉
遊
び
に
ち
な
ん
で
︑
普
段

﹁
筒
井
筒
﹂
段
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
何
歳
だ
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
女
性
か
ら
届
い
て
き
た
「
比
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
す

ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
」︽
ど
ち
ら
の
方
が
長
い
か
︑
と
あ
な
た
と
比
べ
て
い
た
私
の
振
り
分
け
髪
も
︑
肩
を
過
ぎ
る
ほ

︵
6
︶ 

こ
こ
で
は
詳
し
く
取
り
上
げ
る
余
裕
も
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
が
︑
こ
う
し
た
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
意
味
作
用
は
︑﹃
大
和
物
語
﹄
と
﹃
平
中
物

語
﹄
を
も
特
徴
づ
け
て
い
て
︑﹁
歌
物
語
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
本
質
を
成
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

︵
7
︶ 

歌
の
引
用
は
︑
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
が
︑
こ
こ
で
試
み
て
い
る
解
釈
を
促
す
た
め
︑
平
仮
名
を
漢
字
に
︑
漢
字
を
平
仮
名

に
改
め
た
こ
と
も
あ
る
︒
念
の
た
め
断
わ
っ
て
お
く
が
︑
歌
の
本
来
的
な
姿
が
仮
名
文
字
の
み
だ
っ
た
の
で
︑
こ
う
し
た
変
更
は
可
能
で
あ
る
︒

一
方
︑
現
代
語
訳
は
︑
岩
波
書
店
な
ど
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
︑
主
と
し
て
自
分
で
行
っ
た
も
の
な
の
で
︑﹁ 

﹂
で
は
な
く
︑

︽ 

︾
の
符
号
を
使
っ
て
区
別
し
て
い
る
︒
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ど
伸
び
て
し
ま
っ
た
︒
君
以
外
の
誰
の
た
め
に
髪
を
上
げ
よ
う
か
︵
君
以
外
の
誰
に
髪
を
上
げ
て
も
ら
お
う
か
︶︾
と
い
う
返
事
も
︑

初
々
し
さ
の
裏
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
連
想
が
漂
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
二
人
は
︑
子
供
が
大
人
に
な
る
年
齢
だ
っ
た
と
想
像
さ

れ
る
︒
彼
女
の
親
が
娘
を
別
の
男
に
あ
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
交
換
し
た
歌
を
通
し
て
お
互
い
の
気
持
ち
を
確
か
め
た
二
人
は
︑
や
が

て
契
り
を
結
ん
だ
︒
し
か
し
︑﹁
年
ご
ろ
ふ
る
ほ
ど
に
﹂︑
女
は
親
に
死
な
れ
︑
貧
乏
に
な
っ
た
の
で
︑
男
は
河
内
の
高
安
の
郡
に
新
し

い
妻
を
持
ち
︑
通
い
は
じ
め
た
︒

後
半
は
二
人
の
妻
の
行
動
と
歌
の
比
較
に
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
男
に
捨
て
ら
れ
た
﹂
と
い
う
同
じ
﹁
場
﹂
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒﹁
高
安
﹂
と
い
う
対
照
的
な
地
名
も
︑
こ
う
し
た
効
果
を
高
め
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

古
い
妻
は
︑
男
に
怪
し
ま
れ
る
ほ
ど
︑
姿
も
行
動
も
変
わ
ら
な
い
︒
河
内
に
行
く
振
り
を
し
て
庭
に
隠
れ
た
男
が
見
た
の
は
︑
こ
の

上
も
な
い
優
雅
な
反
応
で
あ
っ
た
︒
女
は
美
し
く
化
粧
し
て
︑
そ
し
て
︑
遠
く
を
眺
め
な
が
ら
「
風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山

夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
と
い
う
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
︒
歌
を
聞
い
た
男
は
︑
女
を
と
て
も
切
な
く
て
愛
し
く
思
っ
た
の
で
︑

河
内
の
女
の
と
こ
ろ
へ
通
わ
な
く
な
っ
た
︒

﹁
ま
れ
ま
れ
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
﹂︑
通
い
始
め
た
頃
に
上
品
に
化
粧
を
こ
ら
し
て
い
た
新
し
き
妻
は
︑
手
ず
か
ら
杓
子
を
取
っ
て
︑

ご
飯
を
大
き
な
器
に
盛
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
男
は
﹁
心
憂
が
り
て
﹂︑
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
女
は
︑
大
和
国
の
方
を
見
や
っ
て

「
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も
」
と
い
う
歌
を
よ
ん
だ
︒
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
︑
男
か
ら
﹁
来

む
﹂
と
い
う
返
事
が
届
い
て
き
た
の
で
︑
大
喜
び
で
︑
待
ち
は
じ
め
た
︒
し
か
し
︑
約
束
ば
か
り
で
︑
な
か
な
か
来
な
い
の
で
︑
女
は

「
君
来
む
と
言
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
ふ
る
」
と
ま
た
も
歌
を
よ
ん
だ
後
︑
男
は
﹁
す
ま
ず
な
り
に
け

り
﹂︑
す
な
わ
ち
夫
婦
の
縁
を
打
ち
切
っ
た
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
︒

﹁
風
吹
け
ば
﹂
と
い
う
古
き
妻
の
歌
は
︑﹃
古
今
集
﹄︵
雑
上
・
九
九
四
︶
に
も
収
め
ら
れ
て
い
て
︑
非
常
に
詳
し
い
詞
書
が
添
え
ら
れ

て
い
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
詞
書
は
︑
歌
の
前
で
は
な
く
︑
珍
し
く
そ
の
後
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
歌
が
よ
ま
れ
た
﹁
場
﹂
に
関
し

て
の
読
者
の
想
像
力
を
か
き
立
て
る
効
果
が
あ
る
と
言
え
る
︒
ス
ト
ー
リ
ー
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
﹃
伊
勢
物
語
﹄
だ
け
で
な
く
﹃
大
和

物
語
﹄︵
一
四
九
︶
に
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
当
時
の
﹁
よ
み
人
﹂
に
と
っ
て
は
面
白
い
ネ
タ
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ

う
︒
一
方
︑
二
つ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
共
通
点
と
相
違
点
は
︑
ス
ト
ー
リ
ー
作
り
の
多
様
な
可
能
性
を
示
唆
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の

特
徴
を
促
し
て
い
る
︒﹃
大
和
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
胸
に
水
を
置
く
と
沸
き
立
つ
ほ
ど
の
︑
古
き
妻
の
心
と
歌
の
力
が
誇
張
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
︑
新
し
き
妻
の
描
写
は
︑
だ
ら
し
な
い
姿
で
飯
を
盛
っ
て
い
る
︑
と
外
見
に
止
ま
り
︑
歌
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
確

か
に
︑
大
き
な
器
に
飯
を
盛
る
シ
ー
ン
は
︑
と
て
も
視
覚
的
で
あ
る
の
で
︑
室
町
時
代
の
終
わ
り
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
流
行
っ
て

い
た
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
物
な
ど
︑
絵
画
作
品
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
可
笑
し
さ
は
私
た
ち
現
代
人
に

も
通
用
す
る
も
の
だ
が
︑
平
安
文
学
に
お
い
て
は
食
事
の
描
写
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
︑
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
︑
な

お
さ
ら
可
笑
し
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
あ
る
い
は
だ
か
ら
こ
そ
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
な
か
で
そ
の
場
面
の
直
後
に
紹
介
さ
れ
た
新
し

き
妻
の
歌
の
失
敗
は
︑
一
層
明
確
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
当
時
の
読
者
の
知
識
を
︑
万
葉
集
や
古
今
集
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
︑
で
き
る
だ
け
復
元
し
た
上
で
︑
二
人
の
妻
の
歌
を

比
較
し
よ
う
︒

「
風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
と
い
う
古
き
妻
の
歌
は
︑
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
多
数

の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
話
題
の
歌
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒



「古き妻」対「新しき妻」 (109)

ど
伸
び
て
し
ま
っ
た
︒
君
以
外
の
誰
の
た
め
に
髪
を
上
げ
よ
う
か
︵
君
以
外
の
誰
に
髪
を
上
げ
て
も
ら
お
う
か
︶︾
と
い
う
返
事
も
︑

初
々
し
さ
の
裏
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
連
想
が
漂
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
二
人
は
︑
子
供
が
大
人
に
な
る
年
齢
だ
っ
た
と
想
像
さ

れ
る
︒
彼
女
の
親
が
娘
を
別
の
男
に
あ
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
交
換
し
た
歌
を
通
し
て
お
互
い
の
気
持
ち
を
確
か
め
た
二
人
は
︑
や
が

て
契
り
を
結
ん
だ
︒
し
か
し
︑﹁
年
ご
ろ
ふ
る
ほ
ど
に
﹂︑
女
は
親
に
死
な
れ
︑
貧
乏
に
な
っ
た
の
で
︑
男
は
河
内
の
高
安
の
郡
に
新
し

い
妻
を
持
ち
︑
通
い
は
じ
め
た
︒

後
半
は
二
人
の
妻
の
行
動
と
歌
の
比
較
に
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
男
に
捨
て
ら
れ
た
﹂
と
い
う
同
じ
﹁
場
﹂
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒﹁
高
安
﹂
と
い
う
対
照
的
な
地
名
も
︑
こ
う
し
た
効
果
を
高
め
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

古
い
妻
は
︑
男
に
怪
し
ま
れ
る
ほ
ど
︑
姿
も
行
動
も
変
わ
ら
な
い
︒
河
内
に
行
く
振
り
を
し
て
庭
に
隠
れ
た
男
が
見
た
の
は
︑
こ
の

上
も
な
い
優
雅
な
反
応
で
あ
っ
た
︒
女
は
美
し
く
化
粧
し
て
︑
そ
し
て
︑
遠
く
を
眺
め
な
が
ら
「
風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山

夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
と
い
う
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
︒
歌
を
聞
い
た
男
は
︑
女
を
と
て
も
切
な
く
て
愛
し
く
思
っ
た
の
で
︑

河
内
の
女
の
と
こ
ろ
へ
通
わ
な
く
な
っ
た
︒

﹁
ま
れ
ま
れ
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
﹂︑
通
い
始
め
た
頃
に
上
品
に
化
粧
を
こ
ら
し
て
い
た
新
し
き
妻
は
︑
手
ず
か
ら
杓
子
を
取
っ
て
︑

ご
飯
を
大
き
な
器
に
盛
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
男
は
﹁
心
憂
が
り
て
﹂︑
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
女
は
︑
大
和
国
の
方
を
見
や
っ
て

「
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も
」
と
い
う
歌
を
よ
ん
だ
︒
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
︑
男
か
ら
﹁
来

む
﹂
と
い
う
返
事
が
届
い
て
き
た
の
で
︑
大
喜
び
で
︑
待
ち
は
じ
め
た
︒
し
か
し
︑
約
束
ば
か
り
で
︑
な
か
な
か
来
な
い
の
で
︑
女
は

「
君
来
む
と
言
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
ふ
る
」
と
ま
た
も
歌
を
よ
ん
だ
後
︑
男
は
﹁
す
ま
ず
な
り
に
け

り
﹂︑
す
な
わ
ち
夫
婦
の
縁
を
打
ち
切
っ
た
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
︒

﹁
風
吹
け
ば
﹂
と
い
う
古
き
妻
の
歌
は
︑﹃
古
今
集
﹄︵
雑
上
・
九
九
四
︶
に
も
収
め
ら
れ
て
い
て
︑
非
常
に
詳
し
い
詞
書
が
添
え
ら
れ

て
い
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
詞
書
は
︑
歌
の
前
で
は
な
く
︑
珍
し
く
そ
の
後
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
歌
が
よ
ま
れ
た
﹁
場
﹂
に
関
し

て
の
読
者
の
想
像
力
を
か
き
立
て
る
効
果
が
あ
る
と
言
え
る
︒
ス
ト
ー
リ
ー
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
﹃
伊
勢
物
語
﹄
だ
け
で
な
く
﹃
大
和

物
語
﹄︵
一
四
九
︶
に
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
当
時
の
﹁
よ
み
人
﹂
に
と
っ
て
は
面
白
い
ネ
タ
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ

う
︒
一
方
︑
二
つ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
共
通
点
と
相
違
点
は
︑
ス
ト
ー
リ
ー
作
り
の
多
様
な
可
能
性
を
示
唆
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の

特
徴
を
促
し
て
い
る
︒﹃
大
和
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
胸
に
水
を
置
く
と
沸
き
立
つ
ほ
ど
の
︑
古
き
妻
の
心
と
歌
の
力
が
誇
張
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
︑
新
し
き
妻
の
描
写
は
︑
だ
ら
し
な
い
姿
で
飯
を
盛
っ
て
い
る
︑
と
外
見
に
止
ま
り
︑
歌
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
確

か
に
︑
大
き
な
器
に
飯
を
盛
る
シ
ー
ン
は
︑
と
て
も
視
覚
的
で
あ
る
の
で
︑
室
町
時
代
の
終
わ
り
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
流
行
っ
て

い
た
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
物
な
ど
︑
絵
画
作
品
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
可
笑
し
さ
は
私
た
ち
現
代
人
に

も
通
用
す
る
も
の
だ
が
︑
平
安
文
学
に
お
い
て
は
食
事
の
描
写
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
︑
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
︑
な

お
さ
ら
可
笑
し
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
あ
る
い
は
だ
か
ら
こ
そ
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
な
か
で
そ
の
場
面
の
直
後
に
紹
介
さ
れ
た
新
し

き
妻
の
歌
の
失
敗
は
︑
一
層
明
確
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
当
時
の
読
者
の
知
識
を
︑
万
葉
集
や
古
今
集
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
︑
で
き
る
だ
け
復
元
し
た
上
で
︑
二
人
の
妻
の
歌
を

比
較
し
よ
う
︒

「
風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
と
い
う
古
き
妻
の
歌
は
︑
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
多
数

の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
話
題
の
歌
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒



(110)

現
代
日
本
語
に
お
い
て
も
︑﹁
風
﹂
と
﹁
雨
﹂
を
表
す
言
葉
が
他
の
言
語
よ
り
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
日
本
の
気
候
に
由
来

し
て
い
る
に
違
い
な
い
が
︑
語
彙
の
多
様
性
と
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
発
展
さ
せ
た
の
は
︑
和
歌
を
中
心
と
し
た
古
典
文

学
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
和
歌
の
﹁
風
﹂
は
︑
雲
を
追
い
払
っ
た
り
︑
花
の
香
を
漂
わ
せ
た
り
︑
音
を
運
ん
だ
り
す
る
な
ど
︑
現

実
を
模
倣
し
た
表
現
︵
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
︶
に
使
わ
れ
て
い
て
︑
ま
た
︑﹁
秋
︵
飽
き
︶
風
﹂
や
﹁
嵐
︵
あ
ら
じ=

な
い
だ
ろ
う
︶﹂
な
ど
の

よ
う
に
︑
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
も
よ
ま
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
も
の
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
り
す
る
自
然
の
風
に
倣
っ
て
︑
歌
こ
と

ば
の
﹁
風
﹂
も
︑
詩
的
意
味
の
変
更
を
示
す
︑
す
な
わ
ち
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
働
き
も
し
て
い
る
)
8
(

︒

上
に
素
描
し
た
﹁
風
﹂
の
意
味
作
用
を
起
動
さ
せ
る
の
は
︑﹁
吹
く
﹂
こ
と
な
の
で
︑﹁
風
吹
け
ば
﹂︵
風
が
吹
く
の
で
︶
と
い
う
表
現

は
莫
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
て
い
る
︒
国
歌
大
観
の
C
D

－

R
O
M
で
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
表
現
は
す
で
に
﹃
万
葉
集
﹄
に
登
場

し
て
き
て
︑
し
か
も
全
六
首
の
う
ち
の
五
首
に
お
い
て
も
︑「
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
恐か

し
こみ
と
能の

こ許
の
泊
ま
り
に
あ
ま
た
夜
そ
寝ぬ

る
」︽
風

が
吹
く
の
で
︑
沖
の
白
波
を
恐
れ
て
︑
能
許
︵
島
︶
に
泊
ま
っ
て
︑
幾
夜
も
寝
て
い
る
︾︵
第
十
五
巻
︑
三
六
七
三
︶
の
よ
う
に
︑
風
が

吹
く
こ
と
の
結
果
は
﹁︵
白
︶
波
﹂
で
あ
る
︒
古
今
集
の
「
風
吹
け
ば
浪
打
つ
岸
の
松
な
れ
や
ね
に
あ
ら
は
れ
て
泣
き
ぬ
べ
ら
な
り
」

︵
よ
み
人
知
ら
ず
︑
恋
三
・
六
七
一
︶
な
ど
の
歌
に
お
い
て
も
﹁
浪
﹂
が
立
つ
の
だ
が
︑
そ
の
﹁
浪
﹂
は
さ
ら
に
﹁
涙
﹂
と
関
連
づ
け
ら

れ
て
い
る
︒﹁
浪
﹂・﹁
無
み
︵
無
い
の
で
︶﹂・﹁
涙
﹂
の
連
想
の
連
続
︑
二
つ
の
﹁
ま
つ
﹂︵
松
︑
待
つ
︶︑
三
つ
の
﹁
ね
﹂︵
根
︑
音
︑

寝
︶︑
四
つ
の
﹁
あ
ら
は
れ
て
﹂︵
洗
わ
れ
て
／
洗
わ
れ
で
﹇
洗
わ
れ
な
い
で
﹈︑
現
れ
て
／
現
れ
で
︶
の
意
味
の
重
ね
合
わ
せ
を
考
慮
し

て
み
れ
ば
︑︽
風
が
吹
く
と
︑
私
は
波
が
打
ち
寄
せ
て
く
る
岸
の
松
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
松
の
根
が
洗
わ
れ
て
︑
あ
ら
わ
に
な
る
の
と

同
様
に
︑
私
も
︑
波
に
洗
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
ど
ん
な
に
待
っ
て
も
共
寝
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
︑
泣
く
音
の
涙
に
思
い

が
顕
れ
て
し
ま
っ
た
︾
と
い
う
よ
う
な
解
釈
に
な
る
だ
ろ
う
︒

一
方
︑﹁
白
波
﹂
は
︑「
葦
鴨
の
騒
ぐ
入
江
の
白
波
の
知
ら
ず
や
人
を
か
く
恋
ひ
む
と
は
」︽
葦
鴨
が
騒
ぐ
入
江
に
寄
せ
て
く
る
白
波
の

よ
う
に
︑
誰
に
も
︵
あ
な
た
に
︑
あ
の
人
に
︶
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
︑
こ
ん
な
に
心
を
騒
が
せ
て
︑
あ
な
た
︵
あ
の
人
︶
に
思

い
を
寄
せ
て
い
る
と
は
︾︵
古
今
︑
恋
一
・
五
三
三
︶︑
と
﹁
知
ら
ず
︵
ぬ
︶﹂
を
連
想
し
て
い
る
ば
か
り
か
︑「
白
波
の
跡
な
き
か
た
に
行

く
舟
も
風
ぞ
た
よ
り
の
し
る
べ
な
り
け
り
」︽
白
波
の
跡
も
消
え
て
し
ま
う
方
向
に
去
っ
て
い
く
舟
が
風
を
頼
り
に
し
て
い
る
の
と
同
様

に
︑﹁
知
ら
ぬ
身
﹂
に
な
っ
て
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
あ
な
た
︵
あ
の
人
︶
の
こ
と
は
︑
風
の
便
り
に
聞
く
だ
け
に
な
っ
た
の
だ
︾︵
勝

臣
︑
恋
一
・
四
七
二
︶︑
と
﹁
知
ら
ぬ
身
﹂
と
の
響
き
合
い
を
通
し
て
不
安
を
い
っ
そ
う
募
ら
せ
て
い
く
歌
こ
と
ば
で
あ
る
︒
人
に
知
ら

れ
ぬ
恋
心
を
可
視
化
す
る
﹁
沖
つ
白
波
﹂
は
︑
さ
ら
に
「
立
ち
か
へ
り
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
よ
そ
に
て
も
人
に
心
を
お
き
つ
し
ら
な
み
」

︽
寄
せ
て
は
返
す
沖
の
白
波
の
よ
う
に
︑
遠
く
か
ら
あ
な
た
︵
あ
の
人
︶
に
心
を
寄
せ
て
し
ま
っ
た
私
を
︑
哀
れ
に
思
う
の
だ
ろ
う
か
︾

︵
元
方
︑
恋
一
・
四
七
四
︶
な
ど
の
よ
う
に
︑﹁
心
を
お
き
つ
﹂
を
響
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
思
い
の
深
さ
を
強
調
し
て
い
る
︒

﹁
白
波
﹂
が
﹁
立
つ
﹂
こ
と
に
な
る
と
︑﹁
涙
﹂
の
連
想
が
一
層
強
く
な
る
︒
ま
ず
は
﹁
し
ら
な
み
た
つ
﹂
の
な
か
に
﹁
な
み
だ
﹂
そ

の
も
の
が
﹁
物
名
﹂
的
に
よ
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
立
つ
﹂
に
よ
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
た
﹁
竜
田
﹂
は
︑
万
葉
集
の
時
代
か
ら

﹁
紅
葉
﹂
の
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
平
安
時
代
に
な
る
と
︑「
か
ら
衣
た
つ
た
の
山
の
も
み
ぢ
葉
は
物
思
ふ
人
の
袂
な
り
け
り
」

︽
か
ら
︵
唐
︑
韓
︶
衣
と
は
違
う
錦
の
よ
う
な
山
の
紅
葉
は
︑
恋
す
る
人
の
紅
の
涙
に
濡
れ
た
袂
だ
っ
た
の
だ
︾︵
後
撰
よ
み
人
知
ら
ず
︑

秋
下
・
三
八
三
︶
な
ど
に
見
る
よ
う
に
︑﹁
紅
の
涙
﹂
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
く
る
)
9
(

︒

︵
8
︶ 

﹃
涙
の
詩
学
﹄︵
三
六
九
~
三
八
〇
頁
な
ど
︶
の
な
か
で
分
析
し
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
働
き
が
﹁
言
の
葉
﹂
す
な
わ
ち
詩
的
言
語
の
発
展
に
つ
れ

て
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
︑
平
安
末
期
の
歌
に
明
確
に
現
れ
て
い
る
が
︑
平
安
初
期
に
は
す
で
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︵
9
︶ 

平
安
時
代
に
お
い
て
は
﹁﹁
竜
田
山
︵
川
︶﹂
は
﹁
飽
き
た
﹂
心
を
示
唆
す
る
﹁
秋
︵
風
︶﹂
や
﹁
紅
の
涙
﹂
を
連
連
想
す
る
﹁
紅
葉
﹂
に
よ
っ
て
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現
代
日
本
語
に
お
い
て
も
︑﹁
風
﹂
と
﹁
雨
﹂
を
表
す
言
葉
が
他
の
言
語
よ
り
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
日
本
の
気
候
に
由
来

し
て
い
る
に
違
い
な
い
が
︑
語
彙
の
多
様
性
と
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
発
展
さ
せ
た
の
は
︑
和
歌
を
中
心
と
し
た
古
典
文

学
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
和
歌
の
﹁
風
﹂
は
︑
雲
を
追
い
払
っ
た
り
︑
花
の
香
を
漂
わ
せ
た
り
︑
音
を
運
ん
だ
り
す
る
な
ど
︑
現

実
を
模
倣
し
た
表
現
︵
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
︶
に
使
わ
れ
て
い
て
︑
ま
た
︑﹁
秋
︵
飽
き
︶
風
﹂
や
﹁
嵐
︵
あ
ら
じ=

な
い
だ
ろ
う
︶﹂
な
ど
の

よ
う
に
︑
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
も
よ
ま
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
も
の
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
り
す
る
自
然
の
風
に
倣
っ
て
︑
歌
こ
と

ば
の
﹁
風
﹂
も
︑
詩
的
意
味
の
変
更
を
示
す
︑
す
な
わ
ち
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
働
き
も
し
て
い
る
)
8
(

︒

上
に
素
描
し
た
﹁
風
﹂
の
意
味
作
用
を
起
動
さ
せ
る
の
は
︑﹁
吹
く
﹂
こ
と
な
の
で
︑﹁
風
吹
け
ば
﹂︵
風
が
吹
く
の
で
︶
と
い
う
表
現

は
莫
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
て
い
る
︒
国
歌
大
観
の
C
D

－

R
O
M
で
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
表
現
は
す
で
に
﹃
万
葉
集
﹄
に
登
場

し
て
き
て
︑
し
か
も
全
六
首
の
う
ち
の
五
首
に
お
い
て
も
︑「
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
恐か

し
こみ
と
能の

こ許
の
泊
ま
り
に
あ
ま
た
夜
そ
寝ぬ

る
」︽
風

が
吹
く
の
で
︑
沖
の
白
波
を
恐
れ
て
︑
能
許
︵
島
︶
に
泊
ま
っ
て
︑
幾
夜
も
寝
て
い
る
︾︵
第
十
五
巻
︑
三
六
七
三
︶
の
よ
う
に
︑
風
が

吹
く
こ
と
の
結
果
は
﹁︵
白
︶
波
﹂
で
あ
る
︒
古
今
集
の
「
風
吹
け
ば
浪
打
つ
岸
の
松
な
れ
や
ね
に
あ
ら
は
れ
て
泣
き
ぬ
べ
ら
な
り
」

︵
よ
み
人
知
ら
ず
︑
恋
三
・
六
七
一
︶
な
ど
の
歌
に
お
い
て
も
﹁
浪
﹂
が
立
つ
の
だ
が
︑
そ
の
﹁
浪
﹂
は
さ
ら
に
﹁
涙
﹂
と
関
連
づ
け
ら

れ
て
い
る
︒﹁
浪
﹂・﹁
無
み
︵
無
い
の
で
︶﹂・﹁
涙
﹂
の
連
想
の
連
続
︑
二
つ
の
﹁
ま
つ
﹂︵
松
︑
待
つ
︶︑
三
つ
の
﹁
ね
﹂︵
根
︑
音
︑

寝
︶︑
四
つ
の
﹁
あ
ら
は
れ
て
﹂︵
洗
わ
れ
て
／
洗
わ
れ
で
﹇
洗
わ
れ
な
い
で
﹈︑
現
れ
て
／
現
れ
で
︶
の
意
味
の
重
ね
合
わ
せ
を
考
慮
し

て
み
れ
ば
︑︽
風
が
吹
く
と
︑
私
は
波
が
打
ち
寄
せ
て
く
る
岸
の
松
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
松
の
根
が
洗
わ
れ
て
︑
あ
ら
わ
に
な
る
の
と

同
様
に
︑
私
も
︑
波
に
洗
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
ど
ん
な
に
待
っ
て
も
共
寝
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
︑
泣
く
音
の
涙
に
思
い

が
顕
れ
て
し
ま
っ
た
︾
と
い
う
よ
う
な
解
釈
に
な
る
だ
ろ
う
︒

一
方
︑﹁
白
波
﹂
は
︑「
葦
鴨
の
騒
ぐ
入
江
の
白
波
の
知
ら
ず
や
人
を
か
く
恋
ひ
む
と
は
」︽
葦
鴨
が
騒
ぐ
入
江
に
寄
せ
て
く
る
白
波
の

よ
う
に
︑
誰
に
も
︵
あ
な
た
に
︑
あ
の
人
に
︶
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
︑
こ
ん
な
に
心
を
騒
が
せ
て
︑
あ
な
た
︵
あ
の
人
︶
に
思

い
を
寄
せ
て
い
る
と
は
︾︵
古
今
︑
恋
一
・
五
三
三
︶︑
と
﹁
知
ら
ず
︵
ぬ
︶﹂
を
連
想
し
て
い
る
ば
か
り
か
︑「
白
波
の
跡
な
き
か
た
に
行

く
舟
も
風
ぞ
た
よ
り
の
し
る
べ
な
り
け
り
」︽
白
波
の
跡
も
消
え
て
し
ま
う
方
向
に
去
っ
て
い
く
舟
が
風
を
頼
り
に
し
て
い
る
の
と
同
様

に
︑﹁
知
ら
ぬ
身
﹂
に
な
っ
て
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
あ
な
た
︵
あ
の
人
︶
の
こ
と
は
︑
風
の
便
り
に
聞
く
だ
け
に
な
っ
た
の
だ
︾︵
勝

臣
︑
恋
一
・
四
七
二
︶︑
と
﹁
知
ら
ぬ
身
﹂
と
の
響
き
合
い
を
通
し
て
不
安
を
い
っ
そ
う
募
ら
せ
て
い
く
歌
こ
と
ば
で
あ
る
︒
人
に
知
ら

れ
ぬ
恋
心
を
可
視
化
す
る
﹁
沖
つ
白
波
﹂
は
︑
さ
ら
に
「
立
ち
か
へ
り
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
よ
そ
に
て
も
人
に
心
を
お
き
つ
し
ら
な
み
」

︽
寄
せ
て
は
返
す
沖
の
白
波
の
よ
う
に
︑
遠
く
か
ら
あ
な
た
︵
あ
の
人
︶
に
心
を
寄
せ
て
し
ま
っ
た
私
を
︑
哀
れ
に
思
う
の
だ
ろ
う
か
︾

︵
元
方
︑
恋
一
・
四
七
四
︶
な
ど
の
よ
う
に
︑﹁
心
を
お
き
つ
﹂
を
響
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
思
い
の
深
さ
を
強
調
し
て
い
る
︒

﹁
白
波
﹂
が
﹁
立
つ
﹂
こ
と
に
な
る
と
︑﹁
涙
﹂
の
連
想
が
一
層
強
く
な
る
︒
ま
ず
は
﹁
し
ら
な
み
た
つ
﹂
の
な
か
に
﹁
な
み
だ
﹂
そ

の
も
の
が
﹁
物
名
﹂
的
に
よ
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
立
つ
﹂
に
よ
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
た
﹁
竜
田
﹂
は
︑
万
葉
集
の
時
代
か
ら

﹁
紅
葉
﹂
の
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
平
安
時
代
に
な
る
と
︑「
か
ら
衣
た
つ
た
の
山
の
も
み
ぢ
葉
は
物
思
ふ
人
の
袂
な
り
け
り
」

︽
か
ら
︵
唐
︑
韓
︶
衣
と
は
違
う
錦
の
よ
う
な
山
の
紅
葉
は
︑
恋
す
る
人
の
紅
の
涙
に
濡
れ
た
袂
だ
っ
た
の
だ
︾︵
後
撰
よ
み
人
知
ら
ず
︑

秋
下
・
三
八
三
︶
な
ど
に
見
る
よ
う
に
︑﹁
紅
の
涙
﹂
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
く
る
)
9
(

︒

︵
8
︶ 

﹃
涙
の
詩
学
﹄︵
三
六
九
~
三
八
〇
頁
な
ど
︶
の
な
か
で
分
析
し
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
働
き
が
﹁
言
の
葉
﹂
す
な
わ
ち
詩
的
言
語
の
発
展
に
つ
れ

て
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
︑
平
安
末
期
の
歌
に
明
確
に
現
れ
て
い
る
が
︑
平
安
初
期
に
は
す
で
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︵
9
︶ 

平
安
時
代
に
お
い
て
は
﹁﹁
竜
田
山
︵
川
︶﹂
は
﹁
飽
き
た
﹂
心
を
示
唆
す
る
﹁
秋
︵
風
︶﹂
や
﹁
紅
の
涙
﹂
を
連
連
想
す
る
﹁
紅
葉
﹂
に
よ
っ
て



(112)

﹁
夜
半
﹂
も
ま
た
︑﹁
涙
﹂
を
連
想
す
る
平
安
時
代
の
歌
こ
と
ば
で
あ
り
︑
平
安
後
半
の
歌
に
殊
に
よ
く
よ
ま
れ
て
い
る
︒
恋
人
に
逢

う
夜
の
最
も
遅
い
時
間
を
示
し
て
い
る
の
で
︑「
あ
は
れ
と
も
枕
ば
か
り
や
思
ふ
ら
ん
涙
絶
え
せ
ぬ
夜
半
の
け
し
き
を
」︽
枕
だ
け
が
私

の
こ
と
を
哀
れ
ん
で
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
恋
し
い
人
と
の
関
係
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
に
︑
涙
が
絶
え
間
な
く
流
れ
続
け
て
い

る
夜
半
の
景
色
を
見
て
︾︵
千
載
︑
朝
恵
法
師
︑
恋
二
・
七
三
九
︶
な
ど
に
見
る
よ
う
に
︑
独
り
寝
の
寂
し
さ
を
表
し
て
い
る
︒
こ
う
し

た
意
味
が
十
一
世
紀
以
降
に
定
着
し
た
の
だ
が
︑
十
世
紀
前
半
の
「
秋
な
れ
ば
山
と
よ
む
ま
で
な
く
鹿
に
我
劣
ら
め
や
ひ
と
り
寝
る
夜

は
」︽
秋
と
と
も
に
︑
あ
な
た
の
心
に
も
﹁
飽
き
﹂
が
来
た
か
ら
だ
ろ
う
か
︑
独
り
寝
の
夜
に
私
の
泣
く
音
は
︑
山
が
轟
く
ま
で
な
く
鹿

に
劣
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
︾︵
古
今
︑
よ
み
人
知
ら
ず
︑
恋
二
・
五
八
二
︶︑「
花
す
す
き
そ
よ
と
も
す
れ
ば
秋
風
の
吹
く
か
と
ぞ
聞
く

ひ
と
り
寝
る
夜
は
」︽﹁
そ
よ
﹂
と
花
薄
の
音
が
飽
き
た
心
の
秋
風
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
︑
ひ
と
り
寝
る
夜
に
︾︵
後
撰
︑
棟
梁
︑
秋

下
・
三
五
三
︶
な
ど
に
よ
ま
れ
た
﹁
ひ
と
り
寝
る
夜
は
﹂
は
︑
そ
の
前
提
と
見
な
さ
れ
る
︒

さ
て
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
少
し
後
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
お
い
て
は
︑
古
き
妻
の
歌
が
二
回
︵
第
一
帖
・
雑

風; 

第
二
帖
・
山
︶
も
登
場
し
︑
作
者
の
名
前
は
﹁
か
ご
の
山
︵
く
が
山
︶
の
花
子
﹂
と
特
定
さ
れ
て
い
る
)
10
(

︒
ど
ん
な
証
拠
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
︑
花
子
は
誰
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
定
か
で
は
な
い
が
︑
こ
こ
ま
で
試
み
た
歌
こ
と
ば
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
復
元
作
業
を

通
し
て
見
え
て
き
た
よ
う
に
︑「
風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
と
い
う
花
子
の
歌
は
︑
平
安

前
半
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
和
歌
の
詩
的
カ
ノ
ン
を
例
示
す
る
と
言
え
る
ほ
ど
優
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
現
代
語
訳
に
お
い
て
は
全
て
の

連
想
を
生
か
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
︑
意
味
は
︽
風
が
吹
く
と
沖
の
白
波
が
立
つ
の
と
同
様
に
︑
あ
な
た
を
思
う
心
の
奥
に
︑
誰
に

も
知
ら
れ
ぬ
涙
の
波
が
立
ち
︑
そ
の
紅
色
は
︑
あ
な
た
が
夜
遅
く
ひ
と
り
で
超
え
て
い
く
竜
田
山
の
紅
葉
の
色
よ
り
濃
い
︾
と
纏
め
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
)
11
(

︒

昔
も
今
も
︑
古
典
文
学
作
品
の
注
釈
に
携
わ
っ
て
い
る
の
は
男
性
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
︑
古
き
妻
は
男
が
庭
に
隠
れ
て
い
た
こ
と

を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︑
と
疑
わ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
た
と
え
そ
う
だ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
︑
歌
が
最
高
レ
ベ
ル
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
代
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
比
べ
る
と
︑
新
し
き
女
が
大
和
の
方
を
見
や
っ
て
作
っ
た
「
君
が
あ
た
り
見

つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も
」︽
君
の
い
る
あ
た
り
を
ず
っ
と
見
て
い
よ
う
︒
雲
よ
︑
生
駒
山
を
隠
さ
な
い
で

お
く
れ
︑
雨
が
降
っ
て
も
︾
と
い
う
歌
は
︑
と
ん
で
も
な
い
失
敗
で
あ
る
︒
普
段
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
に
お
い
て
は
こ
の
歌
は
分
析
さ

意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
山
﹂
よ
り
﹁
川
﹂
の
使
用
例
の
方
が
多
い
︒
地
名
を
実
体
的
な
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
言
葉
の
面
白
さ

の
た
め
に
よ
む
こ
と
は
︑
平
安
時
代
の
特
徴
な
の
で
︑﹁
白
波
た
つ
た
山
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
と
て
も
新
鮮
で
時
代
の
趣
味
に
対
応
し
て
い
る
と

評
価
で
き
る
︒

︵
10
︶ 

関
根
賢
司
は
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
お
い
て
は
歌
の
最
後
の
句
は
﹁
超
ゆ
ら
む
﹂
で
は
な
く
﹁
行
く
ら
む
﹂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
︑

読
者
の
視
点
の
違
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
行
く
ら
む
﹂
の
場
合
︑
読
者
は
﹁
ひ
と
り
竜
田
山
へ
と
向
か
っ
て

さ
っ
て
い
く
︿
君
﹀
の
後
ろ
姿
を
見
え
な
く
な
る
ま
で
目
で
追
う
詠
み
び
と
︵
花
子
︶
と
同
化
す
る
﹂
の
と
は
違
っ
て
︑﹁
こ
ゆ
ら
む
﹂
の
時
に

﹁
読
者
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は
︑
ひ
と
り
山
を
超
え
て
い
く
︿
君
﹀
の
孤
独
な
姿
で
あ
る
﹂︵
二
〇
〇
五
年
︑
九
九
頁
︶︒

︵
11
︶ 

つ
い
で
に
付
け
加
え
る
と
︑
平
安
後
半
に
書
か
れ
た
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
と
い
う
歌
論
書
は
︑
こ
の
歌
を
引
用
し
︑
中
国
の
﹃
後
漢
書
﹄
に
含
ま
れ
た

﹁
白
波
谷
﹂
の
強
盗
を
踏
ま
え
て
︑﹁
白
波
と
い
ふ
は
︑
ぬ
す
人
を
い
ふ
な
り
︒
竜
田
山
を
恐
ろ
し
く
や
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
と
︑
お
ぼ
つ
か
な
さ
に

よ
め
る
歌
﹂︵
九
一
頁
︶
と
解
釈
し
て
い
る
︒
現
代
の
注
釈
者
は
︑﹁
盗
人
﹂
の
意
味
は
平
安
前
半
に
は
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑

こ
の
説
は
﹁
有
力
で
は
な
い
﹂
と
否
定
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
た
と
え
歌
が
作
ら
れ
た
平
安
前
半
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
意
味
が
な
か
っ
た
の
だ

と
し
て
も
︑
平
安
後
半
に
お
い
て
は
成
立
し
た
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑﹁
白
波
﹂
の
新
し
い
意
味
が

男
を
心
配
す
る
女
の
気
持
ち
と
︑
紅
に
燃
え
る
心
の
思
い
と
い
う
歌
の
二
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
っ
そ
う
強
調
す
る
効
果
に
な
る
の
で
︑
二
つ
の

時
代
の
解
釈
は
矛
盾
し
て
い
な
い
︒
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﹁
夜
半
﹂
も
ま
た
︑﹁
涙
﹂
を
連
想
す
る
平
安
時
代
の
歌
こ
と
ば
で
あ
り
︑
平
安
後
半
の
歌
に
殊
に
よ
く
よ
ま
れ
て
い
る
︒
恋
人
に
逢

う
夜
の
最
も
遅
い
時
間
を
示
し
て
い
る
の
で
︑「
あ
は
れ
と
も
枕
ば
か
り
や
思
ふ
ら
ん
涙
絶
え
せ
ぬ
夜
半
の
け
し
き
を
」︽
枕
だ
け
が
私

の
こ
と
を
哀
れ
ん
で
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
恋
し
い
人
と
の
関
係
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
に
︑
涙
が
絶
え
間
な
く
流
れ
続
け
て
い

る
夜
半
の
景
色
を
見
て
︾︵
千
載
︑
朝
恵
法
師
︑
恋
二
・
七
三
九
︶
な
ど
に
見
る
よ
う
に
︑
独
り
寝
の
寂
し
さ
を
表
し
て
い
る
︒
こ
う
し

た
意
味
が
十
一
世
紀
以
降
に
定
着
し
た
の
だ
が
︑
十
世
紀
前
半
の
「
秋
な
れ
ば
山
と
よ
む
ま
で
な
く
鹿
に
我
劣
ら
め
や
ひ
と
り
寝
る
夜

は
」︽
秋
と
と
も
に
︑
あ
な
た
の
心
に
も
﹁
飽
き
﹂
が
来
た
か
ら
だ
ろ
う
か
︑
独
り
寝
の
夜
に
私
の
泣
く
音
は
︑
山
が
轟
く
ま
で
な
く
鹿

に
劣
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
︾︵
古
今
︑
よ
み
人
知
ら
ず
︑
恋
二
・
五
八
二
︶︑「
花
す
す
き
そ
よ
と
も
す
れ
ば
秋
風
の
吹
く
か
と
ぞ
聞
く

ひ
と
り
寝
る
夜
は
」︽﹁
そ
よ
﹂
と
花
薄
の
音
が
飽
き
た
心
の
秋
風
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
︑
ひ
と
り
寝
る
夜
に
︾︵
後
撰
︑
棟
梁
︑
秋

下
・
三
五
三
︶
な
ど
に
よ
ま
れ
た
﹁
ひ
と
り
寝
る
夜
は
﹂
は
︑
そ
の
前
提
と
見
な
さ
れ
る
︒

さ
て
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
少
し
後
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
お
い
て
は
︑
古
き
妻
の
歌
が
二
回
︵
第
一
帖
・
雑

風; 

第
二
帖
・
山
︶
も
登
場
し
︑
作
者
の
名
前
は
﹁
か
ご
の
山
︵
く
が
山
︶
の
花
子
﹂
と
特
定
さ
れ
て
い
る
)
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(

︒
ど
ん
な
証
拠
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
︑
花
子
は
誰
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
定
か
で
は
な
い
が
︑
こ
こ
ま
で
試
み
た
歌
こ
と
ば
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
復
元
作
業
を

通
し
て
見
え
て
き
た
よ
う
に
︑「
風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
と
い
う
花
子
の
歌
は
︑
平
安

前
半
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
和
歌
の
詩
的
カ
ノ
ン
を
例
示
す
る
と
言
え
る
ほ
ど
優
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
現
代
語
訳
に
お
い
て
は
全
て
の

連
想
を
生
か
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
︑
意
味
は
︽
風
が
吹
く
と
沖
の
白
波
が
立
つ
の
と
同
様
に
︑
あ
な
た
を
思
う
心
の
奥
に
︑
誰
に

も
知
ら
れ
ぬ
涙
の
波
が
立
ち
︑
そ
の
紅
色
は
︑
あ
な
た
が
夜
遅
く
ひ
と
り
で
超
え
て
い
く
竜
田
山
の
紅
葉
の
色
よ
り
濃
い
︾
と
纏
め
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
)
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昔
も
今
も
︑
古
典
文
学
作
品
の
注
釈
に
携
わ
っ
て
い
る
の
は
男
性
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
︑
古
き
妻
は
男
が
庭
に
隠
れ
て
い
た
こ
と

を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︑
と
疑
わ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
た
と
え
そ
う
だ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
︑
歌
が
最
高
レ
ベ
ル
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
代
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
比
べ
る
と
︑
新
し
き
女
が
大
和
の
方
を
見
や
っ
て
作
っ
た
「
君
が
あ
た
り
見

つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も
」︽
君
の
い
る
あ
た
り
を
ず
っ
と
見
て
い
よ
う
︒
雲
よ
︑
生
駒
山
を
隠
さ
な
い
で

お
く
れ
︑
雨
が
降
っ
て
も
︾
と
い
う
歌
は
︑
と
ん
で
も
な
い
失
敗
で
あ
る
︒
普
段
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
に
お
い
て
は
こ
の
歌
は
分
析
さ

意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
山
﹂
よ
り
﹁
川
﹂
の
使
用
例
の
方
が
多
い
︒
地
名
を
実
体
的
な
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
言
葉
の
面
白
さ

の
た
め
に
よ
む
こ
と
は
︑
平
安
時
代
の
特
徴
な
の
で
︑﹁
白
波
た
つ
た
山
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
と
て
も
新
鮮
で
時
代
の
趣
味
に
対
応
し
て
い
る
と

評
価
で
き
る
︒

︵
10
︶ 

関
根
賢
司
は
︑﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
お
い
て
は
歌
の
最
後
の
句
は
﹁
超
ゆ
ら
む
﹂
で
は
な
く
﹁
行
く
ら
む
﹂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
︑

読
者
の
視
点
の
違
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
行
く
ら
む
﹂
の
場
合
︑
読
者
は
﹁
ひ
と
り
竜
田
山
へ
と
向
か
っ
て

さ
っ
て
い
く
︿
君
﹀
の
後
ろ
姿
を
見
え
な
く
な
る
ま
で
目
で
追
う
詠
み
び
と
︵
花
子
︶
と
同
化
す
る
﹂
の
と
は
違
っ
て
︑﹁
こ
ゆ
ら
む
﹂
の
時
に

﹁
読
者
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は
︑
ひ
と
り
山
を
超
え
て
い
く
︿
君
﹀
の
孤
独
な
姿
で
あ
る
﹂︵
二
〇
〇
五
年
︑
九
九
頁
︶︒

︵
11
︶ 

つ
い
で
に
付
け
加
え
る
と
︑
平
安
後
半
に
書
か
れ
た
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
と
い
う
歌
論
書
は
︑
こ
の
歌
を
引
用
し
︑
中
国
の
﹃
後
漢
書
﹄
に
含
ま
れ
た

﹁
白
波
谷
﹂
の
強
盗
を
踏
ま
え
て
︑﹁
白
波
と
い
ふ
は
︑
ぬ
す
人
を
い
ふ
な
り
︒
竜
田
山
を
恐
ろ
し
く
や
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
と
︑
お
ぼ
つ
か
な
さ
に

よ
め
る
歌
﹂︵
九
一
頁
︶
と
解
釈
し
て
い
る
︒
現
代
の
注
釈
者
は
︑﹁
盗
人
﹂
の
意
味
は
平
安
前
半
に
は
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑

こ
の
説
は
﹁
有
力
で
は
な
い
﹂
と
否
定
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
た
と
え
歌
が
作
ら
れ
た
平
安
前
半
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
意
味
が
な
か
っ
た
の
だ

と
し
て
も
︑
平
安
後
半
に
お
い
て
は
成
立
し
た
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑﹁
白
波
﹂
の
新
し
い
意
味
が

男
を
心
配
す
る
女
の
気
持
ち
と
︑
紅
に
燃
え
る
心
の
思
い
と
い
う
歌
の
二
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
っ
そ
う
強
調
す
る
効
果
に
な
る
の
で
︑
二
つ
の

時
代
の
解
釈
は
矛
盾
し
て
い
な
い
︒
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れ
て
い
な
い
が
︑
失
敗
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
も
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
詩
的
課
題
の
一
つ
な
の
で
︑
そ
の
解
読
に
挑
戦
し
て
み
よ
う
︒

新
し
き
妻
の
歌
は
︑「
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
た
な
び
き
雨
は
ふ
る
と
も
」︵
第
十
二
・
三
〇
三
二
︶
と
い
う
万

葉
歌
を
ほ
ぼ
文
字
通
り
に
引
用
し
て
い
る
の
で
︑
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
︒
二
つ
を

並
べ
て
み
る
と
︑﹁
雲
な
た
な
び
き
﹂
と
い
う
四
つ
目
の
句
は
﹁
雲
な
隠
し
そ
﹂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
は
ケ
ア
レ
ス
ミ

ス
な
の
だ
ろ
う
か
︑
そ
れ
と
も
新
し
き
妻
が
わ
ざ
と
表
現
を
変
え
た
の
だ
ろ
う
か
︑
断
言
は
で
き
な
い
が
︑
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て

も
︑
結
果
は
知
識
不
足
に
よ
る
失
敗
で
あ
る
︒
内
容
か
ら
す
れ
ば
︑
同
じ
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑﹁
た
な
び
く
﹂
と
い
う
想
像
を
そ
そ
る

歌
こ
と
ば
は
﹁
隠
す
﹂
と
い
う
日
常
語
に
な
っ
て
い
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
言
の
葉
﹂
が
普
通
の
﹁
言
葉
﹂
に
化
け
て
し
ま
っ
た
の

で
︑
歌
は
歌
で
は
な
く
な
っ
た
の
だ
︒

﹁
大
和
人
﹂
は
﹁
か
ら
う
じ
て
﹂
す
な
わ
ち
辛
い
思
い
を
こ
ら
え
て
よ
う
や
く
﹁
来
む
﹂
と
言
っ
た
︒
情
け
を
掛
け
た
と
も
考
え
ら
れ

る
が
︑
こ
こ
で
男
が
珍
し
く
﹁
大
和
人
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
ヒ
ン
ト
に
従
う
と
︑
新
し
き
妻
に
万
葉
歌
の
失
敗
を
改
善
す
る
チ
ャ
ン
ス

を
与
え
た
と
も
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒
断
言
は
で
き
な
い
が
︑
歌
の
最
小
限
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
人
な
ら
︑﹁
来
む
﹂
と
聞
け
ば
「
来

む
と
い
ふ
も
来
ぬ
こ
と
あ
る
を
来
じ
と
い
ふ
を
来
む
と
は
待
た
じ
来
じ
と
い
ふ
も
の
を
」︽﹁
来
る
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
時
も
︑
来
な
い
場

合
が
あ
る
の
に
︑﹁
来
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
い
っ
た
こ
と
を
︑
ま
さ
か
﹁
来
る
だ
ろ
う
﹂
と
思
い
︑
待
つ
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
︒
だ
っ

て
︑﹁
来
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
言
っ
た
ん
だ
も
の
︾︵
万
葉
︑
大
伴
坂
上
郎
女
︑
巻
四
・
五
二
七
︶
と
い
う
有
名
な
歌
を
思
い
浮
か
べ
て
︑

﹁
来
む
﹂
は
約
束
と
し
て
受
け
止
め
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
︒
だ
が
︑
高
安
の
女
は
男
の
言
葉
を
文
字
通
り

に
解
釈
し
た
︒
そ
し
て
﹁
た
び
た
び
過
ぎ
ぬ
れ
ば
﹂︑
つ
ま
り
︑
ど
ん
な
に
待
っ
て
も
来
て
く
れ
な
い
の
で
︑「
君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご

と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経
る
」︽
君
が
来
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
か
ら
︑
待
っ
て
い
る
夜
が
た
く
さ
ん
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
の
で
︑
も
う
頼
り
に
は
し
て
い
な
い
も
の
の
︑
恋
し
く
思
い
な
が
ら
時
が
経
る
︾
と
い
う
歌
を
よ
ん
だ
︒
現
代
の
注
釈
者
は
普

段
﹁
な
お
も
男
を
恋
い
慕
う
心
を
詠
む
﹂
と
評
価
し
︑
現
代
語
訳
を
過
剰
に
美
化
し
て
い
る
︒
女
の
気
持
ち
は
別
と
し
て
︑
歌
は
︑
日

常
の
言
葉
を
並
べ
た
だ
け
で
︑
コ
メ
ン
ト
も
要
ら
な
い
ほ
ど
︑
歌
に
は
な
っ
て
い
な
い
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
彼
女
が
自
力
で
作
っ
た
歌

は
︑
手
ず
か
ら
杓
子
を
取
っ
て
飯
を
盛
っ
て
い
た
場
面
と
同
じ
ぐ
ら
い
可
笑
し
く
て
︑
出
来
の
悪
い
も
の
で
あ
る
︒
男
が
縁
を
切
っ
た

こ
と
は
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
︒
そ
れ
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
結
末
と
い
う
よ
り
も
︑
歌
の
面
白
さ
や
﹁
場
﹂
と
の
組
み
合
わ
せ
の
評
価
に

な
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒
や
は
り
﹃
徒
然
草
﹄
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
︑﹁
歌
の
わ
ろ
き
こ
そ
本
意
な
け
れ
﹂︑
つ
ま
り
︑
歌
が
悪
い
と
︑

話
に
は
な
ら
な
い
の
だ
︒

「
は
い
ず
み
」
に
お
け
る
〈
泣
か
れ
〉
の
流
れ

古
き
妻
と
新
し
き
妻
の
対
立
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
を
始
め
平
安
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
作
品
に
見
ら
れ
る
が
︑﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
の
﹁
は

い
ず
み
﹂
と
い
う
パ
ロ
デ
ィ
的
な
短
編
物
語
に
お
い
て
は
そ
れ
が
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
︒
平
安
末
期
・
鎌
倉
初
期
に
作
ら

れ
た
﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
は
︑
十
編
の
短
い
物
語
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
︑
日
本
初
の
﹁
短
編
集
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
︑﹃
伊

勢
物
語
﹄
と
同
様
に
︑
作
者
も
成
立
も
不
明
で
あ
る
︒

平
安
末
期
・
鎌
倉
初
期
の
文
学
と
文
化
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
︑
自
己
反
射
性
の
動
き
で
あ
る
︒
平
安
前
半
に
は
古
代
中
国
の
哲

学
が
古
代
日
本
の
詩
学
︵
歌
学
︶
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
︑
や
ま
と
言
葉
の
表
現
力
が
全
面
的
に
発
展
さ
せ
ら
れ
︑﹁
美
﹂
を
中
心
と
し

た
日
本
的
価
値
観
が
定
着
し
た
結
果
︑
世
の
中
を
日
本
文
化
の
視
点
か
ら
日
本
語
︵
や
ま
と
言
葉
︶
で
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
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れ
て
い
な
い
が
︑
失
敗
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
も
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
詩
的
課
題
の
一
つ
な
の
で
︑
そ
の
解
読
に
挑
戦
し
て
み
よ
う
︒

新
し
き
妻
の
歌
は
︑「
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
た
な
び
き
雨
は
ふ
る
と
も
」︵
第
十
二
・
三
〇
三
二
︶
と
い
う
万

葉
歌
を
ほ
ぼ
文
字
通
り
に
引
用
し
て
い
る
の
で
︑
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
︒
二
つ
を

並
べ
て
み
る
と
︑﹁
雲
な
た
な
び
き
﹂
と
い
う
四
つ
目
の
句
は
﹁
雲
な
隠
し
そ
﹂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
は
ケ
ア
レ
ス
ミ

ス
な
の
だ
ろ
う
か
︑
そ
れ
と
も
新
し
き
妻
が
わ
ざ
と
表
現
を
変
え
た
の
だ
ろ
う
か
︑
断
言
は
で
き
な
い
が
︑
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て

も
︑
結
果
は
知
識
不
足
に
よ
る
失
敗
で
あ
る
︒
内
容
か
ら
す
れ
ば
︑
同
じ
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑﹁
た
な
び
く
﹂
と
い
う
想
像
を
そ
そ
る

歌
こ
と
ば
は
﹁
隠
す
﹂
と
い
う
日
常
語
に
な
っ
て
い
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
言
の
葉
﹂
が
普
通
の
﹁
言
葉
﹂
に
化
け
て
し
ま
っ
た
の

で
︑
歌
は
歌
で
は
な
く
な
っ
た
の
だ
︒

﹁
大
和
人
﹂
は
﹁
か
ら
う
じ
て
﹂
す
な
わ
ち
辛
い
思
い
を
こ
ら
え
て
よ
う
や
く
﹁
来
む
﹂
と
言
っ
た
︒
情
け
を
掛
け
た
と
も
考
え
ら
れ

る
が
︑
こ
こ
で
男
が
珍
し
く
﹁
大
和
人
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
ヒ
ン
ト
に
従
う
と
︑
新
し
き
妻
に
万
葉
歌
の
失
敗
を
改
善
す
る
チ
ャ
ン
ス

を
与
え
た
と
も
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒
断
言
は
で
き
な
い
が
︑
歌
の
最
小
限
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
人
な
ら
︑﹁
来
む
﹂
と
聞
け
ば
「
来

む
と
い
ふ
も
来
ぬ
こ
と
あ
る
を
来
じ
と
い
ふ
を
来
む
と
は
待
た
じ
来
じ
と
い
ふ
も
の
を
」︽﹁
来
る
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
時
も
︑
来
な
い
場

合
が
あ
る
の
に
︑﹁
来
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
い
っ
た
こ
と
を
︑
ま
さ
か
﹁
来
る
だ
ろ
う
﹂
と
思
い
︑
待
つ
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
︒
だ
っ

て
︑﹁
来
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
言
っ
た
ん
だ
も
の
︾︵
万
葉
︑
大
伴
坂
上
郎
女
︑
巻
四
・
五
二
七
︶
と
い
う
有
名
な
歌
を
思
い
浮
か
べ
て
︑

﹁
来
む
﹂
は
約
束
と
し
て
受
け
止
め
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
︒
だ
が
︑
高
安
の
女
は
男
の
言
葉
を
文
字
通
り

に
解
釈
し
た
︒
そ
し
て
﹁
た
び
た
び
過
ぎ
ぬ
れ
ば
﹂︑
つ
ま
り
︑
ど
ん
な
に
待
っ
て
も
来
て
く
れ
な
い
の
で
︑「
君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご

と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経
る
」︽
君
が
来
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
か
ら
︑
待
っ
て
い
る
夜
が
た
く
さ
ん
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
の
で
︑
も
う
頼
り
に
は
し
て
い
な
い
も
の
の
︑
恋
し
く
思
い
な
が
ら
時
が
経
る
︾
と
い
う
歌
を
よ
ん
だ
︒
現
代
の
注
釈
者
は
普

段
﹁
な
お
も
男
を
恋
い
慕
う
心
を
詠
む
﹂
と
評
価
し
︑
現
代
語
訳
を
過
剰
に
美
化
し
て
い
る
︒
女
の
気
持
ち
は
別
と
し
て
︑
歌
は
︑
日

常
の
言
葉
を
並
べ
た
だ
け
で
︑
コ
メ
ン
ト
も
要
ら
な
い
ほ
ど
︑
歌
に
は
な
っ
て
い
な
い
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
彼
女
が
自
力
で
作
っ
た
歌

は
︑
手
ず
か
ら
杓
子
を
取
っ
て
飯
を
盛
っ
て
い
た
場
面
と
同
じ
ぐ
ら
い
可
笑
し
く
て
︑
出
来
の
悪
い
も
の
で
あ
る
︒
男
が
縁
を
切
っ
た

こ
と
は
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
︒
そ
れ
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
結
末
と
い
う
よ
り
も
︑
歌
の
面
白
さ
や
﹁
場
﹂
と
の
組
み
合
わ
せ
の
評
価
に

な
っ
て
い
る
か
ら
だ
︒
や
は
り
﹃
徒
然
草
﹄
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
︑﹁
歌
の
わ
ろ
き
こ
そ
本
意
な
け
れ
﹂︑
つ
ま
り
︑
歌
が
悪
い
と
︑

話
に
は
な
ら
な
い
の
だ
︒

「
は
い
ず
み
」
に
お
け
る
〈
泣
か
れ
〉
の
流
れ

古
き
妻
と
新
し
き
妻
の
対
立
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
を
始
め
平
安
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
作
品
に
見
ら
れ
る
が
︑﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
の
﹁
は

い
ず
み
﹂
と
い
う
パ
ロ
デ
ィ
的
な
短
編
物
語
に
お
い
て
は
そ
れ
が
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
︒
平
安
末
期
・
鎌
倉
初
期
に
作
ら

れ
た
﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
は
︑
十
編
の
短
い
物
語
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
︑
日
本
初
の
﹁
短
編
集
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
︑﹃
伊

勢
物
語
﹄
と
同
様
に
︑
作
者
も
成
立
も
不
明
で
あ
る
︒

平
安
末
期
・
鎌
倉
初
期
の
文
学
と
文
化
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
︑
自
己
反
射
性
の
動
き
で
あ
る
︒
平
安
前
半
に
は
古
代
中
国
の
哲

学
が
古
代
日
本
の
詩
学
︵
歌
学
︶
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
︑
や
ま
と
言
葉
の
表
現
力
が
全
面
的
に
発
展
さ
せ
ら
れ
︑﹁
美
﹂
を
中
心
と
し

た
日
本
的
価
値
観
が
定
着
し
た
結
果
︑
世
の
中
を
日
本
文
化
の
視
点
か
ら
日
本
語
︵
や
ま
と
言
葉
︶
で
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
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で
︑
今
も
な
お
日
本
文
学
の
最
高
傑
作
と
さ
れ
て
い
る
﹃
枕
草
子
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
和
語
に
は

漢
語
が
加
わ
り
は
じ
め
︑
現
代
日
本
語
の
原
点
で
あ
る
和
漢
混
交
文
が
成
立
し
た
一
方
︑
仮
名
文
学
に
お
い
て
は
︑﹁
本
歌
取
り
﹂
が
明

示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
自
己
言
及
の
意
味
作
用
が
普
及
し
た
︒
パ
ロ
デ
ィ
も
︑
自
己
言
及
の
形
式
の
一
つ
で
あ
る
︒
新
し
い
展
望
を
拓

く
と
と
も
に
︑
伝
統
の
伝
達
を
保
証
し
て
い
る
︒
一
方
︑
古
代
文
化
や
文
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
︑
パ
ロ
デ
ィ
は
強
力
な
研
究
手
段

に
な
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
パ
ロ
デ
ィ
の
対
象
は
︑
ル
ー
ル
や
基
準
な
ど
︑
文
化
や
文
学
の
発
展
を
特
徴
づ
け
て
い
る
共
通
の
約
束

事
で
あ
る
ゆ
え
に
︑
対
象
を
特
定
す
る
こ
と
は
︑
こ
う
し
た
約
束
事
を
発
見
し
確
認
す
る
こ
と
に
至
る
か
ら
だ
︒

し
か
し
︑
パ
ロ
デ
ィ
を
見
分
け
る
こ
と
も
︑
対
象
を
特
定
す
る
こ
と
も
︑
決
し
て
容
易
で
は
な
い
︒﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
考
察
の
な
か
で

触
れ
た
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
古
典
文
学
の
分
析
は
復
元
作
業
を
含
ん
で
い
る
が
︑
平
安
末
期
以
降
の
パ
ロ
デ
ィ
の
研
究
の
た
め
に
は
︑

和
歌
の
詩
的
カ
ノ
ン
を
把
握
し
た
上
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
を
始
め
︑
仮
名
文
学
の
モ
デ
ル
作
品
も
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
︑
一

人
の
研
究
者
の
手
に
は
負
え
な
い
課
題
で
あ
ろ
う
︒
で
き
る
の
は
︑
こ
こ
で
試
み
る
分
析
も
そ
う
だ
が
︑
条
件
つ
き
の
考
察
の
み
で
あ

ろ
う
︒

﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
は
一
般
的
に
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
的
な
意
味
合
い
は
徹
底
的

に
追
究
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒﹁
虫
愛
づ
る
姫
君
﹂
の
よ
う
に
︑
現
代
人
に
も
通
じ
る
笑
い
も
あ
れ
ば
︑
ど
こ
が
可
笑
し
い
か
︑

と
ど
ん
な
に
頭
を
ひ
ね
っ
て
考
え
て
も
確
信
で
き
な
い
物
語
も
あ
る
︒﹁
は
い
ず
み
﹂
の
パ
ロ
デ
ィ
は
︑
簡
単
に
分
か
る
も
の
で
は
な
い

が
︑
復
元
で
き
な
い
も
の
で
も
な
い
︒
分
か
り
や
す
い
笑
い
を
楽
し
み
な
が
ら
︑
パ
ロ
デ
ィ
的
な
意
味
作
用
を
追
究
し
て
い
こ
う
︒

ス
ト
ー
リ
ー
の
設
定
は
︑﹁
筒
井
筒
﹂
に
よ
く
似
て
い
る
︒﹁
品
卑
し
か
ら
ぬ
﹂
男
は
︑﹁
事
も
か
な
は
ぬ
﹂
す
な
わ
ち
生
活
不
如
意
な

女
を
﹁
憎
か
ら
ず
思
ひ
て
﹂︑
数
年
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
が
︑
知
り
合
い
の
お
宅
を
訪
れ
て
い
る
う
ち
に
︑
そ
の
娘
に
惹
か
れ
て
︑
忍
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び
や
か
に
通
い
始
め
た
︒
古
き
妻
よ
り
新
し
き
妻
の
方
を
﹁
志
深
く
お
ぼ
え
﹂
た
の
で
︑
人
目
を
気
に
し
な
く
な
っ
た
︒
そ
れ
で
彼
の

訪
問
が
両
親
に
も
知
ら
れ
て
し
ま
い
︑
二
人
の
関
係
を
許
し
て
も
ら
っ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
筒
井
筒
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
違
っ
て
︑
男
は

財
産
目
当
て
で
は
な
く
︑
深
い
愛
情
の
た
め
に
新
し
き
妻
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
パ
ロ
デ
ィ
的
に
も
受
け

止
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒

古
き
妻
は
︑
男
に
嫌
わ
れ
て
家
を
追
い
出
さ
れ
る
前
に
︑
自
分
の
方
か
ら
身
を
引
く
べ
き
だ
と
思
っ
た
が
︑
頼
れ
る
身
寄
り
も
な
く
︑

行
く
所
も
な
い
︒
一
方
︑
新
し
き
妻
の
両
親
は
︑
男
が
本
気
で
あ
れ
ば
︑
娘
を
自
分
の
家
に
連
れ
て
行
く
べ
き
だ
︑
と
要
求
し
た
︒

困
っ
た
男
は
古
き
妻
に
消
え
て
欲
し
い
と
思
っ
た
が
︑
家
に
戻
っ
て
彼
女
の
窶
れ
た
姿
を
見
る
と
︑
か
わ
い
そ
う
に
思
え
た
︒
親
の
許

し
を
得
ず
に
通
い
は
じ
め
た
の
で
責
任
が
あ
る
︑
と
古
き
妻
に
事
情
を
説
明
し
︑
し
ば
ら
く
の
間
︑
脇
の
部
屋
に
移
し
て
欲
し
い
と
頼

ん
だ
︒
彼
女
は
︑
怒
ら
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
︑
今
ま
で
の
生
活
を
感
謝
し
︑
新
し
き
妻
を
早
く
向
か
え
る
べ
き
だ
と
言
っ
た
が
︑
男
が

出
た
と
た
ん
︑
泣
き
崩
れ
た
︒

大
原
に
あ
る
昔
の
召
使
い
の
家
に
行
く
こ
と
に
し
た
が
︑
牛
車
な
ど
に
関
し
て
は
夫
以
外
に
頼
め
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
︑
彼
の

帰
り
を
待
ち
は
じ
め
た
︒
男
は
︑
古
き
妻
が
ど
こ
へ
行
く
だ
ろ
う
か
と
気
に
な
っ
た
の
で
︑
こ
っ
そ
り
と
戻
っ
た
と
こ
ろ
︑
女
は
「
月

の
明
き
に
﹂︑「
わ
が
身
か
く
か
け
離
れ
む
と
思
ひ
き
や
月
だ
に
宿
を
す
み
は
つ
る
世
に
」
と
い
う
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
︒﹁
泣
く
こ
と
限
り

な
し
﹂
だ
っ
た
が
︑
男
に
気
づ
く
と
︑
涙
を
隠
し
た
︒
や
が
て
牛
車
で
は
な
く
︑
馬
で
行
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
女
を
﹁
手
づ
か
ら
乗
せ
﹂

た
男
は
︑
そ
の
美
し
い
姿
と
艶
や
か
な
黒
髪
に
感
動
し
た
︒

女
は
︑
見
え
な
く
な
る
の
を
待
っ
て
︑﹁
い
み
じ
く
泣
き
﹂
出
し
た
︒
近
い
は
ず
の
宿
は
︑
遠
く
て
﹁
い
と
小
さ
き
家
﹂
だ
っ
た
︒
心

細
か
っ
た
が
︑
供
の
童
に
︑
馬
を
連
れ
て
帰
る
よ
う
に
言
い
︑﹁
泣
く
泣
く
﹂
に
︑「
い
づ
こ
に
か
送
り
は
せ
し
と
人
問
は
ば
心
は
ゆ
か
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ぬ
涙
川
ま
で
」
と
い
う
歌
を
よ
ん
だ
︒
童
も
﹁
泣
く
泣
く
﹂
馬
に
乗
り
︑
今
度
は
﹁
ほ
ど
も
な
く
﹂︵
間
も
な
く
︶
男
の
家
に
着
い
た
︒

馬
を
待
っ
て
い
た
男
は
︑
思
っ
た
よ
り
時
間
が
か
か
っ
た
の
で
︑
妻
を
憐
れ
み
︑﹁
月
も
や
う
や
う
山
の
端
近
く
に
な
り
た
り
﹂
を
見

て
︑「
す
み
な
れ
し
宿
を
見
捨
て
て
ゆ
く
月
の
影
に
お
ほ
せ
て
恋
ふ
る
わ
ざ
か
な
」
と
い
う
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
と
こ
ろ
︑
童
が
戻
っ
て
き

た
︒
妻
の
﹁
涙
川
﹂
の
歌
を
聞
い
て
︑
自
分
の
前
に
涙
を
こ
ら
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
︑
泣
き
出
し
た
︒﹁
道
す
が
ら
﹂
絶
え

間
な
く
泣
き
続
け
て
い
た
よ
︑
と
童
も
説
明
し
た
の
で
︑
す
ぐ
に
妻
を
連
れ
戻
さ
な
け
れ
ば
︑
と
決
心
し
た
︒

夜
明
け
前
に
女
が
身
を
隠
し
た
家
に
着
い
て
︑
戸
を
叩
い
た
︒
童
を
追
い
返
し
て
か
ら
﹁
さ
ら
に
泣
き
臥
し
た
る
﹂
女
が
﹁
誰た

そ
﹂

と
尋
ね
る
と
︑「
涙
川
そ
こ
と
も
知
ら
ず
つ
ら
き
瀬
を
ゆ
き
か
へ
り
つ
つ
な
が
れ
来
に
け
り
」
と
歌
を
よ
む
男
の
声
が
聞
こ
え
た
の
で
︑

驚
い
た
︒
男
は
﹁
泣
く
泣
く
﹂
と
反
省
の
言
葉
を
述
べ
た
が
︑
女
は
何
も
答
え
ら
れ
ず
︑
た
だ
﹁
泣
く
こ
と
限
り
な
し
﹂
)
12
(

だ
っ
た
︒
や

が
て
心
が
打
ち
解
け
て
縒
り
を
戻
し
た
二
人
は
︑﹁
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
に
﹂
家
に
帰
っ
た
︒

新
し
き
妻
に
︑﹁
こ
こ
な
る
人
﹂
が
病
を
患
っ
た
の
で
︑
あ
な
た
が
来
る
に
は
時
期
が
悪
い
︑
と
伝
え
て
︑
自
分
の
方
か
ら
も
行
か
な

く
な
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
い
と
引
き
切
り
な
り
け
る
心
﹂
す
な
わ
ち
せ
っ
か
ち
な
気
性
の
人
だ
っ
た
の
で
︑
あ
る
日
の
昼
間
︑
突
然
新
し

き
妻
の
家
に
現
れ
た
︒
彼
女
が
く
つ
ろ
い
で
い
た
の
で
︑
あ
わ
て
て
化
粧
ぐ
ら
い
を
し
よ
う
と
思
っ
た
が
︑
間
違
っ
て
︑﹁
白
き
物
﹂
の

代
わ
り
に
墨
を
取
り
出
し
︑
顔
に
塗
っ
て
し
ま
っ
た
︒
男
が
す
だ
れ
を
上
げ
て
奥
に
入
っ
た
の
で
︑
鏡
で
顔
を
確
か
め
る
こ
と
も
で
き

ず
︑
た
だ
袖
で
口
覆
い
を
し
た
だ
け
だ
っ
た
︒
優
雅
に
お
化
粧
を
し
た
つ
も
り
だ
が
︑﹁
ま
だ
ら
に
指
形
に
つ
け
て
︑
目
の
き
ろ
き
ろ
と

し
て
﹂
ま
ば
た
い
て
い
る
の
だ
っ
た
︒
男
は
︑
見
る
の
も
気
が
悪
い
の
で
︑
出
直
す
と
言
っ
て
退
散
し
て
し
ま
っ
た
︒

家
の
者
が
驚
い
て
︑﹁
名
残
な
き
御
心
か
な
﹂
と
男
を
攻
め
た
が
︑
姫
君
の
顔
を
見
た
ら
︑﹁
怯
え
て
︑
父
母
も
倒
れ
臥
し
﹂
て
し

ま
っ
た
︒
や
っ
と
鏡
を
見
た
彼
女
自
身
も
ぞ
っ
と
し
て
︑
鏡
を
投
げ
捨
て
て
︑﹁
い
か
に
な
り
た
る
ぞ
や
﹂
と
泣
き
出
し
た
︒
き
っ
と
古

き
妻
が
呪
い
を
か
け
た
だ
ろ
う
︑
と
み
ん
な
が
思
っ
た
の
で
︑
陰
陽
師
を
呼
ん
だ
が
︑
姫
君
の
﹁
涙
の
落
ち
か
か
り
た
る
と
こ
ろ
﹂
は
︑

は
い
墨
が
涙
に
あ
ら
わ
れ
て
︑﹁
例
の
肌
﹂
に
な
っ
た
︒

結
び
に
語
り
手
は
﹁
い
た
づ
ら
に
な
り
た
ま
へ
る
﹂︵
台
無
し
に
な
ら
れ
た
︶
と
い
う
騒
ぎ
の
方
が
︑
か
え
す
が
え
す
可
笑
し
な
話

だ
っ
た
と
ま
と
め
て
い
る
の
だ
︒

上
に
素
描
し
た
よ
う
に
︑﹁
は
い
ず
み
﹂
と
﹁
筒
井
筒
﹂
の
構
造
は
同
様
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
違
う
し
︑
ま
た

﹁
は
い
ず
み
﹂
は
︑
短
編
物
語
で
あ
る
と
は
い
え
︑﹁
筒
井
筒
﹂
よ
り
何
倍
も
長
い
の
で
︑
歌
の
数
が
多
い
︒
し
か
し
︑
二
つ
と
も
前
半

の
古
き
妻
と
後
半
の
新
し
き
妻
の
対
立
に
な
っ
て
い
て
︑
そ
し
て
︑
二
つ
に
お
い
て
も
︑
古
き
妻
の
方
が
優
れ
て
い
て
︑
夫
を
取
り
戻

す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
新
し
き
妻
は
笑
い
者
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
興
味
深
く
思
え
る
の
は
︑
二
つ
と
も
パ
ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
筒
井
筒
﹂
の
段
は
︑
パ
ロ
デ
ィ
の
モ
デ
ル
と

呼
び
う
る
ほ
ど
︑
そ
の
働
き
を
例
示
し
て
い
る
︒
前
半
は
理
想
的
な
妻
を
描
き
︑
後
半
は
逸
脱
の
例
を
挙
げ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
二
人

の
妻
の
対
照
は
︑
最
終
的
な
目
的
で
は
な
い
︒
考
察
の
な
か
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
︑
ス
ト
ー
リ
ー
と
笑
い
の
焦
点
は
︑
歌
作
り
や
歌

︵
12
︶ 

日
本
古
典
文
学
の
ど
の
作
品
に
お
い
て
も
﹁
泣
き
﹂
や
﹁
涙
﹂
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
古
き
妻
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
︑

﹁
泣
き
﹂
の
平
均
登
場
率
を
超
え
て
い
る
︒﹁
泣
き
﹂
の
誇
張
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
乾
く
こ
と
な
く
﹁
涙
﹂
に
濡
れ
て
き
た
平
安
文
学
の
パ
ロ

デ
ィ
と
し
て
受
け
取
れ
る
︒
他
方
︑
二
回
も
繰
り
返
さ
れ
た
﹁
泣
く
こ
と
限
り
な
し
﹂
は
︑﹁
美
し
き
こ
と
限
り
な
し
﹂
の
か
ぐ
や
姫
を
示
唆
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
︒
別
れ
の
時
が
近
づ
い
て
き
た
こ
と
を
翁
に
告
げ
る
か
ぐ
や
姫
も
︑﹁
泣
く
泣
く
言
ふ
﹂
の
だ
が
︑﹁
い
み

じ
く
泣
く
﹂
こ
と
は
︑
彼
女
が
人
間
の
心
を
知
り
得
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑﹁
は
い
ず
み
﹂
に
お
け
る
か
ぐ
や
姫
へ
の
言
及
は
︑﹃
源

氏
物
語
﹄
の
な
か
で
﹁
物
語
の
出
で
来
始
め
の
祖
﹂
と
呼
ば
れ
た
﹃
竹
取
物
語
﹄
は
︑
心
の
表
現
と
し
て
の
﹁
涙
﹂
の
﹁
物
語
の
出
で
来
始
め
の

祖
﹂
で
も
あ
る
と
い
う
﹁
自
己
説
明
﹂
と
し
て
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
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ぬ
涙
川
ま
で
」
と
い
う
歌
を
よ
ん
だ
︒
童
も
﹁
泣
く
泣
く
﹂
馬
に
乗
り
︑
今
度
は
﹁
ほ
ど
も
な
く
﹂︵
間
も
な
く
︶
男
の
家
に
着
い
た
︒

馬
を
待
っ
て
い
た
男
は
︑
思
っ
た
よ
り
時
間
が
か
か
っ
た
の
で
︑
妻
を
憐
れ
み
︑﹁
月
も
や
う
や
う
山
の
端
近
く
に
な
り
た
り
﹂
を
見

て
︑「
す
み
な
れ
し
宿
を
見
捨
て
て
ゆ
く
月
の
影
に
お
ほ
せ
て
恋
ふ
る
わ
ざ
か
な
」
と
い
う
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
と
こ
ろ
︑
童
が
戻
っ
て
き

た
︒
妻
の
﹁
涙
川
﹂
の
歌
を
聞
い
て
︑
自
分
の
前
に
涙
を
こ
ら
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
︑
泣
き
出
し
た
︒﹁
道
す
が
ら
﹂
絶
え

間
な
く
泣
き
続
け
て
い
た
よ
︑
と
童
も
説
明
し
た
の
で
︑
す
ぐ
に
妻
を
連
れ
戻
さ
な
け
れ
ば
︑
と
決
心
し
た
︒

夜
明
け
前
に
女
が
身
を
隠
し
た
家
に
着
い
て
︑
戸
を
叩
い
た
︒
童
を
追
い
返
し
て
か
ら
﹁
さ
ら
に
泣
き
臥
し
た
る
﹂
女
が
﹁
誰た

そ
﹂

と
尋
ね
る
と
︑「
涙
川
そ
こ
と
も
知
ら
ず
つ
ら
き
瀬
を
ゆ
き
か
へ
り
つ
つ
な
が
れ
来
に
け
り
」
と
歌
を
よ
む
男
の
声
が
聞
こ
え
た
の
で
︑

驚
い
た
︒
男
は
﹁
泣
く
泣
く
﹂
と
反
省
の
言
葉
を
述
べ
た
が
︑
女
は
何
も
答
え
ら
れ
ず
︑
た
だ
﹁
泣
く
こ
と
限
り
な
し
﹂
)
12
(

だ
っ
た
︒
や

が
て
心
が
打
ち
解
け
て
縒
り
を
戻
し
た
二
人
は
︑﹁
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
に
﹂
家
に
帰
っ
た
︒

新
し
き
妻
に
︑﹁
こ
こ
な
る
人
﹂
が
病
を
患
っ
た
の
で
︑
あ
な
た
が
来
る
に
は
時
期
が
悪
い
︑
と
伝
え
て
︑
自
分
の
方
か
ら
も
行
か
な

く
な
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
い
と
引
き
切
り
な
り
け
る
心
﹂
す
な
わ
ち
せ
っ
か
ち
な
気
性
の
人
だ
っ
た
の
で
︑
あ
る
日
の
昼
間
︑
突
然
新
し

き
妻
の
家
に
現
れ
た
︒
彼
女
が
く
つ
ろ
い
で
い
た
の
で
︑
あ
わ
て
て
化
粧
ぐ
ら
い
を
し
よ
う
と
思
っ
た
が
︑
間
違
っ
て
︑﹁
白
き
物
﹂
の

代
わ
り
に
墨
を
取
り
出
し
︑
顔
に
塗
っ
て
し
ま
っ
た
︒
男
が
す
だ
れ
を
上
げ
て
奥
に
入
っ
た
の
で
︑
鏡
で
顔
を
確
か
め
る
こ
と
も
で
き

ず
︑
た
だ
袖
で
口
覆
い
を
し
た
だ
け
だ
っ
た
︒
優
雅
に
お
化
粧
を
し
た
つ
も
り
だ
が
︑﹁
ま
だ
ら
に
指
形
に
つ
け
て
︑
目
の
き
ろ
き
ろ
と

し
て
﹂
ま
ば
た
い
て
い
る
の
だ
っ
た
︒
男
は
︑
見
る
の
も
気
が
悪
い
の
で
︑
出
直
す
と
言
っ
て
退
散
し
て
し
ま
っ
た
︒

家
の
者
が
驚
い
て
︑﹁
名
残
な
き
御
心
か
な
﹂
と
男
を
攻
め
た
が
︑
姫
君
の
顔
を
見
た
ら
︑﹁
怯
え
て
︑
父
母
も
倒
れ
臥
し
﹂
て
し

ま
っ
た
︒
や
っ
と
鏡
を
見
た
彼
女
自
身
も
ぞ
っ
と
し
て
︑
鏡
を
投
げ
捨
て
て
︑﹁
い
か
に
な
り
た
る
ぞ
や
﹂
と
泣
き
出
し
た
︒
き
っ
と
古

き
妻
が
呪
い
を
か
け
た
だ
ろ
う
︑
と
み
ん
な
が
思
っ
た
の
で
︑
陰
陽
師
を
呼
ん
だ
が
︑
姫
君
の
﹁
涙
の
落
ち
か
か
り
た
る
と
こ
ろ
﹂
は
︑

は
い
墨
が
涙
に
あ
ら
わ
れ
て
︑﹁
例
の
肌
﹂
に
な
っ
た
︒

結
び
に
語
り
手
は
﹁
い
た
づ
ら
に
な
り
た
ま
へ
る
﹂︵
台
無
し
に
な
ら
れ
た
︶
と
い
う
騒
ぎ
の
方
が
︑
か
え
す
が
え
す
可
笑
し
な
話

だ
っ
た
と
ま
と
め
て
い
る
の
だ
︒

上
に
素
描
し
た
よ
う
に
︑﹁
は
い
ず
み
﹂
と
﹁
筒
井
筒
﹂
の
構
造
は
同
様
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
違
う
し
︑
ま
た

﹁
は
い
ず
み
﹂
は
︑
短
編
物
語
で
あ
る
と
は
い
え
︑﹁
筒
井
筒
﹂
よ
り
何
倍
も
長
い
の
で
︑
歌
の
数
が
多
い
︒
し
か
し
︑
二
つ
と
も
前
半

の
古
き
妻
と
後
半
の
新
し
き
妻
の
対
立
に
な
っ
て
い
て
︑
そ
し
て
︑
二
つ
に
お
い
て
も
︑
古
き
妻
の
方
が
優
れ
て
い
て
︑
夫
を
取
り
戻

す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
新
し
き
妻
は
笑
い
者
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
興
味
深
く
思
え
る
の
は
︑
二
つ
と
も
パ
ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
筒
井
筒
﹂
の
段
は
︑
パ
ロ
デ
ィ
の
モ
デ
ル
と

呼
び
う
る
ほ
ど
︑
そ
の
働
き
を
例
示
し
て
い
る
︒
前
半
は
理
想
的
な
妻
を
描
き
︑
後
半
は
逸
脱
の
例
を
挙
げ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
二
人

の
妻
の
対
照
は
︑
最
終
的
な
目
的
で
は
な
い
︒
考
察
の
な
か
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
︑
ス
ト
ー
リ
ー
と
笑
い
の
焦
点
は
︑
歌
作
り
や
歌

︵
12
︶ 

日
本
古
典
文
学
の
ど
の
作
品
に
お
い
て
も
﹁
泣
き
﹂
や
﹁
涙
﹂
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
古
き
妻
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
︑

﹁
泣
き
﹂
の
平
均
登
場
率
を
超
え
て
い
る
︒﹁
泣
き
﹂
の
誇
張
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
乾
く
こ
と
な
く
﹁
涙
﹂
に
濡
れ
て
き
た
平
安
文
学
の
パ
ロ

デ
ィ
と
し
て
受
け
取
れ
る
︒
他
方
︑
二
回
も
繰
り
返
さ
れ
た
﹁
泣
く
こ
と
限
り
な
し
﹂
は
︑﹁
美
し
き
こ
と
限
り
な
し
﹂
の
か
ぐ
や
姫
を
示
唆
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
︒
別
れ
の
時
が
近
づ
い
て
き
た
こ
と
を
翁
に
告
げ
る
か
ぐ
や
姫
も
︑﹁
泣
く
泣
く
言
ふ
﹂
の
だ
が
︑﹁
い
み

じ
く
泣
く
﹂
こ
と
は
︑
彼
女
が
人
間
の
心
を
知
り
得
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑﹁
は
い
ず
み
﹂
に
お
け
る
か
ぐ
や
姫
へ
の
言
及
は
︑﹃
源

氏
物
語
﹄
の
な
か
で
﹁
物
語
の
出
で
来
始
め
の
祖
﹂
と
呼
ば
れ
た
﹃
竹
取
物
語
﹄
は
︑
心
の
表
現
と
し
て
の
﹁
涙
﹂
の
﹁
物
語
の
出
で
来
始
め
の

祖
﹂
で
も
あ
る
と
い
う
﹁
自
己
説
明
﹂
と
し
て
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
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と
﹁
場
﹂
の
組
み
合
わ
せ
な
の
で
︑
パ
ロ
デ
ィ
の
対
象
は
そ
れ
ら
の
基
準
で
あ
る
︒
な
か
で
も
︑
文
学
史
の
視
点
か
ら
特
に
注
目
す
べ

き
は
︑
た
だ
の
言
葉
と
﹁
言
の
葉
﹂︑
す
な
わ
ち
表
現
の
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
と
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
の
使
い
分
け
で
あ
る
︒﹁
は

い
ず
み
﹂
に
お
い
て
も
︑
こ
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
の
意
味
会
い
の
対
比
と
ズ
レ
が
パ
ロ
デ
ィ
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
で
︑
ま
ず
は

歌
の
詳
し
い
分
析
を
試
み
よ
う
︒

古
き
妻
と
男
の
歌
は
︑
驚
く
ほ
ど
よ
く
マ
ッ
チ
ン
グ
し
て
い
る
︒
贈
答
歌
と
し
て
交
わ
さ
れ
た
﹁
涙
川
﹂
の
歌
だ
け
で
な
く
︑﹁
独
り

言
﹂
と
し
て
よ
ま
れ
た
﹁
月
﹂
の
歌
も
︑
響
き
合
っ
て
い
る
︒

「
わ
が
身
か
く
か
け
離
れ
む
と
思
ひ
き
や
月
だ
に
宿
を
す
み
は
つ
る
世
に
」︵
女
︶

「
す
み
な
れ
し
宿
を
見
捨
て
て
ゆ
く
月
の
影
に
お
ほ
せ
て
恋
ふ
る
わ
ざ
か
な
」︵
男
︶

こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
は
﹁
月
﹂
と
﹁
宿
﹂
は
二
つ
の
﹁
す
み
﹂︵
澄
み; 

住
み
︶
を
通
し
て
結
ば
れ
て
い
る
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
月
﹂

は
︑「
あ
ひ
に
あ
ひ
て
物
思
ふ
こ
ろ
の
我
が
袖
に
や
ど
る
月
さ
へ
濡
る
る
顔
な
り
」︽
逢
え
ば
逢
う
ほ
ど
思
い
が
募
っ
て
い
く
の
で
︑
こ

の
ご
ろ
の
私
の
袖
に
宿
る
月
さ
え
濡
れ
た
顔
を
し
て
い
る
︾︵
古
今
集
︑
伊
勢
︑
恋
五
・
七
五
六
︶
な
ど
の
歌
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
涙

に
濡
れ
た
袖
に
宿
る
こ
と
で
心
の
思
い
を
知
り
つ
く
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑「
す
み
な
れ
し
人
か
げ
も
せ
ぬ
わ
が
宿
に
あ
り

あ
け
の
月
の
い
く
夜
と
も
な
く
」︽
ず
っ
と
通
っ
て
来
た
あ
の
人
︵
あ
な
た
︶
の
気
配
も
絶
え
た
我
が
家
に
︑
澄
み
切
っ
て
い
る
有
明
の

月
を
見
な
が
ら
︑
幾
夜
と
も
な
く
泣
き
続
け
て
い
る
︾︵
和
泉
式
部
集
︑
新
古
今
︑
雑
上
・
一
五
二
九
︶
な
ど
と
︑
月
影
は
心
に
刻
ま
れ

た
人
影
を
も
反
映
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
光
源
氏
の
息
子
︑
夕
霧
が
︑
亡
く
な
っ
た
柏
木
の
宿
を
訪
れ
た
際
に
よ
ん
だ
「
見
し
人
の
影

す
み
は
て
ぬ
池
水
に
ひ
と
り
宿
も
る
秋
の
夜
の
月
」︽
昔
の
友
の
姿
が
消
え
た
が
︑
面
影
を
宿
し
た
月
の
影
は
︑
こ
の
秋
の
夜
に
も
池
水

を
照
ら
し
︑
宿
も
思
い
出
も
守
り
続
け
て
い
る
︾︵
夕
霧
の
巻
︶
な
ど
の
よ
う
に
︑
月
影
は
大
事
な
人
の
面
影
を
没
後
に
も
保
存
し
続
け

て
い
る
︒

こ
う
し
た
意
味
合
い
を
考
慮
し
て
︑「
わ
が
身
か
く
か
け
離
れ
む
と
思
ひ
き
や
月
だ
に
宿
を
す
み
は
つ
る
世
に
」
と
い
う
女
の
歌
は
普

段
﹁
月
さ
え
こ
の
家
を
住
処
と
し
て
澄
み
わ
た
る
世
な
の
に
︑
私
は
こ
う
し
て
こ
の
家
を
離
れ
よ
う
と
は
︑
か
ね
て
思
い
も
し
な
か
っ

た
こ
と
だ
﹂︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
と
︑
悲
し
い
歌
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
わ
が
身
か
く
か
け
離
れ
む
と
思
ひ

き
や
﹂
と
い
う
上
の
句
が
あ
ま
り
に
も
ス
ト
レ
ー
ト
な
の
で
︑
歌
は
︽
ま
さ
か
私
が
こ
う
し
て
こ
こ
を
離
れ
よ
う
と
は
思
っ
た
か
︑
と

ん
で
も
な
い
︒
月
さ
え
家
を
澄
み
切
っ
て
い
る
世
の
中
な
の
で
︑
私
も
ず
っ
と
こ
の
家
に
住
み
通
せ
る
夫
婦
関
係
に
な
っ
て
い
る
と

思
っ
た
︾
と
捨
て
ら
れ
た
女
の
鬱
憤
の
表
現
と
し
て
も
よ
め
る
︒
一
方
︑
彼
女
の
歌
に
登
場
す
る
﹁
月
﹂
と
﹁
す
み
は
つ
る
世
﹂
は
︑

「
う
き
雲
に
し
ば
し
ま
が
ひ
し
月
か
げ
の
す
み
は
つ
る
世
ぞ
の
ど
け
か
る
べ
き
」︽
浮
雲
に
迷
い
込
ん
だ
月
影
が
や
が
て
澄
み
切
っ
て
い

る
よ
う
に
︑
道
を
踏
み
外
し
た
あ
な
た
が
住
み
な
れ
た
都
に
戻
っ
て
き
て
︑
平
安
な
世
の
中
で
あ
る
︾︵
源
氏
物
語
︑
松
風
巻
︶
と
い
う
︑

地
方
か
ら
都
に
戻
っ
た
光
源
氏
を
歓
迎
す
る
頭
中
将
の
歌
も
喚
び
起
こ
し
て
い
る
の
で
︑
怒
り
の
裏
に
は
︑﹁
迷
い
が
晴
れ
て
︑
よ
り
を

取
り
戻
す
﹂
と
復
縁
の
願
望
も
読
み
込
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒

男
が
童
の
帰
り
を
待
ち
な
が
ら
口
ず
さ
ん
だ
「
す
み
な
れ
し
宿
を
見
捨
て
て
ゆ
く
月
の
影
に
お
ほ
せ
て
恋
ふ
る
わ
ざ
か
な
」
と
い
う

歌
に
も
︑﹁
裏
﹂
の
意
味
が
読
み
取
れ
る
︒
通
常
の
解
釈
は
︑﹁
恋
ふ
る
わ
ざ
﹂
を
﹁
恋
し
く
思
う
﹂
と
し
て
︑﹁
住
み
慣
れ
た
宿
を
見
捨

て
て
行
っ
て
し
ま
う
あ
の
人
の
こ
と
が
念
頭
を
去
ら
な
い
︒
こ
の
愛
惜
の
情
は
山
の
端
へ
隠
れ
る
月
影
を
惜
し
む
心
な
の
だ
と
︑
そ
の

せ
い
に
し
て
︑
去
っ
て
行
っ
た
人
を
恋
し
く
思
う
こ
と
だ
わ
い
﹂︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶︑﹁
澄
み
慣
れ
た
宿
を
見
捨
て
て
西
に
傾
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と
﹁
場
﹂
の
組
み
合
わ
せ
な
の
で
︑
パ
ロ
デ
ィ
の
対
象
は
そ
れ
ら
の
基
準
で
あ
る
︒
な
か
で
も
︑
文
学
史
の
視
点
か
ら
特
に
注
目
す
べ

き
は
︑
た
だ
の
言
葉
と
﹁
言
の
葉
﹂︑
す
な
わ
ち
表
現
の
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
と
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
の
使
い
分
け
で
あ
る
︒﹁
は

い
ず
み
﹂
に
お
い
て
も
︑
こ
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
の
意
味
会
い
の
対
比
と
ズ
レ
が
パ
ロ
デ
ィ
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
で
︑
ま
ず
は

歌
の
詳
し
い
分
析
を
試
み
よ
う
︒

古
き
妻
と
男
の
歌
は
︑
驚
く
ほ
ど
よ
く
マ
ッ
チ
ン
グ
し
て
い
る
︒
贈
答
歌
と
し
て
交
わ
さ
れ
た
﹁
涙
川
﹂
の
歌
だ
け
で
な
く
︑﹁
独
り

言
﹂
と
し
て
よ
ま
れ
た
﹁
月
﹂
の
歌
も
︑
響
き
合
っ
て
い
る
︒

「
わ
が
身
か
く
か
け
離
れ
む
と
思
ひ
き
や
月
だ
に
宿
を
す
み
は
つ
る
世
に
」︵
女
︶

「
す
み
な
れ
し
宿
を
見
捨
て
て
ゆ
く
月
の
影
に
お
ほ
せ
て
恋
ふ
る
わ
ざ
か
な
」︵
男
︶

こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
は
﹁
月
﹂
と
﹁
宿
﹂
は
二
つ
の
﹁
す
み
﹂︵
澄
み; 

住
み
︶
を
通
し
て
結
ば
れ
て
い
る
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
月
﹂

は
︑「
あ
ひ
に
あ
ひ
て
物
思
ふ
こ
ろ
の
我
が
袖
に
や
ど
る
月
さ
へ
濡
る
る
顔
な
り
」︽
逢
え
ば
逢
う
ほ
ど
思
い
が
募
っ
て
い
く
の
で
︑
こ

の
ご
ろ
の
私
の
袖
に
宿
る
月
さ
え
濡
れ
た
顔
を
し
て
い
る
︾︵
古
今
集
︑
伊
勢
︑
恋
五
・
七
五
六
︶
な
ど
の
歌
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
涙

に
濡
れ
た
袖
に
宿
る
こ
と
で
心
の
思
い
を
知
り
つ
く
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑「
す
み
な
れ
し
人
か
げ
も
せ
ぬ
わ
が
宿
に
あ
り

あ
け
の
月
の
い
く
夜
と
も
な
く
」︽
ず
っ
と
通
っ
て
来
た
あ
の
人
︵
あ
な
た
︶
の
気
配
も
絶
え
た
我
が
家
に
︑
澄
み
切
っ
て
い
る
有
明
の

月
を
見
な
が
ら
︑
幾
夜
と
も
な
く
泣
き
続
け
て
い
る
︾︵
和
泉
式
部
集
︑
新
古
今
︑
雑
上
・
一
五
二
九
︶
な
ど
と
︑
月
影
は
心
に
刻
ま
れ

た
人
影
を
も
反
映
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
光
源
氏
の
息
子
︑
夕
霧
が
︑
亡
く
な
っ
た
柏
木
の
宿
を
訪
れ
た
際
に
よ
ん
だ
「
見
し
人
の
影

す
み
は
て
ぬ
池
水
に
ひ
と
り
宿
も
る
秋
の
夜
の
月
」︽
昔
の
友
の
姿
が
消
え
た
が
︑
面
影
を
宿
し
た
月
の
影
は
︑
こ
の
秋
の
夜
に
も
池
水

を
照
ら
し
︑
宿
も
思
い
出
も
守
り
続
け
て
い
る
︾︵
夕
霧
の
巻
︶
な
ど
の
よ
う
に
︑
月
影
は
大
事
な
人
の
面
影
を
没
後
に
も
保
存
し
続
け

て
い
る
︒

こ
う
し
た
意
味
合
い
を
考
慮
し
て
︑「
わ
が
身
か
く
か
け
離
れ
む
と
思
ひ
き
や
月
だ
に
宿
を
す
み
は
つ
る
世
に
」
と
い
う
女
の
歌
は
普

段
﹁
月
さ
え
こ
の
家
を
住
処
と
し
て
澄
み
わ
た
る
世
な
の
に
︑
私
は
こ
う
し
て
こ
の
家
を
離
れ
よ
う
と
は
︑
か
ね
て
思
い
も
し
な
か
っ

た
こ
と
だ
﹂︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
と
︑
悲
し
い
歌
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
わ
が
身
か
く
か
け
離
れ
む
と
思
ひ

き
や
﹂
と
い
う
上
の
句
が
あ
ま
り
に
も
ス
ト
レ
ー
ト
な
の
で
︑
歌
は
︽
ま
さ
か
私
が
こ
う
し
て
こ
こ
を
離
れ
よ
う
と
は
思
っ
た
か
︑
と

ん
で
も
な
い
︒
月
さ
え
家
を
澄
み
切
っ
て
い
る
世
の
中
な
の
で
︑
私
も
ず
っ
と
こ
の
家
に
住
み
通
せ
る
夫
婦
関
係
に
な
っ
て
い
る
と

思
っ
た
︾
と
捨
て
ら
れ
た
女
の
鬱
憤
の
表
現
と
し
て
も
よ
め
る
︒
一
方
︑
彼
女
の
歌
に
登
場
す
る
﹁
月
﹂
と
﹁
す
み
は
つ
る
世
﹂
は
︑

「
う
き
雲
に
し
ば
し
ま
が
ひ
し
月
か
げ
の
す
み
は
つ
る
世
ぞ
の
ど
け
か
る
べ
き
」︽
浮
雲
に
迷
い
込
ん
だ
月
影
が
や
が
て
澄
み
切
っ
て
い

る
よ
う
に
︑
道
を
踏
み
外
し
た
あ
な
た
が
住
み
な
れ
た
都
に
戻
っ
て
き
て
︑
平
安
な
世
の
中
で
あ
る
︾︵
源
氏
物
語
︑
松
風
巻
︶
と
い
う
︑

地
方
か
ら
都
に
戻
っ
た
光
源
氏
を
歓
迎
す
る
頭
中
将
の
歌
も
喚
び
起
こ
し
て
い
る
の
で
︑
怒
り
の
裏
に
は
︑﹁
迷
い
が
晴
れ
て
︑
よ
り
を

取
り
戻
す
﹂
と
復
縁
の
願
望
も
読
み
込
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒

男
が
童
の
帰
り
を
待
ち
な
が
ら
口
ず
さ
ん
だ
「
す
み
な
れ
し
宿
を
見
捨
て
て
ゆ
く
月
の
影
に
お
ほ
せ
て
恋
ふ
る
わ
ざ
か
な
」
と
い
う

歌
に
も
︑﹁
裏
﹂
の
意
味
が
読
み
取
れ
る
︒
通
常
の
解
釈
は
︑﹁
恋
ふ
る
わ
ざ
﹂
を
﹁
恋
し
く
思
う
﹂
と
し
て
︑﹁
住
み
慣
れ
た
宿
を
見
捨

て
て
行
っ
て
し
ま
う
あ
の
人
の
こ
と
が
念
頭
を
去
ら
な
い
︒
こ
の
愛
惜
の
情
は
山
の
端
へ
隠
れ
る
月
影
を
惜
し
む
心
な
の
だ
と
︑
そ
の

せ
い
に
し
て
︑
去
っ
て
行
っ
た
人
を
恋
し
く
思
う
こ
と
だ
わ
い
﹂︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶︑﹁
澄
み
慣
れ
た
宿
を
見
捨
て
て
西
に
傾
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い
て
行
く
月
の
姿
が
恋
し
い
に
か
こ
つ
け
て
︑
住
み
慣
れ
た
家
を
見
捨
て
て
行
っ
た
女
が
恋
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
だ
な
あ
﹂︵
笠
間
書

院
︶
と
男
の
心
情
ま
で
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
︑
間
違
っ
た
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
男
に
は
そ
の
つ

も
り
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
読
者
に
は
︽
な
る
ほ
ど
︒
澄
み
慣
れ
た
宿
を
見
捨
て
て
行
く
月
の
影
に
言
寄
せ
て
︑
住
み
な
れ

た
家
を
見
捨
て
て
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
恋
の
仕
業
︵
恋
を
取
り
戻
す
た
め
の
女
の
仕
業
︶
だ
っ
た
か
な
あ
︾
と
い
う
よ
う
な
遊
戯

的
な
意
味
合
い
も
伝
わ
っ
て
く
る
︒

古
き
妻
が
男
に
送
っ
た
「
い
づ
こ
に
か
送
り
は
せ
し
と
人
問
は
ば
心
は
ゆ
か
ぬ
涙
川
ま
で
」
の
歌
は
︑「
い
づ
こ
ま
で
送
り
は
し
つ
と

人
問
は
ば
あ
か
で
別
る
る
涙
川
ま
で
」
と
い
う
業
平
の
歌
を
︑
ほ
ぼ
文
字
通
り
に
引
用
し
て
い
る
︒
違
い
は
︑﹁
あ
か
で
別
る
る
﹂
と
い

う
四
つ
目
の
句
は
﹁
心
は
ゆ
か
ぬ
﹂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
一
旦
︑
矛
盾
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑
こ
の
置
換
こ
そ
︑

滑
稽
的
な
﹁
よ
み
﹂
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
︒
な
ぜ
だ
ろ
う
︒
業
平
の
﹁
あ
か
で
別
る
る
﹂︵
飽
き
な
い
で
別
れ
る
︶
は
︑
暁
に
別
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
っ
た
名
残
惜
し
い
気
持
ち
を
表
し
︑
歌
の
意
味
は
︽
ど
こ
ま
で
送
っ
た
か
と
人
︵
あ
の
人
︶
に
問
わ
れ
ば
︑

飽
き
ず
に
別
れ
る
涙
川
ま
で
︾
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
い
で
に
付
け
加
え
る
と
︑
業
平
の
歌
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
異
本
の
第
四
十
段
に
お

い
て
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
あ
か
で
別
る
る
﹂
は
﹁
飽
か
ぬ
別
れ
﹂
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
︑
歌
の
﹁
場
﹂
が
一
層
明
確
に
焦

点
化
さ
れ
て
い
る
︒
愛
し
合
っ
て
い
る
二
人
を
別
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
男
の
母
親
が
女
を
追
い
出
し
た
の
で
︑
男
は
気
を
失
い
︑
息
が

絶
え
絶
え
に
な
っ
た
が
︑
や
っ
と
生
き
返
っ
た
と
こ
ろ
︑
女
か
ら
こ
の
歌
を
贈
ら
れ
た
と
い
う
︒

古
き
妻
が
こ
の
歌
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
は
︑
ま
ず
は
二
人
の
男
を
比
較
す
る
効
果
が
あ
る
︒
恋
の
た
め
命
の
火
が
消
え
つ
つ
あ
る

﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
主
人
公
に
対
し
て
︑
自
分
で
妻
を
追
い
出
し
て
か
ら
︑
う
と
う
と
し
な
が
ら
馬
を
返
し
て
も
ら
う
こ
と
を
待
っ
て
い
る

﹁
は
い
ず
み
﹂
の
男
だ
︑
か
な
り
滑
稽
的
な
比
較
で
あ
ろ
う
︒
古
き
妻
に
よ
る
歌
の
“
訂
正
”
は
滑
稽
的
な
効
果
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る

が
︑
今
度
パ
ロ
デ
ィ
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
彼
女
自
身
で
あ
る
︒
確
か
に
︑﹁
心
は
ゆ
か
ぬ
﹂
は
︑「
明
け
ぐ
れ
の
空
に
ぞ
我
は

迷
ひ
ぬ
る
思
ふ
心
の
ゆ
か
ぬ
間
に
間
に
」︽
暁
の
ま
だ
暗
い
空
の
下
に
私
が
迷
っ
て
し
ま
っ
た
︒
名
残
惜
し
い
気
持
ち
の
心
が
晴
れ
晴
れ

と
し
な
い
の
で
︑
足
も
な
か
な
か
進
ま
な
い
︾︵
後
撰
︑
恋
二
・
七
三
六
︶
と
い
う
源
順
が
女
に
贈
っ
た
後
朝
の
歌
︑
あ
る
い
は
密
か
に

愛
し
て
い
た
大
君
か
ら
拒
ま
れ
た
薫
が
よ
ん
だ
「
し
る
べ
せ
し
我
や
帰
り
て
ま
ど
ふ
べ
き
心
も
ゆ
か
ぬ
明
け
ぐ
れ
の
道
」︽︵
恋
の
道
の
︶

案
内
役
を
し
よ
う
と
し
た
私
は
︑
や
が
て
自
分
で
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
︑
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
の
有
明
の
暗
い
道
に
︾︵
源
氏
物
語
︑
総

角
巻
︶
な
ど
の
歌
に
見
る
よ
う
に
︑﹁
暁
の
別
れ
を
嘆
き
悲
し
む
﹂
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
業
平
の
歌
の
﹁
場
﹂
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
感
情
を
撃
ち
殺
し
て
家
を
離
れ
て
い
く
古
き
妻
の
心
情
に
も
相
応
し
い
表
現
で
あ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ

う
︒
矛
盾
し
て
い
る
の
は
︑﹁
心
は
︵
も
︶
ゆ
か
ぬ
﹂
と
﹁
涙
川
﹂
で
あ
る
︒

﹃
涙
の
詩
学
﹄
の
な
か
で
詳
し
く
分
析
し
た
よ
う
に
︑
日
本
古
典
文
学
の
ど
の
作
品
に
お
い
て
も
絶
え
間
な
く
流
れ
て
い
る
﹁
涙
﹂
や

﹁
涙
川
﹂
は
︑「
涙
川
な
に
水
上
を
た
づ
ね
け
む
物
思
ふ
時
の
我
が
身
な
り
け
り
」︽
涙
川
︑
ど
う
し
て
そ
の
源
流
を
探
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
︒
物
を
思
う
時
の
我
が
身
だ
っ
た
の
だ
︾︵
古
今
︑
よ
み
人
知
ら
ず
︑
恋
一
・
五
一
一
︶︑「
涙
川
た
ぎ
つ
心
の
は
や
き
瀬
を
し
が
ら

み
か
け
て
堰
く
袖
ぞ
な
き
」︽
涙
川
︑
激
つ
心
か
ら
湧
き
出
し
て
い
る
の
で
︑
そ
の
速
瀬
を
︑
柵
と
し
て
堰
き
止
め
ら
れ
る
袖
は
な
い
︾

︵
新
古
今
︑
讃
岐
︑
恋
二
・
一
一
二
〇
︶
な
ど
の
歌
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
目
か
ら
で
は
な
く
︑﹁
心
﹂
か
ら
流
れ
出
し
て
い
る
︒

だ
か
ら
︑「
涙
川
お
な
じ
身
よ
り
は
流
る
れ
ど
恋
を
ば
消
た
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」︽
涙
も
﹁
涙
川
﹂
も
同
じ
身
よ
り
流
れ
出
る
が
︑

普
通
の
涙
や
川
と
は
違
っ
て
︑
歌
の
﹁
涙
川
﹂
は
恋
の
火
を
け
っ
し
て
消
さ
な
い
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
よ
︾︵
後
拾
遺
︑
恋
四
・

八
〇
二
︶
と
和
泉
式
部
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
︑
普
通
の
涙
と
は
違
っ
て
︑
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
﹁
涙
﹂
は
︑﹁
恋
ひ
﹂
の
﹁
ひ

︵
火
︶﹂
を
消
さ
な
い
︒
ま
た
︑
普
通
の
川
が
人
を
隔
て
る
の
と
は
違
っ
て
︑﹁
涙
︵
の
︶
川
﹂
は
︑「
流
れ
い
づ
る
涙
の
川
の
行
く
末
は
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い
て
行
く
月
の
姿
が
恋
し
い
に
か
こ
つ
け
て
︑
住
み
慣
れ
た
家
を
見
捨
て
て
行
っ
た
女
が
恋
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
だ
な
あ
﹂︵
笠
間
書

院
︶
と
男
の
心
情
ま
で
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
︑
間
違
っ
た
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
男
に
は
そ
の
つ

も
り
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
読
者
に
は
︽
な
る
ほ
ど
︒
澄
み
慣
れ
た
宿
を
見
捨
て
て
行
く
月
の
影
に
言
寄
せ
て
︑
住
み
な
れ

た
家
を
見
捨
て
て
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
恋
の
仕
業
︵
恋
を
取
り
戻
す
た
め
の
女
の
仕
業
︶
だ
っ
た
か
な
あ
︾
と
い
う
よ
う
な
遊
戯

的
な
意
味
合
い
も
伝
わ
っ
て
く
る
︒

古
き
妻
が
男
に
送
っ
た
「
い
づ
こ
に
か
送
り
は
せ
し
と
人
問
は
ば
心
は
ゆ
か
ぬ
涙
川
ま
で
」
の
歌
は
︑「
い
づ
こ
ま
で
送
り
は
し
つ
と

人
問
は
ば
あ
か
で
別
る
る
涙
川
ま
で
」
と
い
う
業
平
の
歌
を
︑
ほ
ぼ
文
字
通
り
に
引
用
し
て
い
る
︒
違
い
は
︑﹁
あ
か
で
別
る
る
﹂
と
い

う
四
つ
目
の
句
は
﹁
心
は
ゆ
か
ぬ
﹂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
一
旦
︑
矛
盾
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑
こ
の
置
換
こ
そ
︑

滑
稽
的
な
﹁
よ
み
﹂
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
︒
な
ぜ
だ
ろ
う
︒
業
平
の
﹁
あ
か
で
別
る
る
﹂︵
飽
き
な
い
で
別
れ
る
︶
は
︑
暁
に
別
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
っ
た
名
残
惜
し
い
気
持
ち
を
表
し
︑
歌
の
意
味
は
︽
ど
こ
ま
で
送
っ
た
か
と
人
︵
あ
の
人
︶
に
問
わ
れ
ば
︑

飽
き
ず
に
別
れ
る
涙
川
ま
で
︾
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
い
で
に
付
け
加
え
る
と
︑
業
平
の
歌
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
異
本
の
第
四
十
段
に
お

い
て
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
あ
か
で
別
る
る
﹂
は
﹁
飽
か
ぬ
別
れ
﹂
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
︑
歌
の
﹁
場
﹂
が
一
層
明
確
に
焦

点
化
さ
れ
て
い
る
︒
愛
し
合
っ
て
い
る
二
人
を
別
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
男
の
母
親
が
女
を
追
い
出
し
た
の
で
︑
男
は
気
を
失
い
︑
息
が

絶
え
絶
え
に
な
っ
た
が
︑
や
っ
と
生
き
返
っ
た
と
こ
ろ
︑
女
か
ら
こ
の
歌
を
贈
ら
れ
た
と
い
う
︒

古
き
妻
が
こ
の
歌
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
は
︑
ま
ず
は
二
人
の
男
を
比
較
す
る
効
果
が
あ
る
︒
恋
の
た
め
命
の
火
が
消
え
つ
つ
あ
る

﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
主
人
公
に
対
し
て
︑
自
分
で
妻
を
追
い
出
し
て
か
ら
︑
う
と
う
と
し
な
が
ら
馬
を
返
し
て
も
ら
う
こ
と
を
待
っ
て
い
る

﹁
は
い
ず
み
﹂
の
男
だ
︑
か
な
り
滑
稽
的
な
比
較
で
あ
ろ
う
︒
古
き
妻
に
よ
る
歌
の
“
訂
正
”
は
滑
稽
的
な
効
果
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る

が
︑
今
度
パ
ロ
デ
ィ
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
彼
女
自
身
で
あ
る
︒
確
か
に
︑﹁
心
は
ゆ
か
ぬ
﹂
は
︑「
明
け
ぐ
れ
の
空
に
ぞ
我
は

迷
ひ
ぬ
る
思
ふ
心
の
ゆ
か
ぬ
間
に
間
に
」︽
暁
の
ま
だ
暗
い
空
の
下
に
私
が
迷
っ
て
し
ま
っ
た
︒
名
残
惜
し
い
気
持
ち
の
心
が
晴
れ
晴
れ

と
し
な
い
の
で
︑
足
も
な
か
な
か
進
ま
な
い
︾︵
後
撰
︑
恋
二
・
七
三
六
︶
と
い
う
源
順
が
女
に
贈
っ
た
後
朝
の
歌
︑
あ
る
い
は
密
か
に

愛
し
て
い
た
大
君
か
ら
拒
ま
れ
た
薫
が
よ
ん
だ
「
し
る
べ
せ
し
我
や
帰
り
て
ま
ど
ふ
べ
き
心
も
ゆ
か
ぬ
明
け
ぐ
れ
の
道
」︽︵
恋
の
道
の
︶

案
内
役
を
し
よ
う
と
し
た
私
は
︑
や
が
て
自
分
で
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
︑
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
の
有
明
の
暗
い
道
に
︾︵
源
氏
物
語
︑
総

角
巻
︶
な
ど
の
歌
に
見
る
よ
う
に
︑﹁
暁
の
別
れ
を
嘆
き
悲
し
む
﹂
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
業
平
の
歌
の
﹁
場
﹂
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
感
情
を
撃
ち
殺
し
て
家
を
離
れ
て
い
く
古
き
妻
の
心
情
に
も
相
応
し
い
表
現
で
あ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ

う
︒
矛
盾
し
て
い
る
の
は
︑﹁
心
は
︵
も
︶
ゆ
か
ぬ
﹂
と
﹁
涙
川
﹂
で
あ
る
︒

﹃
涙
の
詩
学
﹄
の
な
か
で
詳
し
く
分
析
し
た
よ
う
に
︑
日
本
古
典
文
学
の
ど
の
作
品
に
お
い
て
も
絶
え
間
な
く
流
れ
て
い
る
﹁
涙
﹂
や

﹁
涙
川
﹂
は
︑「
涙
川
な
に
水
上
を
た
づ
ね
け
む
物
思
ふ
時
の
我
が
身
な
り
け
り
」︽
涙
川
︑
ど
う
し
て
そ
の
源
流
を
探
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
︒
物
を
思
う
時
の
我
が
身
だ
っ
た
の
だ
︾︵
古
今
︑
よ
み
人
知
ら
ず
︑
恋
一
・
五
一
一
︶︑「
涙
川
た
ぎ
つ
心
の
は
や
き
瀬
を
し
が
ら

み
か
け
て
堰
く
袖
ぞ
な
き
」︽
涙
川
︑
激
つ
心
か
ら
湧
き
出
し
て
い
る
の
で
︑
そ
の
速
瀬
を
︑
柵
と
し
て
堰
き
止
め
ら
れ
る
袖
は
な
い
︾

︵
新
古
今
︑
讃
岐
︑
恋
二
・
一
一
二
〇
︶
な
ど
の
歌
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
目
か
ら
で
は
な
く
︑﹁
心
﹂
か
ら
流
れ
出
し
て
い
る
︒

だ
か
ら
︑「
涙
川
お
な
じ
身
よ
り
は
流
る
れ
ど
恋
を
ば
消
た
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」︽
涙
も
﹁
涙
川
﹂
も
同
じ
身
よ
り
流
れ
出
る
が
︑

普
通
の
涙
や
川
と
は
違
っ
て
︑
歌
の
﹁
涙
川
﹂
は
恋
の
火
を
け
っ
し
て
消
さ
な
い
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
よ
︾︵
後
拾
遺
︑
恋
四
・

八
〇
二
︶
と
和
泉
式
部
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
︑
普
通
の
涙
と
は
違
っ
て
︑
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
﹁
涙
﹂
は
︑﹁
恋
ひ
﹂
の
﹁
ひ

︵
火
︶﹂
を
消
さ
な
い
︒
ま
た
︑
普
通
の
川
が
人
を
隔
て
る
の
と
は
違
っ
て
︑﹁
涙
︵
の
︶
川
﹂
は
︑「
流
れ
い
づ
る
涙
の
川
の
行
く
末
は
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つ
ひ
に
近あ
ふ
み江
の
海
と
頼
ま
ぬ
」︽︵
恋
す
る
心
か
ら
︶
流
れ
出
る
涙
は
川
の
よ
う
に
流
れ
︑
そ
の
行
く
末
や
が
て
近
江
︵
逢
ふ
身
︶
の
海

に
な
る
︑
す
な
わ
ち
私
た
ち
が
お
会
い
で
き
る
と
期
待
し
よ
う
︾︵
後
撰
︑
よ
み
人
知
ら
ず
︑
恋
五
・
九
七
二
︶︑
と
恋
し
い
人
に
逢
わ
せ

て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
改
め
て
古
き
妻
の
歌
に
目
を
向
け
る
と
︑﹁
た
ぎ
つ
心
﹂
か
ら
流
れ
出
る
は
ず
の
﹁
涙
川
﹂
を
﹁
心
は
ゆ
か
ぬ
﹂
も
の
に
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
表
現
の
矛
盾
が
明
確
に
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
場
合
も
︑﹁
筒
井
筒
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
同
様
に
︑
パ

ロ
デ
ィ
は
︑
普
通
の
言
葉
と
﹁
言
の
葉
﹂︑
す
な
わ
ち
表
現
の
ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
と
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
か

ら
生
ま
れ
て
く
る
︒
一
方
︑
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
︑
数
百
年
に
渡
る
詩
的
言
語
の
発
展
を
映
し
出
し
︑
意
味
作
用
の
指
示
的
レ
ベ
ル
と
詩

的
レ
ベ
ル
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
︑﹁
涙
川
﹂
の
意
味
作
用
の
流
れ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
︒

男
の
「
涙
川
そ
こ
と
も
知
ら
ず
つ
ら
き
瀬
を
ゆ
き
か
へ
り
つ
つ
な
が
れ
来
に
け
り
」
と
い
う
歌
も
︑﹁
あ
な
た
が
行
か
れ
た
と
い
う
涙

川
は
︑
ど
こ
に
あ
る
と
も
知
ら
な
い
で
︑
渡
り
づ
ら
い
瀬
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
︑
こ
こ
ま
で
泣
き
泣
き
︑
よ
う
や
く
流
れ
つ
き
ま
し

た
﹂︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶︑
と
文
字
通
り
に
読
み
取
れ
る
︒
し
か
し
︑﹁
涙
川
﹂
の
意
味
作
用
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
そ
こ
﹂
と

﹁
瀬
﹂
に
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹁
そ
こ
﹂
は
︑﹁
其
処
﹂
の
他
に
﹁
底
﹂
と
も
よ
め
る
の
で
︑「
涙
川
そ
こ
の
水
屑
と
な
り
は
て
て
恋
し

き
瀬
ゞ
に
な
が
れ
こ
そ
す
れ
」︽
涙
川
に
身
を
沈
め
て
︑
底
の
水
屑
に
な
っ
て
流
さ
れ
て
し
ま
う
と
︑
泣
き
に
泣
か
れ
る
川
の
流
れ
に
︑

恋
し
い
人
︵
あ
な
た
︶
に
逢
え
る
瀬
が
で
き
る
に
違
い
な
い
︾︵
拾
遺
︑
源
順
︑
恋
三
・
八
七
七
︶
な
ど
の
歌
が
喚
起
さ
れ
る
︒
そ
の
結

果
︑
男
の
歌
は
︑︽
涙
川
︑
あ
な
た
が
そ
こ
に
い
る
と
も
知
ら
ず
︑
涙
川
の
底
︵
あ
な
た
の
感
情
の
深
さ
︶
も
知
ら
な
か
っ
た
が
︑
あ
な

た
が
そ
れ
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
︑
辛
い
瀬
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
︑
泣
き
に
泣
か
れ
て
︑
流
さ
れ
て
き
ま
し
た
︾
と
解
釈
で
き
る

よ
う
に
な
る
︒
一
方
︑
こ
の
歌
に
も
﹁
裏
﹂
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
ヒ
ン
ト
は
﹁
つ
ら
き
瀬
﹂
と
い
う
あ
ま
り
に
も
ス
ト
レ
ー
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ト
な
表
現
で
あ
る
︒
確
か
に
﹁
つ
ら
し
﹂
は
︑﹁
こ
ら
え
が
た
い
﹂
や
﹁
苦
し
い
﹂
な
ど
の
意
味
も
持
っ
て
い
た
が
︑
平
安
文
学
に
お
い

て
は
主
と
し
て
﹁
薄
情
︑
思
い
や
り
が
な
い
﹂
心
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
男
に
は
そ
の
つ
も
り
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
︑

歌
は
彼
の
批
判
と
し
て
も
よ
め
る
︒
つ
ま
り
︑︽
涙
川
︑
あ
な
た
が
そ
こ
に
い
る
と
も
知
ら
ず
︑
涙
川
の
底
も
知
ら
な
か
っ
た
が
︑
あ
な

た
が
そ
れ
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
︑
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
い
た
自
分
の
薄
情
な
思
い
を
悔
や
み
︑
泣
き
に
泣
か
れ
て
︑
涙
川
の
流
れ

に
沿
っ
て
来
た
の
だ
︾
と
︒

古
き
妻
の
勝
ち
と
い
う
﹁
は
い
ず
み
﹂
の
結
末
は
﹁
筒
井
筒
﹂
と
同
様
で
あ
る
︒
新
し
き
妻
が
笑
い
者
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
同

様
だ
が
︑﹁
は
い
ず
み
﹂
の
新
し
き
妻
が
読
者
の
同
情
心
を
も
そ
そ
る
の
で
︑
ス
ト
ー
リ
ー
の
結
末
に
納
得
さ
れ
な
い
人
は
︑
今
も
昔
も

少
な
く
な
い
だ
ろ
う
︒
彼
女
の
歌
は
一
首
も
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
し
︑
や
り
直
し
の
チ
ャ
ン
ス
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
︑
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
作
り
か
ら
す
れ
ば
︑
よ
く
で
き
た
物
語
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
試
み
た
分
析
の
ア
プ
ロ
ー
チ
︑
す
な
わ
ち

詩
的
言
語
の
視
点
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
申
し
分
の
な
い
結
末
に
な
る
︒﹁
墨
﹂
が
﹁
涙
﹂
に
﹁
あ
ら
わ
れ
る
﹂
と
い
う
最
後
の
出
来
事
は
︑

詩
的
言
語
に
お
け
る
﹁
涙
﹂
の
意
味
生
成
過
程
の
流
れ
を
纏
め
て
い
る
「
す
る
墨
も
落
つ
る
涙
に
あ
ら
は
れ
て
恋
し
と
だ
に
も
え
こ
そ

書
か
れ
ぬ
」︽︵
忍
ぶ
想
い
に
続
い
て
︶
す
っ
て
い
る
墨
も
﹁
涙
﹂
に
現
れ
た
の
で
︑
恋
し
い
と
さ
え
も
書
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

︵﹁
涙
﹂
が
代
わ
り
に
そ
れ
を
告
げ
て
い
る
の
だ
か
ら
︶︾︵
金
葉
︑
永
実
︑
恋
下
・
四
四
三
︶
と
い
う
歌
を
ま
る
で
出
演
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
か
ら
だ
)
13
(

︒
つ
ま
り
︑﹁
激
つ
心
﹂
か
ら
流
れ
出
す
﹁
涙
﹂
は
︑﹁
心
﹂
の
専
用
表
現
と
し
て
定
着
し
た
の
で
︑﹁
人
の
心
を
種

︵
13
︶ 

﹁
墨
﹂
と
﹁
涙
﹂
の
関
係
を
い
っ
そ
う
明
確
に
顕
示
し
て
い
る
の
は
︑﹁
平
中
の
空
泣
き
﹂
の
話
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
平
中
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の

パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
も
受
け
取
れ
る
﹃
平
中
物
語
﹄
の
主
人
公
で
あ
り
︑
そ
の
歌
物
語
に
お
い
て
は
あ
や
し
く
思
う
ほ
ど
﹁
涙
﹂
が
多
い
︒
平
中
へ

の
言
及
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
な
か
で
す
で
に
笑
い
の
種
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹃
古
本
説
話
集
﹄
に
収
め
ら
れ
た
﹁
平
中
の
空
泣
き
﹂
は
︑
ス
ト
ー
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と
し
て
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
﹂
か
ら
な
る
和
歌
の
本
質
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
文
化
や
文
学
の
自
己
言
及
過
程
の
発
展
に

つ
れ
て
︑
表
現
の
意
味
生
成
過
程
も
﹁
涙
﹂
に
顕
れ
て
き
た
の
に
加
え
て
︑「
な
に
と
な
く
落
つ
る
涙
に
ま
か
す
れ
ば
そ
こ
と
も
見
え
ぬ

筆
の
跡
か
な
」︽
落
ち
る
涙
そ
の
も
の
に
任
せ
て
お
け
ば
︑
そ
こ
と
も
見
え
な
か
っ
た
筆
の
跡
が
自
然
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︾︵
続
古

今
︑
俊
成
︑
恋
三
・
一
二
〇
八
︶
な
ど
の
平
安
末
期
・
鎌
倉
初
期
の
歌
に
よ
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
涙
﹂
の
﹁
泣
か
れ
﹂
に
は
︑
墨
の

﹁
流
れ
﹂︑
す
な
わ
ち
和
歌
の
姿
と
和
歌
を
書
く
行
為
そ
の
も
の
も
投
影
さ
れ
た
の
で
あ
る
)
14
(

︒

お
わ
り
に

本
論
文
の
な
か
で
取
り
上
げ
た
﹁
古
き
妻
﹂
と
﹁
新
し
き
妻
﹂
の
対
決
は
︑
二
つ
と
も
物
語
主
人
公
の
比
較
と
い
う
よ
り
も
︑﹁
言
の

葉
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
二
つ
と
も
︑
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
︒﹁
古
き
妻
﹂
は
文
化
的
・
詩
的
伝
統
を
象
徴
し
︑﹁
新
し
き
妻
﹂
は
知
識
の
欠
如
を
演
じ
て
い
る
︒
平
安
前
半
に
作
ら
れ
た

﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑
詩
的
カ
ノ
ン
作
り
の
時
代
に
属
し
て
お
り
︑
知
的
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
和
歌
の
基
準
を
定
着
さ
せ
て
い
く
の
で
︑
メ

タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
意
味
生
成
は
創
作
過
程
の
特
徴
で
あ
り
︑
議
論
の
対
象
は
︑
普
通
の
言
葉
と
﹁
言
の
葉
﹂
の
使
い
分
け
や
﹁
歌
﹂

と
﹁
場
﹂
の
組
み
合
わ
せ
な
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
平
安
末
期
に
作
ら
れ
た
﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
は
︑﹁
本
歌
取
り
﹂
)
15
(

に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
て
い
る
文
化
の
自
己
言
及
の
時
代
に
属
し
て
い
る
の
で
︑
メ
タ
詩
的
と
い
う
よ
り
も
︑
メ
タ
・
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
意
味
づ
け
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
︒
そ
の
手
段
は
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
り
︑
対
象
は
歌
と
﹁
心
﹂
の
専
用
表
現
と
し
て
定
着
し
た
﹁
涙
﹂
の
働
き
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
意
味
作
用
は
︑
作
者
が
意
識
す
る
側
面
と
必
ず
し
も
意
識
す
る
と
は
限
ら
な
い
側
面
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
れ
と
呼
応
し
て
︑

読
者
も
﹁
知
る
人
ぞ
知
る
﹂
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
気
づ
く
人
も
い
れ
ば
︑
気
づ
か
な
い
人
も
い
る
︒
そ
し
て
古
典
離
れ
が
進
め
ば

進
む
ほ
ど
︑
後
者
の
数
が
増
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
︒

*

*       *

文
学
作
品
の
言
葉
は
︑
感
情
の
表
現
で
あ
り
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
作
り
の
手
段
で
あ
る
︒
と
も
か
く
︑
書
き
手
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

リ
ー
の
詳
し
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
︒
あ
ま
り
に
も
た
く
さ
ん
の
女
性
と
契
り
を
交
わ
し
た
平
中
は
︑
涙
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
こ
っ
そ
り

と
水
で
涙
を
演
じ
る
こ
と
に
し
た
が
︑
そ
の
手
口
に
気
づ
い
た
女
性
の
一
人
は
︑
硯
の
水
入
れ
に
墨
を
混
ぜ
た
の
で
︑﹁
空
泣
き
﹂
が
ば
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
﹃
涙
の
詩
学
﹄︵
四
二
〇
~
四
二
三
頁
︶
の
な
か
で
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
︒

︵
14
︶ 

﹁
涙
﹂
の
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
機
能
は
︑
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
提
唱
し
︑
デ
リ
ダ
が
﹁
白
け
た
神
話
﹂
の
な
か
で
発
展
さ
せ
た
メ
タ
・
メ
タ

フ
ァ
ー
︵
根
源
的
メ
タ
フ
ァ
ー
︶
論
を
喚
び
起
こ
し
て
い
る
︒
ど
の
メ
タ
フ
ァ
ー
も
自
然
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
還
元
さ
れ
る
の
と
呼
応
し
て
︑
も
ろ

も
ろ
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
も
お
互
い
に
投
影
さ
れ
合
っ
て
︑“
生
の
イ
メ
ー
ジ
”
を
あ
ら
わ
す
グ
ル
ー
プ
を
織
り
な
す
の
で
︑
詩
的
想
像
力
は
メ
タ

フ
ァ
ー
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
見
な
さ
れ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
シ
ン
タ
ク
ス
︵
意
味
の
統
一
性
と
連
続
性
︶
を
支
え
る
グ
ル
ー
プ
の
意
味
の
焦

点
は
︑
メ
タ
フ
ァ
ー
の
ま
と
ま
り
の
根
源
を
示
し
︑
文
化
を
特
徴
づ
け
る
形
而
上
学
の
基
本
的
概
念
を
示
唆
す
る
と
い
う
︒
一
方
︑
和
歌
表
現

は
︑
言
葉
の
潜
在
力
を
活
か
し
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
自
然
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
還
元
さ
れ
る
﹂
の
で
は
な
く
︑
本
来
的
に
自
然
と
の
重
ね
合
わ
せ
を

通
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
は
王
朝
文
化
の
メ
タ
レ
ベ
ル
︑
す
な
わ
ち
自
己
言
及
・
自
己
説
明
の
レ
ベ
ル
と
し
て
定
着
し

て
い
る
の
で
︑
メ
タ
・
メ
タ
フ
ァ
ー
は
︑﹁
根
源
的
メ
タ
フ
ァ
ー
﹂
と
し
て
で
は
な
く
︑﹁
重
層=

重
奏
的
メ
タ
フ
ァ
ー
﹂
と
見
な
さ
れ
る
︒
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
﹃
涙
の
詩
学
﹄︵
四
二
四
~
四
三
五
頁
︶
の
な
か
で
考
察
し
て
い
る
︒　
　

︵
15
︶ 

古
い
歌
を
踏
ま
え
な
が
ら
新
し
い
歌
を
作
る
と
い
う
﹁
本
歌
取
り
﹂
の
技
法
は
︑
紛
れ
も
な
く
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
創
作
活
動
で
あ
る
︒
藤
原

定
家
の
﹁
こ
と
ば
は
古
き
を
慕
ひ
︑
心
は
新
し
き
を
求
め
︑
及
ば
ぬ
高
き
姿
を
願
ひ
て
﹂︵﹃
近
代
秀
歌
﹄︶
と
い
う
説
明
は
︑
そ
の
本
質
を
よ
く

表
し
て
い
る
︒
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と
し
て
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
﹂
か
ら
な
る
和
歌
の
本
質
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
文
化
や
文
学
の
自
己
言
及
過
程
の
発
展
に

つ
れ
て
︑
表
現
の
意
味
生
成
過
程
も
﹁
涙
﹂
に
顕
れ
て
き
た
の
に
加
え
て
︑「
な
に
と
な
く
落
つ
る
涙
に
ま
か
す
れ
ば
そ
こ
と
も
見
え
ぬ

筆
の
跡
か
な
」︽
落
ち
る
涙
そ
の
も
の
に
任
せ
て
お
け
ば
︑
そ
こ
と
も
見
え
な
か
っ
た
筆
の
跡
が
自
然
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︾︵
続
古

今
︑
俊
成
︑
恋
三
・
一
二
〇
八
︶
な
ど
の
平
安
末
期
・
鎌
倉
初
期
の
歌
に
よ
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
涙
﹂
の
﹁
泣
か
れ
﹂
に
は
︑
墨
の

﹁
流
れ
﹂︑
す
な
わ
ち
和
歌
の
姿
と
和
歌
を
書
く
行
為
そ
の
も
の
も
投
影
さ
れ
た
の
で
あ
る
)
14
(

︒

お
わ
り
に

本
論
文
の
な
か
で
取
り
上
げ
た
﹁
古
き
妻
﹂
と
﹁
新
し
き
妻
﹂
の
対
決
は
︑
二
つ
と
も
物
語
主
人
公
の
比
較
と
い
う
よ
り
も
︑﹁
言
の

葉
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
二
つ
と
も
︑
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
︒﹁
古
き
妻
﹂
は
文
化
的
・
詩
的
伝
統
を
象
徴
し
︑﹁
新
し
き
妻
﹂
は
知
識
の
欠
如
を
演
じ
て
い
る
︒
平
安
前
半
に
作
ら
れ
た

﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑
詩
的
カ
ノ
ン
作
り
の
時
代
に
属
し
て
お
り
︑
知
的
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
和
歌
の
基
準
を
定
着
さ
せ
て
い
く
の
で
︑
メ

タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
意
味
生
成
は
創
作
過
程
の
特
徴
で
あ
り
︑
議
論
の
対
象
は
︑
普
通
の
言
葉
と
﹁
言
の
葉
﹂
の
使
い
分
け
や
﹁
歌
﹂

と
﹁
場
﹂
の
組
み
合
わ
せ
な
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
平
安
末
期
に
作
ら
れ
た
﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
は
︑﹁
本
歌
取
り
﹂
)
15
(

に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
て
い
る
文
化
の
自
己
言
及
の
時
代
に
属
し
て
い
る
の
で
︑
メ
タ
詩
的
と
い
う
よ
り
も
︑
メ
タ
・
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
意
味
づ
け
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
︒
そ
の
手
段
は
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
り
︑
対
象
は
歌
と
﹁
心
﹂
の
専
用
表
現
と
し
て
定
着
し
た
﹁
涙
﹂
の
働
き
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
意
味
作
用
は
︑
作
者
が
意
識
す
る
側
面
と
必
ず
し
も
意
識
す
る
と
は
限
ら
な
い
側
面
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
れ
と
呼
応
し
て
︑

読
者
も
﹁
知
る
人
ぞ
知
る
﹂
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
気
づ
く
人
も
い
れ
ば
︑
気
づ
か
な
い
人
も
い
る
︒
そ
し
て
古
典
離
れ
が
進
め
ば

進
む
ほ
ど
︑
後
者
の
数
が
増
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
︒

*

*       *

文
学
作
品
の
言
葉
は
︑
感
情
の
表
現
で
あ
り
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
作
り
の
手
段
で
あ
る
︒
と
も
か
く
︑
書
き
手
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

リ
ー
の
詳
し
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
︒
あ
ま
り
に
も
た
く
さ
ん
の
女
性
と
契
り
を
交
わ
し
た
平
中
は
︑
涙
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
こ
っ
そ
り

と
水
で
涙
を
演
じ
る
こ
と
に
し
た
が
︑
そ
の
手
口
に
気
づ
い
た
女
性
の
一
人
は
︑
硯
の
水
入
れ
に
墨
を
混
ぜ
た
の
で
︑﹁
空
泣
き
﹂
が
ば
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
﹃
涙
の
詩
学
﹄︵
四
二
〇
~
四
二
三
頁
︶
の
な
か
で
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
︒

︵
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︶ 
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﹂
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︑
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ど
の
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フ
ァ
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も
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然
の
エ
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に
還
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る
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と
呼
応
し
て
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も
ろ

も
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の
詩
的
イ
メ
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も
お
互
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に
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れ
合
っ
て
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生
の
イ
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ジ
”
を
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わ
す
グ
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プ
を
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の
で
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詩
的
想
像
力
は
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ァ
ー
の
シ
ン
タ
ク
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と
見
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さ
れ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
シ
ン
タ
ク
ス
︵
意
味
の
統
一
性
と
連
続
性
︶
を
支
え
る
グ
ル
ー
プ
の
意
味
の
焦

点
は
︑
メ
タ
フ
ァ
ー
の
ま
と
ま
り
の
根
源
を
示
し
︑
文
化
を
特
徴
づ
け
る
形
而
上
学
の
基
本
的
概
念
を
示
唆
す
る
と
い
う
︒
一
方
︑
和
歌
表
現

は
︑
言
葉
の
潜
在
力
を
活
か
し
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
自
然
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
還
元
さ
れ
る
﹂
の
で
は
な
く
︑
本
来
的
に
自
然
と
の
重
ね
合
わ
せ
を

通
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
は
王
朝
文
化
の
メ
タ
レ
ベ
ル
︑
す
な
わ
ち
自
己
言
及
・
自
己
説
明
の
レ
ベ
ル
と
し
て
定
着
し

て
い
る
の
で
︑
メ
タ
・
メ
タ
フ
ァ
ー
は
︑﹁
根
源
的
メ
タ
フ
ァ
ー
﹂
と
し
て
で
は
な
く
︑﹁
重
層=

重
奏
的
メ
タ
フ
ァ
ー
﹂
と
見
な
さ
れ
る
︒
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
﹃
涙
の
詩
学
﹄︵
四
二
四
~
四
三
五
頁
︶
の
な
か
で
考
察
し
て
い
る
︒　
　

︵
15
︶ 

古
い
歌
を
踏
ま
え
な
が
ら
新
し
い
歌
を
作
る
と
い
う
﹁
本
歌
取
り
﹂
の
技
法
は
︑
紛
れ
も
な
く
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
創
作
活
動
で
あ
る
︒
藤
原

定
家
の
﹁
こ
と
ば
は
古
き
を
慕
ひ
︑
心
は
新
し
き
を
求
め
︑
及
ば
ぬ
高
き
姿
を
願
ひ
て
﹂︵﹃
近
代
秀
歌
﹄︶
と
い
う
説
明
は
︑
そ
の
本
質
を
よ
く

表
し
て
い
る
︒
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も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
文
学
作
品
を
め
ぐ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
日
本
古
典
文
学
も
︑
こ
う
し
た
次
元
を
持
っ
て
い

る
の
で
︑
例
外
で
は
な
い
と
言
え
る
︒
し
か
し
一
方
︑
言
霊
信
仰
に
根
ざ
し
て
い
る
日
本
古
典
文
化
に
お
い
て
は
︑
言
葉
の
ス
テ
ー
タ

ス
は
︑
私
た
ち
の
見
解
だ
け
で
な
く
︑
想
像
さ
え
超
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
驚
く
べ
き
例
の
一
つ
は
︑
中
世
の
擬
古
物
語
で
あ

る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
を
は
じ
め
︑
平
安
時
代
の
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
れ
ら
の
作
品
群
は
︑﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
の
伝
統
を
受
け
継

い
で
︑﹁
表
現
思
考
刑
﹂
の
パ
ロ
デ
ィ
の
パ
タ
ー
ン
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
題
名
は
︑﹃
有
明
の
別
れ
﹄︑﹃
水
の
白

波
﹄︑﹃
し
の
ぶ
草
﹄︑﹃
露
の
や
ど
り
﹄
な
ど
︑
歌
に
よ
く
よ
ま
れ
た
表
現
で
あ
り
︑
主
人
公
も
ま
た
︑
白
露
︑
松
陰
中
納
言
︑
山
の
井

中
納
言
な
ど
︑﹁
人
間
化
﹂
さ
れ
た
歌
こ
と
ば
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
描
写
さ
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
︑
歌
こ
と
ば
を
表
現
す
る

手
段
に
な
っ
て
い
る
の
で
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
作
り
は
歌
こ
と
ば
の
意
味
合
い
と
連
想
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
)
16
(

そ
も
そ
も
﹁
言
の
葉
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
不
思
議
に
思
う
ほ
ど
︑
現
代
の
詩
的
言
語
と
い
う
概
念
に
似
て
い
て
︑
日
常
語
︵
た
だ
の

言
葉
︶
を
異
化
し
た
言
語
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
が
︑﹁
異
化
﹂︵ostranenie; defam

iliarization

︶
を
め
ぐ
る
考
え
方
は
︑
根
本
的
に

異
な
っ
て
い
る
︒
西
洋
の
文
化
的
実
践
か
ら
発
生
し
た
﹁
異
化
﹂
の
理
論
は
︑﹁
も
の
を
自
動
化
の
状
態
か
ら
脱
出
さ
せ
る
﹂
と
い
う
作

者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
意
味
作
用
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
古
代
日
本
に
お
い
て
は
︑﹁
言
の
葉
﹂
は
﹁
た
だ
の
言
葉
﹂
の
潜
在
力

を
活
か
す
こ
と
で
異
化
し
た
も
の
で
あ
り
︑
言
葉
の
﹁
あ
や
﹂
も
︑
定
家
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑﹁
自
然
に
何
と
な
く
読
み
﹂
出
だ
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
︒

考
え
て
み
れ
ば
︑
こ
の
論
文
も
そ
う
で
あ
る
が
︑
古
典
文
学
の
研
究
も
ま
た
︑
書
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
書
か
せ
て
も
ら
う
も
の

で
も
あ
る
︒

︵
16
︶ 

擬
古
物
語
は
︑
文
学
史
の
主
流
か
ら
外
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
︑
い
ま
だ
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
︒
特
に
︑
詩
的
言
語

と
パ
ロ
デ
ィ
の
視
点
か
ら
の
研
究
は
︑
ゼ
ロ
に
近
い
の
で
︑
今
後
︑
開
発
さ
れ
る
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
で
き
る
︒
私
が

今
ま
で
は
︑﹁
お
も
か
げ
あ
る
物
語　

︱ 

も
ど
き
の
意
味
を
問
う
て
み
て
﹂︵﹃
中
世
文
学
研
究
は
日
本
文
学
を
解
明
で
き
る
か
﹄︑
中
世
文
学
会

編
︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
六
年
︑
三
八
五
~
四
〇
一
頁
︶
に
お
い
て
は
︑﹃
松
陰
中
納
言
物
語
﹄
を
取
り
上
げ
て
︑﹁
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
︿
擬

古
﹀
の
技
巧
﹂︵﹃
パ
ロ
デ
ィ
と
日
本
文
化
﹄︑
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
編
︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
八
四
~
二
二
四
頁
︶
に
お
い
て
は
︑

﹃
白
露
﹄
を
分
析
し
た
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
作
り
と
歌
こ
と
ば
と
の
関
連
性
の
前
例
は
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
宇
治
十
帖
﹂
に
見
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
︑﹁
宇
治
の
橋
姫
の
詩
学
﹂︵﹃
源
氏
物
語　

宇
治
十
帖
の
企
て
﹄︑
関
根
賢
司
編
︑
お
う
ふ
う
︑

二
〇
〇
五
年
︑
二
一
二
~
二
二
二
頁
︶
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
︒
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も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
文
学
作
品
を
め
ぐ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
日
本
古
典
文
学
も
︑
こ
う
し
た
次
元
を
持
っ
て
い

る
の
で
︑
例
外
で
は
な
い
と
言
え
る
︒
し
か
し
一
方
︑
言
霊
信
仰
に
根
ざ
し
て
い
る
日
本
古
典
文
化
に
お
い
て
は
︑
言
葉
の
ス
テ
ー
タ

ス
は
︑
私
た
ち
の
見
解
だ
け
で
な
く
︑
想
像
さ
え
超
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
驚
く
べ
き
例
の
一
つ
は
︑
中
世
の
擬
古
物
語
で
あ

る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
を
は
じ
め
︑
平
安
時
代
の
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
れ
ら
の
作
品
群
は
︑﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
の
伝
統
を
受
け
継

い
で
︑﹁
表
現
思
考
刑
﹂
の
パ
ロ
デ
ィ
の
パ
タ
ー
ン
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
題
名
は
︑﹃
有
明
の
別
れ
﹄︑﹃
水
の
白

波
﹄︑﹃
し
の
ぶ
草
﹄︑﹃
露
の
や
ど
り
﹄
な
ど
︑
歌
に
よ
く
よ
ま
れ
た
表
現
で
あ
り
︑
主
人
公
も
ま
た
︑
白
露
︑
松
陰
中
納
言
︑
山
の
井

中
納
言
な
ど
︑﹁
人
間
化
﹂
さ
れ
た
歌
こ
と
ば
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
描
写
さ
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
︑
歌
こ
と
ば
を
表
現
す
る

手
段
に
な
っ
て
い
る
の
で
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
作
り
は
歌
こ
と
ば
の
意
味
合
い
と
連
想
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
)
16
(

そ
も
そ
も
﹁
言
の
葉
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
不
思
議
に
思
う
ほ
ど
︑
現
代
の
詩
的
言
語
と
い
う
概
念
に
似
て
い
て
︑
日
常
語
︵
た
だ
の

言
葉
︶
を
異
化
し
た
言
語
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
が
︑﹁
異
化
﹂︵ostranenie; defam

iliarization

︶
を
め
ぐ
る
考
え
方
は
︑
根
本
的
に

異
な
っ
て
い
る
︒
西
洋
の
文
化
的
実
践
か
ら
発
生
し
た
﹁
異
化
﹂
の
理
論
は
︑﹁
も
の
を
自
動
化
の
状
態
か
ら
脱
出
さ
せ
る
﹂
と
い
う
作

者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
意
味
作
用
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
古
代
日
本
に
お
い
て
は
︑﹁
言
の
葉
﹂
は
﹁
た
だ
の
言
葉
﹂
の
潜
在
力

を
活
か
す
こ
と
で
異
化
し
た
も
の
で
あ
り
︑
言
葉
の
﹁
あ
や
﹂
も
︑
定
家
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑﹁
自
然
に
何
と
な
く
読
み
﹂
出
だ
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
︒

考
え
て
み
れ
ば
︑
こ
の
論
文
も
そ
う
で
あ
る
が
︑
古
典
文
学
の
研
究
も
ま
た
︑
書
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
書
か
せ
て
も
ら
う
も
の

で
も
あ
る
︒

︵
16
︶ 

擬
古
物
語
は
︑
文
学
史
の
主
流
か
ら
外
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
︑
い
ま
だ
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
︒
特
に
︑
詩
的
言
語

と
パ
ロ
デ
ィ
の
視
点
か
ら
の
研
究
は
︑
ゼ
ロ
に
近
い
の
で
︑
今
後
︑
開
発
さ
れ
る
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
で
き
る
︒
私
が

今
ま
で
は
︑﹁
お
も
か
げ
あ
る
物
語　

︱ 

も
ど
き
の
意
味
を
問
う
て
み
て
﹂︵﹃
中
世
文
学
研
究
は
日
本
文
学
を
解
明
で
き
る
か
﹄︑
中
世
文
学
会

編
︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
六
年
︑
三
八
五
~
四
〇
一
頁
︶
に
お
い
て
は
︑﹃
松
陰
中
納
言
物
語
﹄
を
取
り
上
げ
て
︑﹁
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
︿
擬

古
﹀
の
技
巧
﹂︵﹃
パ
ロ
デ
ィ
と
日
本
文
化
﹄︑
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
編
︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
八
四
~
二
二
四
頁
︶
に
お
い
て
は
︑

﹃
白
露
﹄
を
分
析
し
た
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
作
り
と
歌
こ
と
ば
と
の
関
連
性
の
前
例
は
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
宇
治
十
帖
﹂
に
見
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
︑﹁
宇
治
の
橋
姫
の
詩
学
﹂︵﹃
源
氏
物
語　

宇
治
十
帖
の
企
て
﹄︑
関
根
賢
司
編
︑
お
う
ふ
う
︑

二
〇
〇
五
年
︑
二
一
二
~
二
二
二
頁
︶
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
︒
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Abstract 

Old Wife vs. New Wife:  
The Metapoetic Level of Signification in Classical Japanese Literature

This paper is a theoretical quest for the meta-poetic level of 
signification in the literature of the Heian period (794-1185[1192]), the 
period, during which the foundations of the Japanese autochthonous 
cultural development were laid. The classical poetry waka (lit. “Japanese 
song”) was the most vigorous intellectual activity, and functioned as a 
driving force of the cultural development. It was a major means of 
communication among the literati and a media of the philosophical 
discourse, which presupposes the differentiation of a well-defined 
metapoetic level in the Heian culture. 

The discussion is based on the close reading of two stories – from the 
first half of the Heian period, and from its end, both of which are 
constructed as a juxtaposition between an old wife and a new wife. The 
first one is episode 23 (known as Tsutsuitsutsu) from Ise monogatari, a text, 
which can be characterized as a Handbook on poetic practice hence it 
requires a meta-poetic reading. The second is the Haizumi (The Eyebrow 
Paint) from Tsutsumi chunagon monogatari, a collection of 10 parody short 
stories (monogatari). 

The cultural development in the second half of the Heian period (after 
The Pillow Book and The Tale of Genji widely recognized as its highest 
achievement) is characterized by a self-reflective movement, which is 
exemplified by the leading poetic principle of honkadori (lit. “incorporating 
a model-song[poem]”). The paper argues that since the leading role in this 
movement, both in poetry and in prose, is played by the waka poetry, the 
level of the process of signification should be defined as a meta-metapoetic. 
In other words, the focus of self-reference is on the development of the 
poetic language hence the result is a discussion on the poetic canon and 
the network of poetic associations, which are in concordance with the 
dominant world-views of the time. 
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The analysis of Haizumi undertaken here reveals the function of “tears” 
(namida) as a meta-metaphor, which represents the essence of waka poetry: 
from its origin (“seeds in the human heart”) up to the process of writing 
itself (the traces of ink on the paper).  


