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一
　
光
源
氏
の
国
津
罪
へ
の
お
そ
れ

　
光
源
氏
が
六
条
御
息
所
に
接
近
し
た
の
は
そ
の
富
と
娘
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
す

る
私
の
考
え
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
）
1
（

た
。
六
条
御
息
所
が
春
宮
と
の
間
に
も
う
け

た
姫
宮
を
得
て
、
わ
が
子
の
冷
泉
帝
に
い
れ
、
そ
の
間
に
皇
子
を
も
う
け
て
次
の
春

宮
を
ね
ら
う
の
だ
。
だ
か
ら
六
条
御
息
所
の
姫
宮
を
手
に
い
れ
て
も
、
姫
宮
と
男
お

ん
な
の
関
係
に
な
る
の
は
避
け
る
は
ず
だ
。
も
し
姫
宮
に
手
を
つ
け
て
、
あ
と
、
素

知
ら
ぬ
顔
を
し
て
冷
泉
帝
に
入
れ
た
と
す
れ
ば
、
父
と
息
子
が
一
人
の
女
性
と
通
じ

る
こ
と
に
な
る
。
何
も
知
ら
ぬ
冷
泉
帝
は
と
も
か
く
、
光
源
氏
に
限
っ
て
言
え
ば
、

わ
が
子
の
妻
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
女
性
に
わ
れ
か
ら
手
を
出
し
て
お
い
て
、
あ

と
を
そ
の
子
に
下
げ
渡
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
い
く
ら
女
性
に
融
通
無
碍

な
光
源
氏
と
い
っ
て
も
こ
れ
は
た
め
ら
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
作
者
は
そ
こ
ま
で
光
源
氏
を
落
と
し
め
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
姫
宮
を
光
源
氏
に
託
す
六
条
御
息
所
の
遺
言
が
あ
る
。
一
部
を
引
く
と
、

　
　
う
た
て
あ
る
思
ひ
や
り
ご
と
な
れ
ど
、
か
け
て
さ
や
う
の
世
づ
い
た
る
筋
に
思

し
寄
る
な
。
う
き
身
を
つ
み
は
べ
る
に
も
、
女
は
思
ひ
の
外
に
て
も
の
思
ひ
を

添
ふ
る
も
の
に
な
む
は
べ
り
け
れ
ば
、
い
か
で
さ
る
方
を
も
て
離
れ
て
見
た
て

ま
つ
ら
む
と
思
う
た
ま
ふ
る 

澪
標
三
〇
一
　
　

「
世
づ
い
た
る
筋
に
思
し
寄
る
な
」
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
姫
に
手
を
お
出
し
に
な

ら
な
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
、
愛
人
に
な
さ
い
ま
す
な
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
段
で

は
、
姫
に
は
男
と
無
縁
な
生
涯
を
お
く
ら
せ
た
い
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

六
条
御
息
所
に
は
な
に
よ
り
も
光
源
氏
の
好
色
が
案
じ
ら
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
光
源
氏
の
魂
胆
を
知
ら
な
い
六
条
御
息
所
に
は
、
も
っ
と
も
な
心
配
で
あ
っ

た
。
そ
の
心
配
の
根
底
に
は
、
光
源
氏
が
姫
と
男
お
ん
な
の
関
係
に
な
っ
た
ら
、
母

と
娘
が
一
人
の
男
と
通
ず
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
へ
の
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
は
古
人
が
重
い
禁
忌
と
し
て
き
た
国
津
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
国
津
罪
は
「
母
と
子
と
犯
す
罪
」
と
あ
る
の
で
そ
の
主
語
は
男
で
あ
り
、

犯
さ
れ
る
母
と
子
は
直
接
国
津
罪
に
か
か
わ
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
れ
で
も

国
津
罪
の
一
端
に
か
ら
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
六
条
御
息
所
が
国
津
罪
を
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
物
語
の
表
面
に
は
見
え
て

い
な
い
。
し
か
し
、
姫
を
思
い
も
の
に
し
て
く
だ
さ
る
な
と
い
う
願
い
に
は
、
国
津

罪
へ
の
恐
れ
が
底
流
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
に
し
て
も
、
わ
が

子
の
妻
に
す
る
予
定
の
女
性
だ
か
ら
手
を
出
さ
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
国
津

罪
へ
の
慮
り
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
光
源
氏
に
国
津
罪
へ
の
恐
れ
慎
み
が
あ
っ
た
の
は
、
玉
鬘
と
の
関
係
を
み
れ
ば
納

得
さ
れ
る
。
玉
鬘
を
自
制
し
た
の
は
、
国
津
罪
へ
の
お
そ
れ
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
光
源
氏
は
母
と
子
に
通
ず
る
国
津
罪
は
犯
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
父
桐
壺
帝
の
后

を
奪
い
、
兄
春
宮
の
妃
に
な
る
予
定
の
女
性
に
は
、
入
内
の
前
か
ら
情
交
を
か
さ
ね

た
。
そ
の
他
、
挙
げ
て
ゆ
け
ば
女
性
関
係
は
切
り
も
な
く
奔
放
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
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も
そ
れ
が
よ
き
人
の
色
好
み
の
実
践
で
あ
り
、
か
く
べ
つ
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で

も
な
か
っ
た
。

二
　
豊
穣
と
色
好
み

　
古
来
、
国
の
統
治
と
豊
穣
に
責
任
を
負
う
王
・
長
者
に
色
好
み
は
必
然
で
あ
っ

た
。

　
古
代
の
政
治
形
態
の
祭
政
一
致
と
は
巫
女
が
神
を
祭
り
、
発
せ
ら
れ
た
託
宣
に

従
っ
て
王
が
政

ま
つ
り
ご
と

を
行
う
も
の
で
、
王
の
背
後
に
巫
女
が
い
る
。
多
く
の
妻
を
も

つ
の
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
巫
女
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
多
く
の
国
を
統

治
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
す
ぐ
れ
た
大
王
が
多
く
の
妻
を
も
つ
こ
と
の
意
味
は

こ
こ
に
あ
っ
た
。
多
数
の
妻
妾
を
も
つ
こ
と
を
色
好
み
と
言
う
な
ら
、
王
に
色
好
み

は
必
然
で
あ
る
。

　
豊
穣
は
人
間
の
性
行
為
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
。
人
間
の
性
行
為
は
生
産
行
為

に
ほ
か
な
ら
ず
、
年
の
初
め
の
語
ら
い
は
豊
穣
の
予
祝
儀
礼
で
あ
っ
た
。

　
豊
穣
に
責
任
を
負
う
長
者
は
よ
り
多
く
の
女
性
と
性
行
為
を
い
と
な
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
多
数
の
女
性
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
穣
を
実
現
す
る
責
め
を

は
た
す
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
長
者
に
色
好
み
は
必
然
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
あ
れ
ほ
ど
沢
山
の
女
性
と
関
係
を
も
っ
た
光
源
氏
が
不
徳
の
好
色
漢
と
し
て
非
難

さ
れ
ず
、
当
時
は
も
ち
ろ
ん
今
日
に
い
た
る
ま
で
す
ぐ
れ
た
男
性
と
し
て
仰
ぎ
み
ら

れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
一
人
の
女
性
し
か
も
た
な
い
王
は
一
国
の
王
に
し
か
す
ぎ
ず
、
国
た
み
を
富
み
栄

え
さ
せ
る
力
の
欠
如
し
た
貧
弱
な
王
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
、
大
は
大
和
の
国
の
長
者
・
天
皇
か
ら
、
小
は
一
家
の
主
に
い

た
る
ま
で
、
長
者
は
す
べ
か
ら
く
色
好
み
で
あ
る
の
が
こ
の
国
の
民
俗
で
あ
っ
た
。

日
本
人
は
み
な
、
帝
か
ら
庶
民
に
い
た
る
ま
で
、
色
好
み
の
生
活
の
な
か
に
生
き
て

き
た
。
男
も
女
も
多
数
の
異
性
関
係
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
不
徳
と
せ
ず
に
生
き
て
き

た
の
で
あ
る
。

　
豊
年
祭
に
性
的
な
も
の
が
少
な
く
な
い
の
も
、
こ
こ
に
理
由
が
あ
る
。
二
、
三
の

例
を
挙
げ
る
と
愛
知
県
小
牧
市
の
田
県
神
社
豊
年
祭
が
あ
る
。
三
月
十
五
日
、
摂
社

の
熊
野
神
社
も
し
く
は
神
明
神
社
か
ら
一
年
交
替
で
田
県
神
社
へ
御
神
幸
が
行
わ
れ

る
。
御
輿
に
は
二
メ
ー
ト
ル
は
あ
ろ
う
か
と
お
も
わ
れ
る
巨
大
な
男
根
が
載
せ
ら

れ
、
ま
た
五
、
六
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
男
根
を
胸
元
に
だ
い
た
数
人
の
巫
女
が
渡
御
に

く
わ
わ
る
。
先
導
す
る
の
は
巨
大
な
赤
鼻
の
天
狗
で
あ
る
。

　
田
県
神
社
に
隣
あ
う
犬
山
市
の
大
県
神
社
で
は
、
三
月
十
五
日
に
近
い
日
曜
日

に
、
姫
の
宮
豊
年
祭
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
ち
ら
は
女
性
器
を
し
め
す
木
を
載
せ
た

御
輿
や
、
女
陰
を
描
い
た
幟
な
ど
が
神
社
に
渡
御
し
、
女
陰
を
象
っ
た
お
そ
そ
洞
を

中
心
に
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

　
田
県
神
社
一
社
だ
け
で
も
十
分
に
男
根
の
威
力
に
よ
る
豊
穣
予
祝
の
意
は
く
み
と

れ
る
が
、
姫
の
宮
豊
年
祭
と
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
い
よ
い
よ
男
女
の
性
行
為
と
豊
穣

の
関
係
が
納
得
さ
れ
る
。

　
田
県
神
社
豊
年
祭
の
祭
日
が
も
と
は
旧
暦
の
正
月
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
も
、
年
の

は
じ
め
の
予
祝
の
意
味
合
い
が
見
て
と
れ
よ
う
。

　
春
に
山
か
ら
降
り
て
田
の
神
に
な
る
山
の
神
の
春
祭
り
で
、
集
落
か
ら
里
山
の
雑

木
林
の
奥
の
祭
り
の
庭
に
渡
御
し
た
御
神
体
が
、
祭
り
が
終
る
と
そ
の
ま
ま
憑
代
と

お
ぼ
し
き
松
の
木
の
根
元
に
安
置
さ
れ
る
の
を
、
滋
賀
県
八
日
市
市
、
日
野
町
、
栗

東
町
な
ど
で
見
た
。
御
神
体
は
桜
の
木
で
作
ら
れ
た
五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
男
根
で
あ
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る
。
あ
る
と
こ
ろ
の
男
根
の
先
に
は
白
い
液
状
の
も
の
が
塗
ら
れ
て
い
た
。

　
遠
野
地
方
で
は
、
藁
人
形
の
、
巨
根
を
も
つ
神
様
を
見
た
。
乳
房
を
も
つ
人
形
も

あ
り
、
こ
れ
は
後
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
豊
穣
へ
の
願
い
の
切
な
る
心
情
は
う

か
が
え
る
。
遠
野
の
神
さ
ま
の
名
称
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
原
像
は
田
の
神
と

早
乙
女
で
あ
る
。

三
　
歌
垣
と
そ
の
行
く
方

　
性
行
為
と
豊
穣
の
一
体
性
は
春
と
秋
の
歌
垣
の
民
俗
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
春
は

豊
穣
の
予
祝
と
し
て
、
秋
に
は
豊
穣
を
感
謝
し
、
祝
っ
て
、
男
も
女
も
み
な
独
り
身

と
な
っ
て
歌
垣
の
庭
に
出
て
行
き
会
う
者
と
歌
を
う
た
い
か
わ
し
、
一
夜
の
語
ら
い

を
し
た
の
で
あ
る
。
筑
波
嶺
の
嬥
歌
の
さ
ま
は
『
万
葉
集
』
巻
九
に
、

　
　
率あ

ど
も

ひ
て
娘を
と
め
を
と
こ

子
壮
士
の
　
行
き
集
ひ
か
が
ふ
嬥か
が
ひ歌
に
　
人
妻
に
我
も
交
は
ら
む
　

我
が
妻
に
人
も
言
問
へ 

一
七
五
九
　
　

と
歌
わ
れ
て
お
り
、
大
和
の
海
柘
榴
市
の
歌
垣
は
同
じ
く
『
万
葉
集
』
巻
十
二
に
、

　
　
紫
は
灰
さ
す
も
の
ぞ
海
柘
榴
市
の
八
十
の
巷
に
逢
へ
る
児
や
誰 

 
 

三
一
〇
一
　
　

　
　
た
ら
ち
ね
の
母
が
呼
ぶ
名
を
申
さ
め
ど
道
行
く
人
を
誰
と
知
り
て
か 

 
 

三
一
〇
二
　
　

と
、
名
を
問
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
様
子
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』

巻
十
六
、
武
烈
天
皇
十
一
年
八
月
条
の
歌
垣
は
太
子
と
鮪
臣
が
影
姫
を
あ
ら
そ
う
妻

争
い
の
物
語
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
が
、
二
人
の
間
で
七
首
の
歌
が
遣
り
取
り
さ
れ

て
い
る
様
は
、
歌
垣
の
庭
で
歌
の
掛
け
合
い
が
な
さ
れ
る
模
様
の
一
端
を
し
の
ば
せ

る
も
の
が
あ
る
。
ち
な
み
に
か
が
い
は
掛
け
合
い
の
約
音
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
人
間
が
率
先
し
て
性
の
い
と
な
み
に
精
を
出
し
、
豊
穣
を
予
祝
し
た
の

で
あ
る
。
日
本
人
は
農
耕
の
民
だ
か
ら
、
農
耕
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
歌
垣
も
絶
え
る

こ
と
な
く
伝
承
さ
れ
て
来
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。
た
だ
、
時
の

流
れ
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
に
変
容
を
と
げ
、
人
び
と
の
意
識
に
も
変
化
が
生
じ
て
単

な
る
性
の
交
歓
に
す
ぎ
ぬ
、
一
種
の
奇
習
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
宮
本
常
一
氏
著
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
）
2
（

人
』
に
、
氏
が
対
馬
で
採
集
し
た
歌
垣
の
話

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
対
馬
に
て
」
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
と
、
対
馬
に
霊
験
あ
ら

た
か
な
六
つ
の
観
音
が
あ
り
、
六
観
音
ま
い
り
が
「
中
世
の
終
り
頃
か
ら
盛
ん
に

な
っ
」（
２

－

三
一
。
注
２

－

三
一
頁
。
以
下
同
じ
）
て
い
た
。
北
部
の
佐
護
の
観
音
堂
に
も
巡
拝

者
の
群
れ
が
あ
り
、
民
家
に
泊
ま
る
と
村
の
若
者
が
宿
を
訪
ね
て
「
巡
拝
者
た
ち
と

歌
の
か
け
あ
い
を
」
し
て
、「
節
の
よ
さ
文
句
の
う
ま
さ
で
勝
敗
を
あ
ら
そ
う
」（
２

－

三
二
）。
歌
合
戦
に
は
賭
物
が
あ
り
、
最
後
に
は
男
は
女
に
体
を
か
け
さ
せ
た
。
女

が
男
に
体
を
賭
け
さ
せ
る
の
は
「
す
く
な
か
っ
た
」
そ
う
で
、
そ
れ
は
女
の
方
か
ら

言
い
に
く
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
す
く
な
か
っ
た
」
と
い
う

の
は
、
全
く
い
な
く
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
う
が
っ
た
物

言
い
を
す
れ
ば
、
女
が
男
に
身
を
ま
か
せ
た
け
れ
ば
わ
ざ
と
負
け
れ
ば
よ
い
わ
け

で
、
な
に
も
女
が
口
に
だ
し
て
男
に
体
を
賭
け
さ
せ
る
に
は
お
よ
ぶ
ま
い
。
要
す
る

に
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
も
負
け
て
も
行
き
着
く
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
の
だ
。
鈴
木
と
い

う
歌
の
名
人
は
歌
合
戦
に
負
け
た
こ
と
が
な
く
「
巡
拝
に
来
た
こ
れ
と
い
う
よ
う
な

美
し
い
女
の
ほ
と
ん
ど
と
契
り
を
結
ん
だ
」（
２

－

三
二
）
そ
う
で
あ
る
。

　
宿
の
庭
に
火
が
た
か
れ
、
巡
拝
者
と
村
の
青
年
は
「
夜
の
ふ
け
る
の
を
忘
れ
て
歌

い
あ
い
、
ま
た
踊
り
あ
っ
た
」（
２

－

三
二
）。
筑
波
嶺
の
歌
垣
に
「
人
妻
に
我
も
交
は

ら
む
　
我
が
妻
に
人
も
言
問
へ
」
と
歌
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
佐
護
も
「
嫁
や
娘
の
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区
別
は
な
か
っ
た
。
た
だ
男
と
女
の
区
別
が
あ
」（
２

－

三
三
）
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
歌
垣
は
明
治
の
終
り
頃
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
昭
和
二
十
六
年
に
調

査
の
た
め
に
対
馬
を
訪
れ
た
宮
本
常
一
氏
は
、
佐
護
の
近
く
の
佐
須
奈
で
六
十
す
ぎ

の
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
と
、
歌
合
戦
は
こ
う
も
あ
っ
た
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
歌
の
掛
け

合
い
を
体
験
し
て
お
り
、「
だ
ん
だ
ん
興
奮
し
て
来
る
と
、
次
第
に
セ
ッ
ク
ス
に
関

係
の
歌
詞
が
多
く
な
」（
２

－

三
四
）
っ
た
そ
う
で
、
歌
合
戦
の
淵
源
が
歌
垣
に
あ
れ
ば

そ
れ
が
性
の
色
彩
を
帯
び
て
ゆ
く
の
は
自
然
の
流
れ
で
あ
る
。

　
余
談
な
が
ら
、
歌
垣
に
か
ぎ
ら
ず
、
厳
し
い
労
働
に
従
事
す
る
人
た
ち
の
歌
う
歌

詞
は
性
的
に
露
骨
に
な
っ
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
例
え
ば

ソ
ー
ラ
ン
節
で
あ
る
。
土
地
の
漁
師
の
歌
う
も
の
は
、
歌
い
す
す
め
ば
人
前
で
は
歌

え
な
い
、
猥
歌
に
ち
か
い
文
句
が
つ
ら
ね
ら
れ
て
い
く
と
い
う
。
今
は
あ
ま
り
見
か

け
な
く
な
っ
た
が
、
鶴
嘴
を
振
り
上
げ
て
線
路
を
保
守
し
た
工
夫
た
ち
の
う
た
う
歌

も
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
厳
し
い
肉
体
労
働
を
、
猥
歌
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て

心
身
を
刺
激
し
、
発
奮
さ
せ
た
の
だ
。
元
気
づ
け
る
と
い
う
名
を
負
う
チ
ア
ー
・

ガ
ー
ル
は
、
露
出
の
多
い
演
技
服
と
四
肢
の
動
き
に
よ
っ
て
性
的
刺
激
を
与
え
て
男

性
競
技
者
を
発
奮
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
効
能
に
お
い
て
ソ
ー
ラ
ン
節
と
ひ
と
し
い
。

　
対
馬
の
佐
護
の
例
は
、
歌
垣
に
発
す
る
歌
合
戦
が
す
で
に
性
の
交
歓
の
場
に
す
ぎ

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
宮
本
常
一
氏
が
左
近
熊
太
翁
か
ら
聞
い
て

「
世
間
師
（
二
）」
で
紹
介
す
る
「
南
河
内
郡
磯
長
村
の
上
の
太
子
の
会え

し
き式

」（
２

－

二
四

三
）
も
そ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
氏
が
熊
太
翁
に
初
め
て
会
っ
た
の
は
昭
和
十
一
（
一

九
三
六
）
年
二
月
十
一
日
、
熊
太
翁
は
二
十
二
歳
で
西
南
戦
争
（
一
八
七
七
）
に
出

た
と
い
う
か
ら
、
お
よ
そ
の
年
齢
は
知
れ
る
。

　
熊
太
翁
の
話
に
入
る
前
に
、
世
間
師
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
と
、
三
省
堂
の

『
大
辞
林
』
は
世
間
師
に
つ
い
て
「
①
世
間
慣
れ
し
て
悪
賢
い
人
。
世
渡
り
の
巧
み

な
人
。
②
旅
か
ら
旅
に
渡
り
歩
い
て
い
る
人
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　
非
定
型
の
無
季
俳
句
の
俳
人
と
し
て
世
評
の
高
い
山
頭
火
も
、
行ぎ
ょ
う
こ
つ乞
を
し
な
が

ら
そ
の
日
一
日
分
の
糧
を
頂
戴
し
て
木
賃
宿
に
と
ま
り
、
旅
を
つ
づ
け
た
世
間
師
の

一
人
で
あ
っ
た
。
同
宿
の
人
間
は
お
お
む
ね
世
間
師
で
、『
山
頭
火
日
）
3
（
記
』
に
は
多

様
の
世
間
師
が
見
え
て
い
る
。
昭
和
五
年
九
月
十
八
日
条
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
　
同
宿
の
人
は
又
語
る
『
ど
う
せ
み
ん
な
一
癖
あ
る
人
間
だ
か
ら
世
間
師
に
な
つ

て
ゐ
る
の
だ
』
私
は
思
ふ
『
世
間
師
は
落
伍
者
だ
、
強
気
の
弱
者
だ
』（
３

－

一

－

二
六
。
注
３

－

第
一
巻

－

二
六
頁
。
以
下
同
じ
）

こ
の
同
宿
人
は
朝
鮮
人
か
内
地
人
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
旅
な
れ
し
た
（
但
し
言
葉
の

ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
前
者
と
知
れ
る
）
ア
ル
中
患
者
で
あ
る
が
、
二
人
の
会
話
に
世
間

師
の
一
面
が
み
え
て
い
る
。
山
頭
火
が
昭
和
五
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
同
宿
し
た
世

間
師
を
日
記
か
ら
拾
い
あ
げ
て
い
く
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
世
間
の
底
辺
に

う
ご
め
く
人
た
ち
と
、
当
時
の
世
相
が
う
か
が
え
る
。

　
　
虚
無
僧
（
タ
ケ
、
尺
八
吹
き
）　
世
間
坊
主
　
坊
主
　
遍
路
　
お
稲
荷
さ
ん
　
山
伏
　

ゑ
び
す
や
　
按
摩
　
按
摩
兼
遊
芸
人
　
浪
花
節
屋
　
女
浪
花
節
語
り
　
女
テ
キ

ヤ
　
猿
回
し
　
曲
搗
の
粟
餅
屋
（
六
人
）　
支
那
人
の
軽
業
師
　
旅
絵
師
　
へ

ぼ
画
家
　
売
卜
師
　
八
卦
見
　
籠
屋
　
周
旋
屋
　
研
屋
　
薬
屋
　
鋳
掛
屋
　
鍋

屋
　
お
札
く
ば
り
　
勅
語
額
売
り
　
土
方
の
わ
た
り
　
ル
ン
ペ
ン
　
活
弁
の
失

業
者
　
絵
の
具
屋
　
箒
屋
　
馬
具
屋
　
松
葉
杖
ヱ
ツ
キ
ス
売
り
　
八
目
鰻
売
り
　

牛
肉
売
り
　
皮
油
売
り
　
豆
売
り
　
ナ
フ
タ
リ
ン
売
り
　
櫛
売
り
　
印
肉
屋
　

飴
売
り
　
骨
董
仲
買
人
　
競
馬
屋
　
出
来
合
い
の
旅
人
夫
婦
　
な
ど
な
ど
（
３

－

一
〜
三
）

部
屋
を
一
人
占
め
で
き
る
の
は
稀
で
、
一
室
に
五
六
人
、
ひ
ど
い
時
は
十
人
も
押
し

込
め
ら
れ
て
、
キ
印
老
人
（
３

－

二

－

一
七
五
）
が
お
り
カ
ン
シ
ャ
ク
持
ち
（
３

－

三

－

七
九
）
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宮
本
常
一
「
土
佐
源
氏
」
な
ど
に
み
え
る
色
好
み
の
風
景
と
国
津
罪
（
三
苫
）

が
お
り
、
一
癖
も
二
癖
も
あ
る
人
間
が
一
夜
を
と
も
に
過
ご
し
て
い
ろ
い
ろ
の
話
が

と
び
か
う
。「
一
枚
も
出
せ
ば
飲
ん
で
食
つ
て
、
そ
し
て
抱
い
て
寝
ら
れ
る
と
い

ふ
」（
３

－

二

－

一
七
六
）
安
い
女
の
情
報
が
披
露
さ
れ
た
り
、
か
と
思
え
ば
「
一
円
位
で

助
平
後
家
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
な
ど
ゝ
い
ふ
」（
３

－

三

－

七
八
）
老
遍
路
が
い
る
。
宿
賃

が
二
、
三
十
銭
だ
か
ら
、
世
間
師
に
一
円
は
大
金
だ
。
世
間
師
は
屋
外
の
稼
ぎ
な
の

に
、
競
馬
屋
は
宿
で
も
玩
具
の
馬
を
走
ら
せ
て
、
本
物
同
様
に
一
銭
二
銭
の
馬
券
を

売
り
出
し
、
一
銭
か
ら
十
銭
ま
で
の
品
物
を
渡
し
た
（
３

－

三

－

六
一
）。
痴
話
喧
嘩
に
猥

談
、
山
頭
火
に
「
お
か
し
か
つ
た
」（
３

－

二

－

一
八
一
）
と
い
わ
せ
た
研
屋
の
「
オ
ツ
ト

セ
イ
の
エ
ロ
話
」
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り

で
く
っ
つ
い
た
出
来
合
い
の
旅
人
夫
婦
は
い
つ
ま
で
夫
婦
で
旅
を
つ
づ
け
ら
れ
る
も

の
か
。
そ
れ
に
し
て
も
性
は
人
間
の
業
と
言
う
べ
き
か
、
い
か
な
る
境
遇
に
あ
っ
て

も
性
か
ら
の
が
れ
ら
れ
な
い
よ
う
で
、
行
乞
の
僧
山
頭
火
が
安
い
女
の
話
を
き
い
て

「
あ
な
か
し
こ
ぐ
げ
」
と
も
ら
し
た
の
は
ど
う
い
う
心
で
あ
っ
た
か
。

　
余
談
な
が
ら
、
童
話
「
ご
ん
狐
」
で
知
ら
れ
る
新
美
南
吉
の
「
花
の
き
村
と
盗
人

た
ち
」（
昭
和
十
七
年
作
）
に
「
旅
あ
る
き
」
を
す
る
釜
師
、
錠
前
屋
、
角
兵
エ
獅

子
、
大
工
が
見
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
釜
右
エ
門
、
海
老
之
丞
、
角
兵
エ
、
鉋
太
郎

と
稼
業
に
ち
な
ん
だ
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
海
老
之
丞
に
は
海
老
錠
が
利
か
せ

て
あ
る
。
釜
師
は
先
に
あ
げ
た
鍋
屋
と
同
類
で
あ
ろ
う
が
、
か
れ
ら
が
昨
日
ま
で
の

旅
あ
る
き
を
や
め
て
泥
棒
の
か
し
ら
に
弟
子
入
り
し
た
の
に
は
、
童
話
と
は
言
え
、

世
間
師
の
危
う
さ
、
或
い
は
日
銭
稼
ぎ
の
容
易
な
さ
が
見
て
と
れ
よ
う
。
女
に
う
つ

つ
を
抜
か
し
て
ば
か
り
も
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
筆
を
も
ど
し
て
、
上
の
太
子
は
聖
徳
太
子
の
廟
で
、
旧
四
月
二
十
二
日
、
こ
こ
で

会
式
が
あ
り
、「
太
子
の
一
夜
ぼ
ぼ
」
と
言
っ
て
「
こ
の
夜
は
男
女
共
に
誰
と
寝
て

も
よ
か
っ
た
」。
大
勢
の
参
詣
者
は
堂
の
前
に
集
ま
り
、
音
頭
を
と
っ
て
石
搗
の
よ

う
な
こ
と
を
す
る
「
ぞ
め
き
の
中
で
男
は
女
の
肩
へ
手
を
か
け
る
。
女
は
男
の
手
を

に
ぎ
る
」（
２

－
二
四
四
）。
相
手
が
拒
ま
な
け
れ
ば
合
意
が
な
り
、
そ
こ
ら
の
山
に
入
っ

て
だ
き
あ
っ
た
。

　
石
搗
の
よ
う
な
仕
草
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
け
れ
ど
、
音
頭
に
あ
わ
せ

て
手
を
打
ち
足
踏
み
し
て
男
女
が
踊
る
風
を
思
え
ば
、
踊
り
つ
つ
歌
の
掛
け
合
い
を

し
て
気
に
入
る
相
手
を
求
め
た
歌
垣
を
髣
髴
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
旧
暦
の

四
月
二
十
二
日
は
現
在
の
五
月
下
旬
に
な
ろ
う
か
、
そ
れ
は
春
の
歌
垣
の
時
節
で
あ

る
。
さ
ら
に
、「
一
夜
ぼ
ぼ
」
と
言
う
よ
う
に
一
夜
か
ぎ
り
と
い
う
の
が
、
一
層
そ

の
感
を
つ
よ
く
す
る
。

　
豊
穣
の
予
祝
と
い
う
歌
垣
本
来
の
記
憶
は
う
す
れ
な
が
ら
も
、
年
に
一
度
の
性
の

解
放
の
興
奮
と
歓
び
は
し
っ
か
り
と
体
に
し
み
つ
い
て
お
り
、
毎
年
、
春
に
な
る
と

そ
の
時
が
待
た
れ
る
。
待
た
れ
る
の
は
性
の
解
放
な
の
だ
。
待
た
れ
て
な
ら
な
い
か

ら
、
た
だ
、
春
の
或
る
日
に
で
は
な
く
、
日
を
い
つ
と
固
定
し
て
お
い
た
方
が
す
っ

き
り
す
る
。
一
夜
ぼ
ぼ
が
毎
年
日
を
決
め
て
お
こ
な
わ
れ
る
上
の
太
子
の
会
式
の
日

に
な
っ
て
い
っ
た
の
に
は
人
び
と
の
確
と
意
識
し
な
い
、
そ
う
い
う
事
情
も
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
年
に
一
度
の
一
夜
ぼ
ぼ
が
、
明
治
元
年
に
は
「
い
つ
で
も
誰
と
で
も
ね
て
よ
い
」

（
２

－

二
四
四
）
こ
と
に
な
り
、「
昼
間
で
も
家
の
中
で
も
山
の
中
で
も
す
き
な
女
と
ね
る

こ
と
が
は
や
っ
た
」。
未
婚
者
が
夜
這
い
に
行
く
際
の
亭
主
持
ち
と
は
寝
な
い
と
い

う
「
制
限
」
も
な
く
な
っ
て
、「
み
な
え
え
世
の
中
じ
ゃ
と
」（
２

－

二
四
五
）
あ
そ
び
ほ

う
け
た
。
一
年
中
、
誰
彼
な
し
に
、
家
の
中
で
あ
ろ
う
と
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
機
会

さ
え
あ
れ
ば
つ
る
ん
で
い
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
ん
な
結
構
な
世
の
中
は
な
い
と
言

え
ば
言
え
も
し
よ
う
。

　
一
夜
ぼ
ぼ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
の
規
範
の
う
ち
に
営
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
も
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の
が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
た
だ
の
助
平
事
に
な
り
か
わ
っ
て
い
る
。
性
の
規
範
も

な
に
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
普
遍
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
日

本
民
族
固
有
の
好
色
な
性
癖
に
よ
る
も
の
な
の
か
知
ら
な
い
が
、
日
本
人
は
そ
う
い

う
生
活
を
長
い
こ
と
営
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
さ
す
が
に
無
制
限
の
性
交
渉
は
警
察
が
や
か
ま
し
く
言
う
よ
う
に
な
り
、
一
夜
ぼ

ぼ
は
明
治
の
末
頃
に
は
終
息
を
む
か
え
た
。

　
十
五
歳
の
と
き
に
は
じ
め
て
一
夜
ぼ
ぼ
に
行
っ
て
、
以
後
、
ず
っ
と
行
っ
て
い
た

熊
太
翁
は
豊
富
な
性
体
験
を
か
さ
ね
た
は
ず
で
、
後
年
、
家
を
出
て
世
間
師
の
道
を

あ
ゆ
む
よ
う
に
な
っ
て
も
、
行
っ
た
先
ざ
き
で
女
と
寝
る
こ
と
が
飯
を
食
う
の
と
な

ん
ら
か
わ
ら
な
い
、
日
常
の
当
り
前
の
こ
と
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
西
南
戦
争
に
出
て
顔
に
大
火
傷
を
し
て
大
阪
の
陸
軍
病
院
に
百
五
十
日
入
院
、
顔

は
ひ
き
つ
れ
、
眼
は
半
分
つ
ぶ
れ
て
醜
い
顔
に
な
っ
た
。
陸
軍
病
院
を
退
院
し
て
但

馬
の
湯
村
へ
湯
治
に
行
き
、
元
気
に
な
っ
て
も
ど
っ
て
来
る
と
、
吉
野
川
の
北
垣
内

と
い
う
と
こ
ろ
へ
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
る
う
ち
に
好
き
な
女
が
出
来
て
家
を
出
た
。

八
阪
八
浜
に
し
ば
ら
く
い
る
と
兄
が
連
れ
も
ど
し
に
来
た
の
で
帰
り
、
そ
の
後
嫁
を

も
ら
っ
て
「
五
十
二
で
妻
に
は
な
れ
る
ま
で
、
子
供
を
育
て
る
こ
と
と
仕
事
に
お
わ

れ
て
」（
２

－

二
四
六
）
過
ご
し
た
。
後
添
え
も
も
ら
わ
ず
、
子
供
も
あ
と
を
継
い
だ
の

で
、
五
十
六
歳
で
旅
に
出
た
。

　
翁
の
五
十
六
歳
が
ど
う
い
う
時
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
夜
ぼ
ぼ
が
止
ん
だ
明

治
の
末
の
頃
に
な
る
。
二
十
二
歳
の
時
西
南
戦
争
（
一
八
七
七
）
に
出
た
と
い
う
の

を
基
準
に
し
て
計
算
す
れ
ば
、
明
治
の
末
の
四
十
四
年
は
一
九
一
一
年
だ
か
ら
、
熊

太
翁
は
五
十
五
、
六
歳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
十
五
歳
で
一
夜
ぼ
ぼ
を
初
体
験
し
、
嫁

を
も
ら
っ
て
も
出
か
け
て
い
て
、
明
治
の
終
り
に
一
夜
ぼ
ぼ
が
止
ん
だ
頃
に
旅
に
出

た
と
い
う
計
算
に
な
る
。
妻
と
は
そ
の
三
、
四
年
前
に
離
れ
て
い
た
の
だ
が
、
一
夜

ぼ
ぼ
が
な
く
な
っ
た
の
で
（
ま
た
、
い
つ
で
も
誰
と
で
も
よ
か
っ
た
の
も
制
限
さ
れ

た
）、
そ
の
方
面
の
面
白
味
が
な
く
な
っ
て
旅
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
か
と

思
う
が
、
一
夜
ぼ
ぼ
の
終
息
と
旅
に
出
た
時
の
重
な
り
が
、
そ
う
い
う
想
像
を
刺
激

し
な
い
で
も
な
い
。
性
は
男
に
も
女
に
も
実
に
自
由
自
在
で
あ
っ
た
。

　
旅
に
出
て
、
京
都
で
大
川
と
い
う
八
卦
見
と
出
会
い
、
こ
の
人
の
尻
に
つ
い
て
歩

く
こ
と
に
し
た
。
時
に
は
一
人
で
歩
き
、
北
海
道
に
も
行
っ
た
。
小
樽
に
は
僧
に

な
っ
た
息
子
が
い
た
の
で
あ
る
。
家
に
は
戻
ら
ず
、
足
の
む
く
ま
ま
杖
を
つ
き
尻
は

し
ょ
り
を
し
て
世
間
を
歩
き
ま
わ
っ
た
。

　
宿
で
枕
を
な
ら
べ
て
寝
て
い
る
と
き
、
八
卦
見
は
良
い
話
を
し
て
く
れ
た
。

　
　
左
近
さ
ん
、
宿
へ
と
ま
り
な
は
っ
た
ら
、
女
中
は
ん
に
一
番
親
切
に
し
て
あ
げ

ん
な
り
ま
せ
ん
で
…
…
女
子
衆
ち
う
も
ん
は
四
六
時
中
安
ま
る
間
が
な
い
。
そ

れ
で
、
女
中
は
ん
は
で
き
る
だ
け
つ
か
わ
ん
よ
う
に
し
て
、
そ
の
ひ
ま
だ
け
、

ら
く
す
る
よ
う
に
し
て
や
ん
な
は
れ
（
２

－

二
五
四
）

宿
か
ら
宿
へ
泊
ま
り
歩
く
世
間
師
、
底
辺
に
う
ご
め
く
人
間
を
見
て
来
た
人
生
の
達

人
の
言
は
、
私
に
も
感
銘
が
深
い
。

　
　
一
人
旅
の
時
は
、
一
人
も
の
の
気
ら
く
さ
で
ち
ょ
い
ち
ょ
い
女
に
出
を
出
し

た
。
手
を
出
し
た
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
つ
い
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。（
２

－

二
五
四
）

醜
男
の
旅
の
者
だ
か
ら
、
夫
婦
に
な
り
た
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、
た
だ
「
そ
の
時

だ
け
の
交
り
」
を
女
か
ら
求
め
て
く
る
場
合
も
あ
っ
た
。
と
く
に
八
卦
を
見
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
ほ
ど
の
女
な
ら
、
う
ち
に
な
に
が
し
か
の
悩
み
を
抱
え
て
い
て
、
そ

れ
が
男
と
寝
る
こ
と
で
気
の
ま
ぎ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
女
の
側
に
、
行
き

ず
り
の
男
と
寝
る
の
を
と
や
か
く
や
と
た
め
ら
う
迷
い
は
な
い
。

　
目
の
色
を
か
え
て
女
を
物
色
し
、
求
め
る
の
で
は
な
い
、
身
近
に
女
の
姿
が
あ
れ
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宮
本
常
一
「
土
佐
源
氏
」
な
ど
に
み
え
る
色
好
み
の
風
景
と
国
津
罪
（
三
苫
）

ば
い
つ
と
は
な
し
に
横
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
情
景
な
の
で
あ
ろ
う
。
飯
時
に
飯
が

あ
れ
ば
飯
を
食
う
の
が
自
然
な
よ
う
に
、
な
ん
の
構
え
る
こ
と
も
な
い
自
然
な
振
舞

い
で
あ
る
。
事
情
は
女
に
お
い
て
も
等
し
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
っ
と
き
抱
き
合
っ

て
、
事
が
す
め
ば
さ
ら
り
と
離
れ
て
い
く
。
お
互
い
に
ど
こ
の
某
と
知
る
必
要
も
な

い
、
い
っ
と
き
の
抱
合
に
身
が
満
た
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
、
そ
う
い
う
状
況
で
あ

ろ
う
。
歌
垣
、
そ
し
て
一
夜
ぼ
ぼ
の
民
俗
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
着
い
て
い

る
。

　
中
に
は
し
つ
こ
い
女
も
い
て
、
旅
先
で
馴
染
み
に
な
っ
た
信
濃
巫
女
は
「
は
な
れ

た
ら
呪
い
殺
し
て
や
る
」（
２

－

二
五
四
）
と
離
れ
な
か
っ
た
。
逃
げ
歩
い
て
も
「
眼
通

力
の
あ
る
女
」
な
の
で
、
ど
こ
に
逃
げ
て
も
見
つ
け
て
は
や
っ
て
き
た
と
い
う
。
熊

太
翁
も
「
た
っ
た
一
度
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
特
異
な
例
で
あ
ろ
う
。

　「
女
と
ね
る
の
は
風
流
の
一
つ
」（
２

－

二
五
四
）
と
は
、
経
験
を
か
さ
ね
た
翁
に
し
て

は
じ
め
て
言
え
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
無
理
強
い
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
と
な

く
、
い
つ
と
な
く
、
女
を
そ
の
気
に
さ
せ
て
行
っ
て
は
じ
め
て
風
流
と
言
え
よ
う
。

　「
昔
の
公
家
は
」（
２

－

二
五
四
）
女
に
歌
を
お
く
り
、
夜
、
訪
ね
て
い
く
。
男
が
来
な

い
と
、
女
の
方
か
ら
歌
を
お
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
男
が
公
家
な
ら
、
女
は
唐
衣
に

身
を
つ
つ
む
美
女
か
。
そ
れ
に
し
て
も
火
傷
で
顔
面
ひ
き
つ
れ
、
片
目
は
つ
ぶ
れ
か

か
っ
た
老
世
間
師
に
し
て
「
昔
の
公
家
」
を
持
ち
出
し
て
く
る
と
は
、
い
さ
さ
か
の

感
慨
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。

　
古
都
京
都
の
女
と
言
え
ば
、
現
代
の
人
間
で
も
「
お
っ
と
り
と
し
て
風
流
の
わ
か

る
女
」（
２

－

二
五
五
）
と
思
い
が
ち
な
も
の
で
、
あ
る
宿
屋
で
気
品
の
あ
る
女
中
が
き

た
の
で
、
歌
を
書
い
て
お
膳
の
上
に
の
せ
て
お
く
と
、
お
膳
を
下
げ
に
き
た
と
き
、

ち
ら
と
見
て
、
帯
の
間
に
は
さ
ん
で
出
て
い
っ
た
。
な
に
も
言
わ
ず
、
表
情
の
ひ
と

つ
も
変
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
来
る
来
な
い
半
々
の
気
持
ち
で
待
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
熊
太
翁
の
寝
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
女
中
が
「
そ
っ
と
や
っ
て
き
た
」

（
２

－

二
五
五
）
の
は
、
女
中
勤
め
を
す
ま
せ
て
体
が
空
い
て
か
ら
で
あ
ろ
う
か
ら
、
夜

も
更
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
気
品
の
あ
る
女
は
行
き
ず
り
の
男
に
、
ま
し
て
老
い
ぼ
れ
の
旅
人
に
は
目
も
く
れ

な
い
と
思
う
の
は
大
間
違
い
で
、
そ
う
い
う
女
人
で
も
、
男
に
恋
歌
の
ひ
と
つ
で
も

お
く
ら
れ
る
と
わ
れ
か
ら
出
向
い
て
身
を
ま
か
す
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
が
「
風
流
の

わ
か
る
女
」
だ
と
言
っ
て
い
る
。

　「
気
品
の
あ
る
女
」
は
恋
歌
を
わ
た
す
と
「
大
て
い
は
言
う
こ
と
を
き
い
て
く
れ

た
」
と
言
う
の
は
、
こ
れ
が
一
度
や
二
度
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
、「
畿
内
を

出
る
と
あ
ま
り
通
用
し
な
か
っ
た
」
と
言
う
の
は
鄙
の
女
は
風
流
が
わ
か
ら
ず
気
品

が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
失
敗
し
た
く
や
し
さ
を
下
に
か
く
し
た
物
言
い
で
も
あ

ろ
う
。

　
目
の
色
を
か
え
て
日
銭
を
か
せ
ぐ
『
山
頭
火
日
記
』
の
世
間
師
と
く
ら
べ
て
、
熊

太
翁
は
そ
ん
な
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
、
八
卦
見
の
尻
に
く
っ
つ
き
、
或
い
は
足

の
む
く
ま
ま
の
一
人
旅
を
つ
づ
け
て
、
そ
の
途
中
々
々
行
き
ず
り
の
女
と
寝
て
は
さ

ら
り
と
別
れ
る
気
楽
な
世
間
師
で
あ
っ
た
。

　
熊
太
翁
は
た
ま
た
ま
宮
本
常
一
氏
に
出
会
っ
て
そ
の
体
験
を
後
世
に
残
し
た
が
、

こ
ん
な
男
お
ん
な
が
こ
の
日
本
の
田
舎
に
も
町
中
に
も
少
な
か
ら
ず
い
た
の
で
あ

る
。

　
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
歌
垣
の
流
れ
か
ら
は
ず
れ
て
、
旅
と
性
と
い
う
視
点
か
ら
見

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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四
　
旅 

と 

女

　「
旅
と
宿
と
女
」
は
一
括
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
宿
に
入
れ
ば
宿
の
飯
を
食
い
酒

を
飲
む
よ
う
に
女
と
寝
て
な
ん
の
不
思
議
も
な
か
っ
た
。
自
然
の
流
れ
で
あ
る
。
宿

の
「
飯
盛
り
」
女
は
い
か
に
も
飯
の
世
話
を
す
る
女
の
謂
で
あ
る
が
、
実
は
旅
籠
屋

の
遊
女
、
宿
場
女
郎
で
あ
っ
た
。「
神
霊
矢
口
渡
」
第
三
に
、

　
　
コ
リ
ヤ
ぐ
げ
太
郎
左
。
わ
り
や
夕
部
の
ふ
と
り
肉じ

し

し
め
た
な
ぐ
げ
。
何
を
い
ふ

ぞ
い
。
ア
ノ
お
た
ふ
く
。
腕
は
松
の
木
腰
は
臼
泣
声
猪ぶ

た

に
似
た
り
け
り
ヤ
ア
い

ふ
な
ぐ
げ
夫
レ
で
も
今
朝
立
際
に
こ
そ
と
二
百
な
ぜ
や
つ
た 

三
四
四
　
　

と
あ
る
の
は
、
太
郎
左
な
る
者
が
連
れ
に
内
緒
に
飯
盛
り
と
寝
た
の
を
か
ま
わ
れ
て

い
る
話
で
あ
る
。「
ふ
と
り
肉
し
め
た
な
」
と
は
肥
え
た
女
と
寝
た
な
と
い
う
こ

と
、
連
れ
に
そ
う
言
わ
れ
て
、
太
郎
左
が
あ
ん
な
お
多
福
、
腕
は
松
の
木
、
腰
は
臼

み
た
い
に
太
く
て
、
泣
き
声
は
猪
に
似
て
い
た
と
、
ば
つ
が
悪
く
て
、
女
は
不
器
量

だ
っ
た
と
言
い
立
て
て
い
る
の
だ
が
、
連
れ
は
立
ち
際
に
女
に
こ
そ
っ
と
二
百
文
渡

し
た
の
ま
で
ち
ゃ
ん
と
見
て
い
た
。
二
百
文
は
相
場
ら
し
い
。
同
第
四
に
、

　
　
儕わ
レ
常
陸
の
抜
参
り
の
小
娘
を
か
ど
は
か
し
神
奈
川
へ
飯
盛
に
売
た
事
覚
て
ゐ

る
か
。 

三
七
九
　
　

と
あ
る
の
は
、
攫
っ
た
小
娘
を
神
奈
川
の
駅
に
飯
盛
り
と
し
て
売
り
飛
ば
し
た
こ
と

を
咎
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
東
海
道
を
旅
し
た
弥
次
・
北
八
も
当
然
の
こ
と
の

よ
う
に
飯
盛
り
と
寝
て
い
る
。『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
二
編
上
、
三
島
の
宿
で
あ

る
。
三
島
女
郎
は
富
士
山
の
雪
解
け
水
で
化
粧
す
る
の
で
美
し
い
と
評
判
で
、
弥

次
・
北
八
は
宿
に
つ
く
と
早
速
「
し
ろ
も
の
」
の
話
で
あ
る
。「
し
ろ
も
の
」
は
代

物
で
商
品
の
意
だ
が
、
こ
こ
は
女
郎
の
意
。

　
　
此
内
や
ど
の
女
ぜ
ん
を
も
ち
き
た
り
な
ら
べ
お
き
て
「
サ
ア
お
あ
が
り
な
さ
い
ま

せ
。
コ
レ
ち
や
ア
、
お
た
つ
ど
ん
よ
ウ
。
そ
こ
の
飯
櫃
ウ
も
つ
て
き
な
さ
ろ
　

北
八「
と
き
に
、
こ
ゝ
に
や
ア
し
ろ
も
の
は
な
し
か
の
　
女「
此
あ
い
だ
木
曾
海
道

の
追
分
か
ら
来
た
、
女
郎
衆
が
ふ
た
り
ご
ざ
い
ま
す
。
お
さ
み
し
か
ア
お
よ
び

な
さ
い
ま
せ
　
弥
二「
こ
い
つ
お
も
し
ろ
か
ろ
ふ
。
器
量
は
　
女「
が
い
に
ゑ
い
と

い
ふ
で
も
、
お
ざ
り
ま
し
な
い
。
マ
ア
十
人
前
で
お
ざ
い
ま
す
　
北
八

「
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
十
人
ま
へ
の
め
し
も
り
か
、
お
も
く
ろ
い
。
呼
で
く
ん
な
。 

 
 

一
一
六
　
　

出
て
き
た
飯
盛
り
は
お
竹
と
お
つ
め
の
二
人
、
弥
次
・
北
八
の
相
方
で
あ
る
。
膳
は

引
い
て
銚
子
、
さ
か
づ
き
、
さ
か
な
を
も
ち
出
し
て
酒
と
な
り
、
や
が
て
相
方
と
同

衾
の
は
こ
び
と
な
る
。

　
こ
れ
が
江
戸
の
頃
の
旅
の
風
景
で
あ
っ
た
。
わ
が
民
族
が
す
ぐ
れ
て
好
色
だ
か

ら
、
旅
に
出
る
と
女
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
も
っ
と
も
旅
に
出
て

寝
る
女
は
女
郎
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
、
亭
主
以
外
の
男
と
寝
る
こ
と
を
た
め
ら
わ

ぬ
女
も
世
間
に
は
少
な
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、
彼
女
ら
は
旅
の
者
に
身
を
ま
か
す

の
を
い
と
い
は
し
な
い
。
旅
の
者
と
み
て
、
我
か
ら
声
を
か
け
る
情
の
深
い
女
も
い

た
で
あ
ろ
う
し
、
世
間
に
は
い
ろ
い
ろ
の
男
と
女
が
い
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
「
旅
と

宿
と
女
」
か
ら
宿
を
は
ず
し
て
、
単
に
「
旅
と
女
」
を
考
え
て
も
よ
い
。

　
蛇
足
な
が
ら
、『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
に
ふ
れ
た
つ
い
で
に
、
た
ま
た
ま
手
に
し

た
春
画
帖
『
東
海
道
五
十
三
次
』
の
「
上
り
　
京
都
」
の
末
尾
の
部
分
を
紹
介
し
て

お
く
。
古
い
作
品
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
宿
場
ご
と
に
一
枚
の
絵
が
あ
り
、
数
百
字

の
戯
れ
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
　（
京
女
は
）
殊
に
陰
情
ふ
か
く
し
て
閨
中
の
も
て
な
し
他
国
の
女
に
た
ぐ
い
あ

ら
ず
我
朝
に
男
と
生
れ
た
ら
ん
者
一
度
な
り
と
も
京
女
郎
の
玉
門
の
あ
じ
を
知
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ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
さ
れ
ば
年
老
い
ぬ
内
に
東
海
道
を
修
行
し
其
国
々
の

あ
じ
を
心
み
上
京
し
て
京
女
の
陰
中
に
き
を
や
り
て
男
の
本
懐
を
と
げ
給
ふ
べ

し
男
の
し
あ
は
せ
是
れ
に
ま
さ
る
物
な
し
と
ぞ

戯
れ
文
な
が
ら
、
熊
太
翁
が
京
女
を
た
た
え
て
い
た
の
も
、
さ
も
あ
る
べ
し
と
感
じ

ら
れ
る
一
方
、
東
海
道
中
五
十
三
次
の
旅
を
か
さ
ね
な
が
ら
宿
場
ご
と
に
「
修
行
」

し
て
い
く
春
画
が
描
か
れ
る
ほ
ど
、
あ
ら
た
め
て
「
旅
と
宿
と
女
」
は
一
つ
も
の
だ

と
い
う
感
じ
を
強
く
す
る
。

五
　
異
郷
へ
の
旅
と
女

　
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
男
女
の
語
ら
い
は
豊
穣
の
儀
礼
と
は
無
縁
の
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
で
は
、
な
ぜ
在
所
を
離
れ
て
旅
に
出
れ
ば
、
男
は
頭
の
な
か
を
女
に
占
領
さ

れ
て
し
ま
っ
た
か
の
ご
と
く
血
が
騒
ぐ
の
か
。
手
垢
の
つ
い
た
妻
や
妾
等
か
ら
の
解

放
が
男
を
そ
う
さ
せ
る
の
か
。

　
古
典
文
学
に
し
た
し
む
者
に
と
っ
て
、
他
所
の
国
へ
旅
に
出
た
者
と
言
え
ば
、
先

ず
は
在
原
業
平
と
お
ぼ
し
き
『
伊
勢
物
語
』
の
昔
男
が
思
い
浮
か
ぶ
。『
伊
勢
物

語
』
七
段
か
ら
十
五
段
の
東
下
り
が
そ
れ
で
、
伊
勢
、
尾
張
、
ち
ょ
っ
と
脇
道
に
そ

れ
て
信
濃
、
そ
し
て
ふ
た
た
び
三
河
、
駿
河
、
武
蔵
と
旅
を
つ
づ
け
た
昔
男
は
、
武

蔵
国
入
間
の
郡
三
芳
野
の
里
で
藤
原
氏
の
血
を
引
く
女
の
娘
に
求
婚
し
て
い
る
。
物

語
は
そ
の
結
末
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
「
人
の
国
に
て
も
、
な
ほ
か
か
る
こ
と
な
む

や
ま
ざ
り
け
る
」（
十
段
）
と
記
し
て
い
る
。
都
で
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
女
性
と
関

わ
り
を
も
ち
、
あ
げ
く
に
は
妃
に
入
れ
よ
う
と
み
が
き
あ
げ
ら
れ
た
高
貴
な
姫
君
に

手
出
し
を
し
て
都
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
東
に
落
ち
て
来
た
の
に
、
そ
れ
で
も
な
お

女
へ
の
手
出
し
が
や
ま
な
い
と
嘆
じ
て
み
せ
て
い
る
の
だ
が
、
旅
に
出
た
男
に
は
自

然
な
振
舞
い
で
あ
っ
た
。

　
武
蔵
国
か
ら
さ
ら
に
、
ふ
ら
ふ
ら
と
陸
奥
国
ま
で
旅
を
つ
づ
け
た
昔
男
は
土
地
の

女
に
惚
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
な
り
の
身
分
は
あ
り
な
が
ら
も
鄙
の
女
に
は
都
び
と
は
め

ず
ら
し
く
、
身
も
心
も
う
ず
い
て
歌
を
お
く
っ
た
。
人
柄
は
も
ち
ろ
ん
歌
ま
で
も
が

田
舎
じ
み
て
い
た
け
れ
ど
も
、
男
は
行
っ
て
寝
て
や
っ
た
。
た
だ
し
、
ま
だ
満
足
し

な
い
う
ち
に
鳴
い
て
男
を
か
え
し
た
鶏
を
「
き
つ
に
は
め
な
で
」（
水
槽
に
ぶ
ち
こ

ん
で
や
る
、
も
し
く
は
、
狐
に
喰
わ
せ
ず
に
お
く
も
の
か
）
と
詠
ん
で
、
お
里
が
し

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
男
は
二
晩
と
は
行
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
（
十
四
段
）。
し

か
し
、
と
も
か
く
も
、
旅
に
出
た
男
は
旅
先
で
女
と
寝
る
と
い
う
筋
は
お
さ
え
て
い

る
。

　
十
五
段
で
も
男
は
陸
奥
の
女
に
通
っ
た
と
あ
る
。

　
　
な
で
ふ
こ
と
な
き
人
の
妻
に
通
ひ
け
る
に
、
あ
や
し
う
、
さ
や
う
に
て
あ
る
べ

き
女
と
も
あ
ら
ず
見
え
け
れ
ば
、

　
　
し
の
ぶ
山
し
の
び
て
か
よ
ふ
道
も
が
な
人
の
心
の
お
く
も
見
る
べ
く

　
　
女
、
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
と
思
へ
ど
も
、
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す
心
を
見
て

は
、
い
か
が
は
せ
ん
は
。

　
武
蔵
国
も
陸
奥
国
も
都
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
鄙
の
国
、
異
郷
の
地
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
三
芳
野
の
里
の
女
以
下
の
物
語
は
、
異
郷
を
訪
れ
た
男
が
異
郷
の
女
と
契
る

話
だ
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
、
十
五
段
で
は
、
女
が
い
つ
ま
で
も
男
を
通
わ
せ
続
け
て
い
る
の
を
当
の
男

が
訝
っ
て
、
そ
の
心
の
奥
底
を
見
て
み
た
い
と
言
っ
て
い
る
。
男
が
通
っ
た
こ
と
が

い
け
な
い
の
で
は
な
い
、
い
つ
ま
で
も
通
わ
せ
て
い
る
の
が
問
題
だ
と
知
れ
る
。
つ

ま
り
、
一
晩
な
ら
い
い
の
だ
。
女
は
亭
主
持
ち
な
の
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
家
刀
自
が
来
訪
者
を
一
晩
だ
け
も
て
な
す
民
俗
と
の
関
連
が
想
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
三
八
号

起
さ
れ
る
。
古
代
の
新
年
で
あ
っ
た
新
嘗
の
日
に
、
物
忌
み
す
る
主
婦
が
亭
主
を
外

に
出
し
て
客
を
迎
え
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
の
次
の
一
首
が
そ

の
証
歌
で
あ
る
。

　
　
誰
そ
こ
の
屋
の
戸
押
そ
ふ
る
新
嘗
に
我
が
背
を
遣
り
て
斎
ふ
こ
の
戸
を 

 
 

三
四
六
〇
　
　

新
嘗
に
訪
れ
て
一
夜
だ
け
契
っ
て
い
く
稲
の
神
の
姿
が
こ
こ
に
あ
り
、
こ
の
信
仰
が

さ
き
に
述
べ
た
一
夜
ぼ
ぼ
の
み
な
も
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
刀
自
が
客
を
も
て
な
す

の
は
一
夜
だ
け
で
、
い
く
ら
都
の
人
に
惚
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
通
わ
せ
つ
づ
け
る

の
は
問
題
な
の
だ
。

　
十
五
段
は
そ
の
方
面
か
ら
説
く
べ
き
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
男
が
旅
先
、
訪
問

先
の
女
と
契
る
話
に
筆
を
も
ど
し
て
、
神
話
か
ら
い
く
つ
か
の
類
話
を
ひ
ろ
い
あ
げ

て
み
よ
う
。

　
須
佐
之
男
命
は
高
天
原
で
天
照
大
御
神
の
「
営
田
の
阿
を
離
ち
、
其
の
溝
を
埋

め
」
る
な
ど
の
乱
暴
を
は
た
ら
い
た
。「
阿
」
は
「
畔
」
で
、
こ
れ
ら
の
狼
藉
は
農

耕
を
妨
害
す
る
「
畔
放
、
溝
埋
、
樋
放
、
頻
蒔
」
等
々
列
挙
さ
れ
る
「
天
津
罪
」
の

冒
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
須
佐
之
男
命
は
こ
れ
に
よ
り
出
雲
国
に
追
放
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
八
俣
袁
呂
知
を
退
治
し
て
櫛
名
田
比
売
を
妻

に
す
る
。

　
高
天
原
か
ら
す
れ
ば
出
雲
国
は
鄙
の
国
、
異
郷
の
地
で
あ
る
。
話
を
単
純
化
す
れ

ば
、
異
郷
の
地
を
訪
れ
た
男
が
異
郷
の
女
と
契
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限

り
に
お
い
て
『
伊
勢
物
語
』
の
昔
男
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
大
国
主
命
は
因
幡
国
の
八
上
比
売
を
手
に
入
れ
、
兄
の
八
十
神
に
殺
さ
れ
て
根
堅

州
国
へ
行
っ
て
は
須
佐
之
男
命
の
む
す
め
須
勢
理
毘
売
を
妻
に
し
た
。
出
雲
の
大
国

主
命
に
は
因
幡
国
は
異
郷
の
地
、
根
堅
州
国
に
い
た
っ
て
は
異
郷
も
異
郷
、
死
者
の

世
界
で
あ
る
。

　
高
天
原
か
ら
葦
原
中
国
、
日
向
国
の
高
千
穂
に
天
降
っ
た
天
照
大
御
神
の
孫
・
迩

迩
芸
命
は
笠
紗
の
御
前
で
出
遇
っ
た
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
と
結
婚
し
た
。
三
柱
の
御

子
が
生
ま
れ
、
末
子
の
山
幸
彦
は
失
く
し
た
兄
海
幸
彦
の
釣
針
を
も
と
め
て
海
神
宮

へ
行
き
、
海
神
の
む
す
め
豊
玉
毘
売
命
と
結
婚
す
る
。
丹
後
国
与
謝
郡
の
浦
島
子
も

ま
た
海
彼
へ
わ
た
り
美
女
を
得
て
い
る
（
丹
後
国
風
土
記
逸
文
、
万
葉
集
巻
九
・
一

七
四
〇
）。
第
二
十
八
代
宣
化
天
皇
の
御
代
、
百
済
を
救
う
任
を
帯
び
て
任
那
へ
渡

る
大
伴
狭
手
彦
は
唐
津
に
赴
き
、
篠
原
村
の
「
容
貌
美
麗
」
な
る
弟
日
姫
子
を
妻
問

い
、
結
婚
し
、
そ
れ
か
ら
任
那
へ
渡
っ
て
行
っ
た
（
肥
前
国
風
土
記
）。
な
お
こ
の

後
、
弟
日
姫
子
を
訪
う
大
伴
狭
手
彦
に
似
た
男
の
話
が
あ
り
、
男
は
褶
振
峰
の
神

（
蛇
体
）
で
あ
っ
た
と
い
う
神
婚
説
話
に
な
っ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
も
異
郷
を
訪
れ
、
異
郷
の
女
性
を
得
る
説
話
で
あ
る
。
そ
の
頂
点
に
あ
る

の
が
光
源
氏
の
物
語
で
、
須
磨
・
明
石
に
下
っ
た
光
源
氏
は
明
石
で
明
石
君
を
得
て

明
石
姫
君
を
も
う
け
た
。

　
な
お
『
源
氏
物
語
』
以
後
の
物
語
と
し
て
中
世
の
『
御
伽
草
子
』
か
ら
「
御
曹
子

島
渡
」
を
あ
げ
て
お
く
。
御
曹
子
・
源
義
経
が
大
日
の
法
を
も
と
め
て
土
佐
を
船
出

し
、
王
せ
ん
島
、
は
だ
か
島
、
女
護
の
島
、
菩
薩
島
、
ゑ
ぞ
が
島
等
々
を
経
て
千
島

に
至
り
、
大
王
の
娘
あ
さ
ひ
天
女
と
契
っ
て
大
日
の
法
を
手
に
入
れ
て
土
佐
に
帰
還

す
る
物
語
で
あ
る
。
大
日
の
法
入
手
云
々
は
と
も
か
く
、
異
郷
の
千
島
で
あ
さ
ひ
天

女
と
「
浅
か
ら
ず
契
を
こ
め
、
心
う
ち
と
け
給
ふ
」（
一
一
七
）、「
二
世
の
契
」（
一

二
三
）
を
結
ん
だ
こ
と
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
異
郷
を
訪
れ
る
者
が
あ
り
、
異
郷
の
女
と
恋
を
し
、
結
婚
す
る
と
い

う
説
話
・
物
語
が
あ
っ
た
の
で
あ
）
4
（
る
。
説
話
は
絵
空
事
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
現
実
の
民
俗
信
仰
が
基
底
に
あ
る
。
古
代
の
伝
承
の
上
に
な
り
た
つ
物
語
も
例
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外
で
は
な
く
実
生
活
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
説
話
・
物
語
と
か
わ
ら
な

い
か
た
ち
で
、
現
実
に
お
い
て
も
鄙
の
国
に
旅
す
る
者
が
お
り
、
鄙
の
女
と
一
夜
の

契
り
を
結
ん
で
ふ
た
た
び
い
ず
れ
か
へ
歩
み
去
る
者
た
ち
が
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
伝
統
の
上
に
弥
次
・
北
八
が
創
り
だ
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
の
世
間
師
が
お

り
、
熊
太
翁
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
存
在
を
許
す
性
風
土
が
あ
っ

た
。

六
　
宮
本
常
一
氏
土
佐
源
氏
の
性
風
土

1
　
性
の
原
風
景

　
先
頃
「
母
と
子
と
犯
す
国
津
罪
の
文
）
5
（

学
」
を
ま
と
め
た
。
一
、
二
書
き
も
ら
し
が

あ
り
、
光
源
氏
に
つ
い
て
は
国
津
罪
か
ら
免
れ
て
い
る
こ
と
を
夕
顔
玉
鬘
母
子
に
つ

い
て
は
触
れ
な
が
ら
、
六
条
御
息
所
母
子
に
つ
い
て
は
も
ら
し
て
い
た
の
で
、
そ
の

点
を
補
い
た
い
思
い
も
あ
っ
て
、
小
稿
を
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
の
関
係
か
ら
は
じ

め
た
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
宮
本
常
一
氏
の
御
労
作
「
土
佐
源
氏
」
を
忘
れ
て
い
た
。

ず
い
ぶ
ん
前
に
読
ん
で
深
い
感
銘
を
う
け
て
い
な
が
ら
、
こ
の
た
び
の
一
本
を
ま
と

め
る
際
に
す
っ
か
り
失
念
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
対
馬
の
六
観
音
ま
い
り
の
歌
合
戦
、
一
夜
ぼ
ぼ
、
あ
る
い
は
熊
太
翁
の
例
な
ど
な

ど
を
通
し
て
見
え
る
性
風
土
を
単
に
好
色
と
い
う
の
は
当
た
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し

て
い
る
。
性
は
抑
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
三
度
の
飯
を
食
う
の
が
当
り
前
の
よ

う
に
、
日
常
当
り
前
の
こ
と
と
し
て
、
そ
こ
ら
村
里
を
う
ろ
う
ろ
し
て
生
き
て
い
る

人
間
の
な
か
に
あ
っ
た
の
だ
。
と
く
に
「
土
佐
源
氏
」
を
読
ん
で
そ
の
感
を
深
く
す

る
。
豊
穣
や
常
世
・
異
郷
の
女
性
に
か
ら
ま
る
民
俗
信
仰
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を
思

え
ば
性
は
卑
し
む
べ
き
事
で
は
な
か
っ
た
し
、
助
平
事
で
も
な
く
、
そ
う
い
う
生
活

の
流
れ
の
末
に
、
相
手
を
え
ら
ば
ぬ
性
関
係
も
で
き
た
。
国
津
罪
を
犯
す
こ
と
へ
の

慎
み
は
お
ろ
か
、
国
津
罪
が
な
ん
で
あ
る
か
さ
え
知
ら
ぬ
ま
ま
に
夫
婦
生
活
を
営
む

者
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　「
土
佐
源
氏
」
は
宮
本
氏
が
、「
土
佐
の
山
中
、
檮
原
村
」（
２

－

一
三
二
）
に
住
む
八

十
を
過
ぎ
た
盲
目
の
老
人
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
。
妻
に
手
を
ひ
か
れ
て
こ
の
地
に

流
れ
て
き
た
老
人
は
、「
人
様
に
迷
惑
を
か
け
さ
い
せ
ね
ば
」（
２

－

一
三
三
）
と
橋
の
下

に
小
屋
掛
を
し
て
住
む
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
て
、
以
来
三
十
年
ち
か
く
老
妻
と
二
人
、

む
し
ろ
囲
い
の
乞
食
小
屋
で
暮
ら
し
て
き
た
。
檮
原
村
に
流
れ
つ
い
た
と
き
に
は
五

十
を
超
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
晩
飯
の
あ
と
の
老
婆
の
仕
事
は
農
家
に
あ
ま
り
も
の
を
も
ら
い
に
ゆ
く
こ
と
、
そ

れ
で
露
の
命
を
つ
な
い
で
き
た
。
老
人
は
用
便
か
水
浴
び
で
川
原
に
出
る
以
外
は
、

籾
殻
の
上
に
む
し
ろ
を
敷
い
た
だ
け
の
土
間
に
坐
っ
た
ま
ま
で
一
日
を
す
ご
し
て
い

る
。

　「
八
十
年
何
も
し
て
お
ら
ん
。
人
を
だ
ま
す
こ
と
と
、
お
な
ご
（
女
）
を
か
ま
う

事
で
す
ぎ
て
し
ま
う
た
」（
２

－

一
三
三
）
と
い
う
言
葉
か
ら
、
老
人
の
話
は
始
ま
る
。

小
稿
で
は
老
人
の
名
を
仮
に
檮
原
と
し
、
宮
本
氏
の
熊
太
翁
に
な
ら
っ
て
檮
原
老
と

す
る
。

　
檮
原
老
は
「
母は

は
じ
ゃ者
が
夜
這
い
に
来
る
男
の
種
を
み
ご
も
っ
て
で
き
た
」（
２

－

一
三

三
）
子
な
の
で
、
父
親
は
い
な
い
。
夜
這
に
来
る
男
が
一
人
な
ら
ば
女
に
は
男
親
の

心
当
り
は
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
男
親
が
い
な
い
と
い
う
の
は
、
複
数
の
男
が
き
て
い

て
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
父て

て

な
し
子

に
し
た
の
も
の
か
。
望
ま
ぬ
妊
娠
は
災
難
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
女
は
お
腹
の
子
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を
流
そ
う
と
、
川
に
入
っ
て
腰
を
冷
や
し
、
石
垣
に
腹
を
ぶ
ち
当
て
、
木
の
上
か
ら

飛
び
降
り
る
な
ど
と
こ
こ
ろ
み
た
。
月
満
ち
て
も
出
て
来
な
い
子
の
出
生
を
促
す
た

め
に
、
家
の
回
り
を
と
ん
と
ん
と
走
り
ま
わ
り
、
あ
る
い
は
高
い
所
か
ら
飛
び
お
り

る
話
は
、
か
つ
て
当
の
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
と
ん
と
ん
と
、
あ
る
い
は
ど

す
ん
と
着
地
し
た
は
ず
み
に
、
お
腹
の
子
も
ど
す
ん
と
下
に
落
ち
る
、
生
ま
れ
出
て

く
る
と
い
う
の
は
大
変
わ
か
り
や
す
い
が
、
私
に
話
し
て
く
れ
た
人
に
効
果
が
な

か
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
女
も
流
産
せ
ず
に
、
月
足
ら
ず
で
子
を
生
ん
だ
。
月
足
ら
ず

で
出
て
き
た
の
は
、
飛
び
降
り
た
効
果
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
生
ま
れ
た
も
の
を
殺
す
の
は
さ
す
が
に
可
哀
相
で
、
父
な
し
子
に
し
て
爺
婆
が
隠

居
に
引
き
取
り
育
て
た
。
そ
の
後
母
親
は
嫁
入
り
先
で
蚕
の
世
話
を
し
て
い
て
、
体

に
ふ
り
か
か
っ
た
ラ
ン
プ
の
油
に
火
が
つ
い
て
焼
死
し
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
檮
原

老
は
二
親
の
顔
を
覚
え
て
お
ら
ず
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
、
子
守
り
奉
公
す
る
女

の
子
た
ち
の
な
か
に
ま
じ
っ
て
、
お
宮
の
森
や
河
原
で
群
れ
に
な
っ
て
ま
ま
ご
と
し

た
り
、
け
ん
か
し
た
り
、
歌
を
う
た
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
い
た
。

　
子
守
と
一
緒
に
遊
ん
で
い
た
男
の
子
た
ち
が
学
校
に
あ
が
り
、
家
の
手
伝
い
を
し

て
遊
び
の
仲
間
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
な
か
で
、
彼
は
十
歳
に
な
っ
て
も
学
校
へ
行
か

ず
、
爺
婆
に
「
山
へ
行
け
田
へ
行
け
と
い
う
こ
と
も
」（
２

－

一
三
五
）
言
わ
れ
ず
、
彼

一
人
は
子
守
の
な
か
で
遊
び
つ
づ
け
た
。「
女
の
子
と
あ
そ
ぶ
方
が
よ
か
っ
た
」（
２

－

一
三
四
）
し
、
子
守
た
ち
は
彼
を
「
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
た
」（
２

－

一
三
五
）。
そ
ん
な

中
で
「
わ
る
い
事
」
を
お
ぼ
え
た
の
で
あ
る
。

　
雨
の
日
は
、
子
守
た
ち
は
納
屋
に
三
、
四
人
ず
つ
集
ま
っ
て
、
眠
っ
た
子
を
お
ろ

し
て
遊
ぶ
。
積
ま
れ
た
藁
に
も
ぐ
っ
て
藁
ま
み
れ
に
な
る
の
は
楽
し
い
遊
び
だ
。
私

に
も
記
憶
が
あ
る
。
学
校
の
帰
り
み
ち
、
脱
穀
が
お
わ
っ
て
そ
の
ま
ま
積
み
あ
げ
ら

れ
た
稲
藁
の
な
か
に
、
大
声
を
あ
げ
な
が
ら
頭
か
ら
飛
び
込
ん
だ
の
は
、
農
家
の
人

に
は
迷
惑
千
万
の
こ
と
な
が
ら
悪
戯
盛
り
の
学
童
に
は
楽
し
い
遊
び
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
や
が
て
子
守
た
ち
は
そ
れ
に
も
あ
き
る
。
す
る
と
そ
こ
に
体
が
あ
る
、
体
は

い
い
も
て
あ
そ
び
の
道
具
・
お
も
ち
ゃ
に
な
る
。
昔
、
子
供
に
な
ん
の
お
も
ち
ゃ
も

買
っ
て
や
れ
な
か
っ
た
貧
乏
小
説
家
は
、
自
分
の
一
物
を
こ
ど
も
に
さ
わ
ら
せ
て
玩

具
代
わ
り
に
し
て
い
た
と
い
う
話
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
体
は
退
屈
し
の
ぎ

の
、
恰
好
の
お
も
ち
ゃ
に
な
る
の
だ
。

　
女
の
子
た
ち
は
、
前
を
は
だ
け
て
太
股
の
大
き
さ
を
く
ら
べ
あ
う
。
パ
ン
ツ
と
い

う
も
の
は
ま
だ
な
か
っ
た
時
代
だ
か
ら
、
太
股
を
さ
ら
せ
ば
見
え
る
も
の
は
見
え

て
、「
×
×
×
を
く
ら
べ
あ
わ
せ
た
り
、
そ
こ
へ
指
を
い
れ
お
う
て
キ
ャ
ア
キ
ャ
ア

さ
わ
ぐ
」（
２

－

一
三
五
）。
ま
だ
生
理
前
の
子
た
ち
な
が
ら
、
性
器
に
た
だ
な
ら
ぬ
関
心

を
も
っ
て
い
る
の
が
う
か
が
え
る
。
や
が
て
男
の
子
に
「
お
ま
え
の
も
出
せ
ち
う

て
」
出
さ
せ
て
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
。

　
そ
の
う
ち
、
年
上
の
子
守
が
、
×
×
す
る
と
は
こ
こ
に
男
の
を
い
れ
る
こ
と
、

「
お
ま
え
も
お
ら
の
に
い
れ
て
見
い
」（
２

－

一
三
五
）
と
言
っ
て
彼
の
も
の
を
入
れ
さ
せ

た
。
こ
れ
が
女
を
知
っ
た
は
じ
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
子
は
家
の
裏
の
茅
の
か
げ
で
、

姉
と
若
い
衆
が
寝
て
い
る
の
を
見
て
い
て
、
男
と
女
は
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
も
の

だ
と
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
集
落
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
、
家
の
中
で
も
野
天
で
も
こ

う
い
う
情
景
は
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
て
、
子
供
が
目
に
す
る
機
会
も
少
な
く
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
事
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
初
潮
を
迎
え
よ
う
と

す
る
少
女
を
そ
れ
が
刺
激
す
る
。

　
言
わ
れ
る
ま
ま
に
小
さ
な
も
の
を
入
れ
た
も
の
の
「
別
に
え
え
も
の
と
も
思
わ
な

か
っ
た
」。
子
守
が
「
な
ん
と
も
な
い
も
ん
じ
ゃ
の
」
と
期
待
は
ず
れ
の
言
葉
を
も

ら
し
た
の
は
、
姉
が
「
え
ら
い
う
れ
し
が
り
よ
っ
た
」
の
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
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遊
び
ご
と
が
一
つ
ふ
え
た
。
子
守
た
ち
は
「
お
ら
に
も
い
れ
て
、
お
ら
に
も
い
れ

て
」
と
言
い
、
一
人
し
か
い
な
い
男
の
子
は
「
み
ん
な
に
い
れ
て
や
っ
て
あ
そ
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
」（
２

－

一
三
五
）。
こ
こ
に
性
は
秘
す
べ
き
も
の
と
い
う
感
覚
は
な
い
、
一

人
の
子
を
相
手
す
る
と
す
ぐ
次
の
子
と
い
う
具
合
に
、
次
つ
ぎ
と
子
守
の
中
に
自
分

の
ま
だ
発
達
し
て
い
な
い
も
の
を
い
れ
て
い
く
の
は
、
雨
の
降
る
日
の
遊
び
事
な
の

だ
。
恥
ず
か
し
い
と
い
う
感
情
は
な
い
。
そ
し
て
「
あ
ん
ま
り
え
え
と
も
思
わ
だ
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
一
ば
ん
お
も
し
ろ
い
あ
そ
び
」（
２

－

一
三
六
）
で
あ
っ
た
。

　「
え
え
と
も
思
わ
だ
っ
た
」
の
は
、
い
い
気
持
ち
と
思
わ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
子
供
な
が
ら
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
い
う
後
ろ
め
た
い
も
の

を
漠
然
と
な
が
ら
も
感
じ
て
い
た
の
か
。
前
者
と
す
れ
ば
、
体
が
成
熟
し
て
い
な
い

の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
後
者
な
ら
ば
、
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
あ
ま
り
い
い
こ

と
で
は
な
い
と
い
う
思
い
が
、
漠
然
と
な
が
ら
き
ざ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
か
。
そ
れ
で
も
こ
れ
が
一
番
お
も
し
ろ
い
遊
び
だ
っ
た
と
言
う
の
だ
か
ら
、
か
り

に
後
者
だ
と
し
て
も
、
た
か
が
知
れ
て
い
る
。「
わ
る
い
事
」
を
お
ぼ
え
た
と
い
う

の
は
、
檮
原
老
後
年
の
感
懐
で
あ
る
。

　
こ
の
遊
び
事
が
男
の
子
に
は
も
ち
ろ
ん
、
少
女
た
ち
に
と
っ
て
も
性
と
の
か
か
わ

り
を
決
定
づ
け
た
と
言
え
よ
う
。
相
手
は
特
定
さ
れ
な
い
、
機
会
が
あ
れ
ば
誰
と
で

も
寝
て
満
足
す
れ
ば
よ
い
、
体
が
欲
す
る
ま
ま
で
あ
る
。
性
の
多
角
関
係
が
自
然
の

な
り
ゆ
き
の
ま
ま
に
い
と
な
ま
れ
る
、
そ
ん
な
性
風
土
の
土
壌
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
あ
る
日
、
年
上
の
子
が
彼
と
寝
て
い
て
「
え
ら
い
血
を
出
し
て
の
う
、
た
ま
げ
た

の
な
ん
の
。
女
は
な
い
て
い
に
よ
っ
た
」（
２

－

一
三
六
）。
な
ん
の
知
識
も
な
い
か
ら
、

事
の
最
中
に
血
を
見
て
肝
を
つ
ぶ
し
た
の
は
よ
く
わ
か
る
が
、
女
の
子
も
い
つ
も
の

事
を
し
て
い
て
血
が
出
た
の
だ
か
ら
わ
け
が
わ
か
ら
ず
、
大
泣
き
を
し
て
帰
る
し
か

な
い
。

　
翌
日
、
河
原
に
行
っ
て
み
る
と
そ
の
子
も
来
て
い
て
「
ケ
ロ
ッ
と
し
て
い
る
」（
２

－

一
三
六
）。
ど
う
し
た
と
た
ず
ね
る
と
、
あ
れ
は
月
の
障
り
と
い
う
も
の
で
大
人
に

な
っ
た
し
る
し
、
だ
か
ら
近
ぢ
か
子
守
を
や
め
る
、
お
前
と
は
も
う
遊
ば
な
い
と
言

う
。
祝
い
に
赤
飯
を
炊
い
て
も
ら
っ
て
、

　
　「
赤
飯
食
べ
た
ら
、
若
い
衆
が
よ
ば
い
に
来
る
け
え
気
を
つ
け
ん
と
い
け
ん

と
」（
２

－

一
三
七
）

　
　「
わ
し
と
で
は
い
け
ん
の
か
」

　
　「
お
ま
え
若
い
衆
じ
ゃ
な
い
も
ん
」

若
い
衆
が
夜
這
を
か
け
る
の
は
当
然
の
こ
と
、
や
ら
れ
て
嫌
な
ら
用
心
す
る
し
か
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
少
女
の
物
言
い
の
中
に
若
い
衆
を
拒
否
す
る
風
は

な
い
。
い
ず
れ
集
落
の
性
の
多
角
関
係
の
一
角
を
占
め
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

2
　
国
津
罪
の
夫
婦

　
檮
原
老
の
十
五
歳
の
と
き
に
爺
が
中
風
で
死
ん
だ
。
爺
が
男
に
百
姓
奉
公
も
、
家

の
手
伝
い
も
さ
せ
ず
に
お
い
た
か
ら
何
も
で
き
な
い
「
な
ま
く
ら
者
」（
２

－

一
三
七
）

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
母
方
の
伯
父
の
言
い
つ
け
で
家
よ
り
三
里
ば
か
り
離
れ

た
在
所
の
博
労
の
家
に
奉
公
に
行
っ
た
。

　
婆
の
死
後
、
家
に
は
伯
父
が
い
る
ば
か
り
だ
か
ら
、
帰
る
べ
き
家
は
な
く
な
っ
て

い
る
。
家
の
な
い
者
は
若
い
衆
に
な
れ
な
か
っ
た
。

　
牛
を
遣
り
取
り
し
て
稼
ぐ
博
労
の
た
め
の
宿
が
あ
っ
た
。「
ち
い
と
ば
か
り
小
ぎ

れ
え
な
後
家
の
家
で
」（
２

－

一
三
八
）、
博
労
た
ち
は
そ
こ
に
泊
ま
り
、
酒
を
飲
め
ば
博

打
も
う
つ
。
後
家
と
も
寝
る
。
博
労
は
博
労
宿
を
泊
ま
り
歩
く
か
ら
、
先
ざ
き
の
宿

に
手
を
つ
け
た
後
家
が
い
る
。
後
家
は
後
家
で
、
ね
ん
ご
ろ
に
な
っ
て
い
る
博
労
の

ほ
か
に
関
係
す
る
男
が
あ
り
、
そ
れ
が
ば
れ
て
「
大お

お
ご
と事

」
に
な
る
こ
と
が
し
ょ
っ
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ち
ゅ
う
で
あ
る
。
博
労
と
宿
の
後
家
と
は
た
が
い
に
多
角
関
係
だ
か
ら
、
こ
の
後
家

は
俺
の
も
の
だ
と
独
占
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
れ
ば
揉
め
事
が
生
じ
る
の
は
必
然

だ
。

　
親
方
に
つ
い
て
歩
く
檮
原
老
は
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
見
て
「
自
然
そ
う
い
う
こ
と

も
お
ぼ
え
」（
２

－

一
三
八
）
た
。
ま
た
親
方
は
助
平
で
「
な
じ
み
の
家
の
ま
え
を
通
り

か
か
る
と
、
昼
の
日
中
で
も
す
ぐ
座
敷
へ
上
っ
て
女
を
こ
ろ
が
す
」。
も
ち
ろ
ん
、

家
の
中
に
入
っ
て
い
く
親
方
は
、
な
に
を
し
に
入
っ
て
行
く
の
か
を
弟
子
が
察
し
て

い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
弟
子
の
目
な
ど
は
頭
か
ら
無
視
し
て
い

る
。
飯
が
食
い
た
く
な
っ
た
か
ら
食
い
に
行
く
と
い
う
の
に
ひ
と
し
く
、
陰
で
こ
そ

こ
そ
す
る
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
も
な
ん
で
も
な
い
の
だ
。
弟
子
は
牛
の
番
を
し
て

親
方
の
戻
り
を
待
ち
な
が
ら
、
時
に
は
牛
を
木
に
つ
な
い
で
お
い
て
「
隙
見
」
に

行
っ
た
。
外
か
ら
の
ぞ
け
る
と
こ
ろ
で
つ
る
ん
で
い
る
の
だ
。
覗
き
見
て
そ
れ
な
り

の
興
奮
を
お
ぼ
え
た
か
。

　
十
七
八
歳
に
も
な
れ
ば
、
ど
こ
ぞ
の
後
家
に
か
ま
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う

か
。
二
十
歳
ま
え
の
若
い
者
に
食
指
を
そ
そ
ら
れ
て
わ
れ
か
ら
手
を
出
す
後
家
、
若

い
者
の
面
倒
を
み
て
や
る
と
い
う
く
ら
い
の
気
持
ち
で
寝
て
く
れ
た
後
家
も
い
た
で

あ
ろ
う
。
彼
の
方
か
ら
隙
を
み
て
後
家
に
仕
掛
け
た
こ
と
も
な
く
は
な
か
っ
た
か
も

し
れ
ぬ
。
そ
の
方
の
知
識
は
豊
富
な
う
え
に
、
若
者
な
り
の
精
力
も
つ
い
て
い
よ
う

か
ら
、
こ
の
想
像
は
そ
ん
な
に
見
当
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。

　
そ
れ
に
、
檮
原
老
は
若
い
衆
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
夜
這
に
行
け
な
か
っ
た
。
集

落
の
娘
は
若
い
衆
の
も
の
で
、
若
い
衆
で
な
い
も
の
の
夜
這
が
ば
れ
る
と
足
腰
立
た

な
い
ほ
ど
の
制
裁
を
う
け
た
（
２

－

一
四
三
）。
男
女
多
角
関
係
と
は
言
え
、
よ
そ
者
が

入
っ
て
い
く
隙
は
な
い
の
だ
。

　
だ
か
ら
若
い
娘
と
寝
る
こ
と
は
な
く
後
家
が
相
手
に
な
る
。

　
二
十
歳
で
一
人
立
ち
し
た
。
親
方
が
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
焼
死
で
あ
っ
た
。
火
の

不
始
末
に
よ
る
火
事
と
し
て
処
理
さ
れ
た
が
、「
焼
け
た
だ
れ
た
二
人
の
死
が
い
が

並
う
で
出
て
き
た
」
の
を
不
思
議
が
っ
た
檮
原
老
は
「
え
え
か
ら
だ
を
し
て
お
っ

て
、
始
終
男
ど
も
が
せ
り
お
う
て
お
っ
た
」（
２

－

一
四
二
）
博
労
宿
の
後
家
と
寝
て
い

る
と
こ
ろ
を
焼
き
殺
さ
れ
た
と
み
て
い
る
。
博
労
は
村
の
仲
間
で
は
な
い
の
で
、
村

人
は
か
か
わ
り
あ
う
の
を
避
け
て
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。

　
檮
原
老
は
親
方
の
得
意
先
を
も
ら
っ
て
一
人
前
の
博
労
に
な
り
、「
そ
れ
か
ら
は

お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
い
う
。
故
郷
に
帰
る
べ
き
家
が
な
い
の
で
、
親
方
な
じ
み
の

後
家
の
家
を
渡
り
あ
る
い
て
可
愛
が
っ
て
も
ら
っ
て
、「
そ
れ
で
日
が
く
れ
た
」（
２

－

一
四
二
）。「
ね
た
の
は
大
方
後
家
」
で
、「
一
人
身
の
後
家
な
ら
表
だ
っ
て
誰
も
文
句

を
い
う
も
の
は
な
い
」（
２

－

一
四
三
）。「
大
方
後
家
」
と
い
う
か
ら
に
は
亭
主
持
ち
の

女
を
ぬ
す
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
。「
一
人
身
の
後
家
」
と
は
、
旦
那
も
ち
の
後

家
、
妾
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
妾
を
持
つ
ほ
ど
の
男
な
ら
ば
そ
れ
な
り
の
力
も
あ

る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
ば
れ
た
時
は
事
だ
。
男
を
特
定
し
て
い
な
い
後
家
な
ら
ば

お
互
い
さ
ま
だ
、
文
句
を
付
け
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
陰
で
文
句
を
言
う
者
が
あ

る
と
す
れ
ば
言
う
方
が
悪
い
。

　
住
む
べ
き
家
と
妻
を
も
た
ぬ
男
は
「
後
家
あ
そ
び
」「
よ
そ
の
か
か
ぬ
す
み
」

で
、
そ
れ
な
り
に
面
白
く
世
間
を
渡
っ
て
い
く
。
力
量
不
足
の
檮
原
老
は
「
親
方
の

お
古
が
多
か
っ
た
」（
２

－

一
四
四
）。

　
親
方
な
じ
み
の
博
労
宿
の
後
家
、
そ
の
お
古
の
一
人
に
檮
原
老
は
世
話
に
な
っ

た
。
自
身
経
験
豊
富
で
、
ま
た
精
力
絶
倫
の
親
方
に
も
き
た
え
ら
れ
て
い
た
お
古
の

後
家
は
不
満
を
述
べ
た
て
た
、
い
わ
く
「
親
方
は
よ
く
喜
ば
せ
た
、
お
ま
え
は
た
よ

り
な
い
、
お
ま
え
は
こ
ま
い
」（
２

－

一
四
五
）、
彼
も
喜
ば
せ
よ
う
と
一
所
懸
命
に
つ
と

め
た
が
「
女
の
精
の
つ
よ
い
の
に
は
勝
て
ん
」（
２

－

一
四
五
）
と
い
う
の
が
か
え
り
み
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て
の
述
懐
で
あ
る
。
男
よ
り
二
十
ち
か
く
年
上
、
男
と
女
の
か
ら
だ
の
隅
々
ま
で
し

り
つ
く
し
た
四
十
女
は
性
欲
の
固
ま
り
み
た
い
な
も
の
で
、
彼
に
不
満
の
分
は
ほ
か

で
補
い
を
つ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
檮
原
老
が
彼
女
の
宿
に
泊
め
て
も
ら
い
は
じ
め
た
こ
ろ
、
彼
女
に
は
十
歳
に
も
な

ら
ぬ
娘
が
い
た
。
彼
女
と
関
係
す
る
こ
ろ
に
は
村
の
若
い
衆
が
目
を
つ
け
る
ほ
ど
の

娘
に
な
っ
て
い
て
、
若
い
衆
の
手
の
つ
く
の
を
お
そ
れ
た
母
親
は
自
分
の
そ
ば
に
娘

を
寝
か
せ
た
。
檮
原
老
の
言
う
よ
う
に
、
自
分
の
「
じ
る
い
（
み
だ
ら
な
）」（
２

－
一

四
五
）
こ
と
は
棚
に
あ
げ
て
娘
は
守
ろ
う
と
す
る
の
は
親
心
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
、

す
で
に
村
の
男
の
目
に
つ
き
は
じ
め
た
娘
を
そ
ば
に
寝
か
せ
て
、
男
と
事
を
行
う
の

は
ど
う
い
う
神
経
か
。
娘
に
な
り
た
て
の
女
の
子
は
自
分
の
体
を
は
じ
め
と
し
て
性

に
か
ら
ま
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
敏
感
に
な
っ
て
お
り
、
母
の
側
に
寝
て
い
れ
ば
神
経

を
尖
ら
せ
て
、
母
が
男
と
し
て
い
る
こ
と
の
一
部
始
終
を
見
て
い
る
の
だ
。
男
と
女

の
す
る
こ
と
を
実
地
に
母
親
が
見
せ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
わ
し
も
ま
た
娘
の
一
か
ら
十
ま
で
知
っ
て
来
て
の
う
、
お
っ
か
ァ
の
ね
て
い
る

間
に
娘
を
も
の
に
し
て
し
も
う
た
。
そ
れ
か
ら
わ
し
は
娘
を
つ
れ
て
に
げ
た
。

雪
の
ふ
る
山
を
こ
え
て
は
じ
め
て
伊
予
か
ら
こ
こ
の
隣
村
ま
で
来
た
。（
２

－

一
四

五
）

男
に
は
手
ご
わ
い
四
十
女
よ
り
は
娘
に
な
っ
た
ば
か
り
の
方
が
よ
い
に
き
ま
っ
て
い

る
。
し
か
も
か
た
い
蕾
の
と
き
か
ら
、
わ
が
手
で
「
娘
の
一
か
ら
十
ま
で
」、
そ
ろ

そ
ろ
と
開
花
の
準
備
を
ほ
ど
こ
し
て
き
た
の
だ
。
今
ま
で
人
の
お
古
ば
か
り
だ
っ
た

の
だ
か
ら
、
そ
の
初
々
し
さ
に
心
が
と
き
め
い
た
は
ず
で
あ
る
。
娘
に
も
は
じ
め
て

女
に
な
っ
た
よ
ろ
こ
び
と
、
自
分
を
女
に
し
て
く
れ
た
男
に
心
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
母
親
の
目
を
盗
む
の
が
む
つ
か
し
い
、
し
た
い
時
に
し
た
い
よ
う

に
で
き
な
い
。
用
心
し
て
い
て
も
い
ず
れ
母
親
に
み
つ
か
る
。
見
つ
か
っ
た
と
き
は

そ
れ
こ
そ
大
事
に
な
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
こ
の
こ
と
が
集
落
の
男
た
ち
に
知
れ
た
と
き
ど
う
な
る

か
。
お
っ
か
ぁ
が
腹
立
ち
ま
ぎ
れ
に
若
い
衆
に
告
げ
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
の
だ
。

告
げ
な
く
て
も
、
い
ず
れ
は
知
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
若
い
衆
で
は
な
い
彼
に
、
集
落

の
娘
に
手
を
出
し
た
と
し
て
足
腰
た
た
な
い
ほ
ど
の
制
裁
が
く
わ
え
ら
れ
る
怖
れ
が

多
分
に
あ
る
。
お
っ
か
ぁ
よ
り
こ
の
方
が
恐
ろ
し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。

　
子
供
時
代
の
、
雨
の
日
の
納
屋
の
遊
び
事
に
は
じ
ま
り
、
博
労
に
な
っ
て
見
聞

し
、
み
ず
か
ら
も
体
験
し
た
性
は
あ
ま
り
に
も
日
常
的
で
、
日
常
的
で
あ
る
が
ゆ
え

に
罪
を
意
識
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
お
っ
か
ぁ
と
若
い
衆
へ
の
恐
怖
は
抑

え
が
た
い
、
し
か
し
互
い
に
離
れ
が
た
い
。
と
す
れ
ば
逃
げ
る
し
か
な
い
。
逃
げ
る

に
し
く
は
な
い
と
山
を
越
え
た
。

　
母
子
相
婚
が
禁
忌
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
母
兄
弟
姉
妹
間
の
通
婚
を
神
が

許
さ
な
か
っ
た
の
は
、
例
え
ば
允
恭
天
皇
紀
に
伝
え
る
木
梨
軽
皇
子
と
軽
大
娘
皇
女

の
物
語
に
詳
し
い
。
そ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
あ
る
通
婚
の
禁
忌
の
な
か
で
、
古
来
こ

の
国
は
母
と
そ
の
娘
に
通
ず
る
の
を
国
津
罪
の
一
つ
に
あ
げ
て
厳
し
く
戒
め
て
き
た

の
で
あ
り
、
あ
の
光
源
氏
が
注
意
深
く
避
け
て
い
た
の
は
冒
頭
に
み
て
お
い
た
と
お

り
で
あ
る
。

　
母
子
相
婚
が
他
か
ら
強
い
ら
れ
た
禁
忌
で
は
な
く
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
の
お
の

ず
か
ら
な
る
戒
め
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
母
娘
と
の
通
婚
も
ま
た
お
の
ず
か
ら
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
、
人
間
普
遍
の
禁
忌
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
檮

原
老
は
そ
う
い
う
禁
忌
の
存
在
を
し
ら
ず
、
犯
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
さ
ら
さ
ら

な
か
っ
た
よ
う
だ
。
性
が
日
常
の
暮
ら
し
の
中
に
あ
か
ら
さ
ま
に
在
る
の
で
、
禁
忌

と
い
う
認
識
の
生
じ
よ
う
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
す
が
、
飯
が
あ
る
か
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ら
飯
を
食
っ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
、
飯
を
食
う
こ
と
に
な
ん
の
禁
忌
性
も
な
い
よ

う
に
、
そ
こ
に
女
が
在
る
か
ら
交
わ
る
と
い
う
感
じ
す
ら
お
ぼ
え
る
。
事
情
は
女
に

お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
に
神
へ
の
恐
れ
は
な
い
。
罪
の
意
識
も
な
い
。
若
い

衆
の
制
裁
、
人
間
へ
の
怖
れ
だ
け
が
あ
っ
た
。

　
小
さ
な
納
屋
を
借
り
、
二
人
で
世
帯
を
は
り
、
紙
問
屋
の
手
先
に
な
っ
て
楮
を

買
っ
て
歩
い
た
こ
の
三
年
ほ
ど
が
「
一
番
人
間
ら
し
い
暮
し
を
し
た
時
」（
２

－

一
四

六
）
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
意
味
で
理
解
で
き
る
。
視
線
を
一
つ
ず
ら
せ
ば
、

通
婚
し
た
女
の
娘
と
の
婚
姻
生
活
が
「
人
間
ら
し
い
暮
し
」
に
な
ん
ら
抵
触
し
て
い

な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
性
は
こ
こ
ま
で
規
範
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

3
　
役
人
の
嫁
さ
ん

　
檮
原
老
の
言
う
「
人
間
ら
し
い
暮
し
」
は
三
年
ほ
ど
で
お
わ
っ
た
。

　
楮
買
い
は
仕
事
の
都
合
上
官
林
の
役
人
に
会
う
必
要
が
あ
り
、
彼
も
担
当
の
役
人

に
よ
く
会
っ
た
。
役
人
は
一
軒
家
に
夫
婦
で
住
ん
で
お
り
、
嫁
さ
ん
は
土
佐
の
人
で

「
色
は
あ
ん
ま
り
白
う
は
な
い
が
、
眉
の
濃
い
、
黒
い
目
の
大
け
え
、
鼻
す
じ
の

通
っ
た
、
そ
れ
で
ま
た
気
の
や
お
い
（
や
わ
ら
か
な
）
人
で
」、「
い
く
と
い
つ
も
茶

を
出
し
て
く
れ
た
」（
２

－

一
四
六
）。
博
労
時
代
に
は
一
人
前
に
扱
わ
れ
な
か
っ
た
男
に

は
、
行
け
ば
い
つ
も
お
茶
を
出
し
て
く
れ
る
だ
け
で
も
そ
の
気
遣
い
が
う
れ
し
い
の

に
、
ま
し
て
美
し
い
嫁
さ
ん
で
あ
る
、
心
に
し
み
る
も
の
が
あ
っ
た
。
嫁
さ
ん
に
ひ

か
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
で
あ
る
。

　
旦
那
不
在
の
日
、
洗
濯
を
す
る
嫁
さ
ん
を
見
な
が
ら
話
し
こ
ん
だ
。
話
の
種
は
牛

し
か
な
い
の
で
「
人
を
だ
ま
し
て
牛
を
売
買
す
る
話
を
し
て
き
か
せ
た
」（
２

－

一
四

六
）
の
は
、
話
を
お
も
し
ろ
く
し
て
ご
機
嫌
を
伺
お
う
と
す
る
底
意
が
見
え
な
く
も

な
い
。
嫁
さ
ん
が
濯
ぎ
の
水
を
井
戸
か
ら
汲
み
あ
げ
よ
う
と
す
る
と
、
汲
ん
で
や

る
。
盥
の
水
は
捨
て
て
あ
げ
た
。「
あ
な
た
は
ほ
ん
と
に
親
切
じ
ゃ
」（
２

－

一
四
七
）
と

礼
を
言
わ
れ
た
。
巡
査
と
同
じ
官
服
を
着
て
サ
ー
ベ
ル
を
吊
っ
た
、
偉
い
役
人
の
嫁

さ
ん
に
礼
を
言
わ
れ
る
な
ど
初
め
て
の
こ
と
、
そ
れ
か
ら
は
旦
那
の
不
在
を
み
は
か

ら
っ
て
訪
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
家
は
お
く
ま
っ
た
小
高
い
所
に
あ
る
の
で
人
目
に

つ
か
な
い
。
時
に
は
駄
菓
子
を
、
ま
た
あ
る
時
は
町
へ
出
た
つ
い
で
に
珍
し
い
も
の

を
買
っ
て
は
婆
（
妻
）
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
持
っ
て
い
っ
た
。

　「
わ
し
な
ん
ど
に
ゆ
る
す
人
で
は
な
い
と
思
う
と
っ
た
が
」（
２

－

一
四
七
）
と
い
う
の

は
、
ほ
し
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
っ
た
わ
け
で
、
た
だ
身
分
が
違
い
過
ぎ
る
し
、
人

柄
か
ら
し
て
も
旦
那
以
外
の
男
に
ゆ
る
す
人
と
も
思
え
ず
、
き
ざ
し
て
く
る
欲
望
を

抑
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
訪
ね
て
行
け
ば
主
人
が
不
在
だ
か
ら
と
言
っ
て
返
さ
れ
も
し
な
い
。
話
し
を
す
れ

ば
聞
い
て
く
れ
る
。
さ
さ
や
か
な
手
土
産
も
受
け
取
っ
て
く
れ
、
手
伝
い
ま
し
ょ
う

と
言
え
ば
手
伝
わ
せ
て
く
れ
る
。
よ
そ
者
の
一
軒
家
暮
ら
し
で
知
人
は
い
な
い
、
旦

那
は
留
守
が
ち
、
だ
か
ら
訪
ね
て
来
る
者
が
あ
れ
ば
世
間
話
で
も
し
な
が
ら
一
時
の

間
を
過
ご
す
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
が
、
経
験
豊
富
な
男
の
嗅
覚
は
な

に
や
ら
を
嗅
ぎ
と
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。

　
洗
濯
物
干
し
を
手
伝
っ
て
い
て
、「
つ
い
手
が
ふ
れ
て
、
わ
し
が
手
を
に
ぎ
っ
た

ら
ふ
り
は
な
し
も
し
な
か
っ
た
」（
２

－

一
四
七
）。「
つ
い
」
は
本
当
に
「
つ
い
」
な
の

か
、
そ
れ
と
も
「
つ
い
」
の
ふ
り
を
し
て
女
の
気
持
ち
を
聞
い
て
み
た
も
の
で
あ
っ

た
か
。
人
目
の
な
い
一
軒
家
の
庭
先
で
、
並
ん
で
洗
濯
物
を
干
す
男
と
女
の
風
景
は

傍
目
に
も
か
ぎ
り
な
く
親
密
な
関
係
を
思
わ
せ
る
も
の
で
、
男
は
自
分
に
対
す
る
壁

が
低
く
な
っ
て
い
る
の
を
察
し
て
「
つ
い
」
手
を
ふ
れ
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
ふ
り
は
な
さ
な
か
っ
た
の
は
、
じ
っ
と
握
ら
れ
る
ま
ま
に
握
ら
れ
て
い
た
と
い
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う
こ
と
、
男
を
ゆ
る
し
た
の
で
あ
る
。

　
男
の
気
持
ち
も
揺
れ
た
で
あ
ろ
う
。
手
ま
で
は
ゆ
る
し
て
も
、
旦
那
の
目
を
盗
ん

で
、
ど
こ
の
馬
の
骨
と
も
わ
か
ら
ぬ
男
と
寝
る
人
と
も
思
え
な
い
。
自
分
を
一
人
前

に
扱
っ
て
く
れ
た
、
や
さ
し
く
て
美
し
い
人
を
性
の
泥
沼
に
引
き
ず
り
込
ん
で
は
な

ら
な
い
と
い
う
自
制
の
気
持
ち
も
は
た
ら
い
た
か
。
し
か
し
、
と
う
と
う
「
ど
う
し

て
も
そ
の
嫁
さ
ん
と
ね
て
み
と
う
な
っ
て
」（
２

－

一
四
八
）
訪
ね
て
行
っ
た
。
秋
で
あ
っ

た
。
洗
濯
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
「
声
を
か
け
る
と
ニ
コ
ッ
と
笑
う
た
」。
た
だ
で

さ
え
自
分
に
む
け
ら
れ
た
女
性
の
笑
顔
は
う
れ
し
い
も
の
で
、
ま
し
て
美
人
の
「
ニ

コ
ッ
と
笑
う
た
」
笑
顔
は
男
の
心
を
は
ず
ま
せ
る
。
軽
い
会
釈
し
か
か
え
っ
て
こ
な

か
っ
た
ら
、「
上
の
大
師
堂
で
待
っ
て
る
で
」（
２

－

一
四
八
）
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
言
う
と
、
逃
げ
る
よ
う
に
大
師
堂
へ
上
る
坂
道

を
息
せ
き
き
っ
て
上
っ
て
い
っ
た
。

　「
嫁
さ
ん
と
ね
て
み
と
う
な
っ
て
」
と
言
っ
た
の
は
露
骨
だ
が
、
肉
欲
の
一
点
だ

け
で
女
を
か
ま
い
、
世
間
を
渡
っ
て
き
た
男
は
そ
れ
し
か
言
葉
を
も
た
な
か
っ
た
か

ら
で
、
幾
度
が
訪
ね
て
い
る
う
ち
に
今
ま
で
女
性
に
対
し
て
お
ぼ
え
た
こ
と
の
な
い

美
し
い
も
の
、
や
わ
ら
か
で
熱
い
も
の
、
月
並
み
な
物
言
い
を
す
れ
ば
恋
慕
に
似

た
、
心
ひ
か
れ
る
も
の
を
お
ぼ
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
四
角
な
大
師
堂
は
急
な
坂
道
を
一
丁
ほ
ど
上
が
っ
た
、
大
き
な
松
の
木
の
下
に

建
っ
て
い
た
。
毎
月
二
十
一
日
以
外
に
人
の
参
詣
は
な
い
。「
え
ら
い
事
を
い
っ
た

も
ん
じ
ゃ
」
と
「
半
分
後
悔
」
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
待
っ
て
い
る
と
、
小
半
時
ほ

ど
し
て
、
絣
の
着
物
を
着
た
嫁
さ
ん
が
前
掛
け
で
手
を
拭
き
拭
き
し
て
上
が
っ
て
く

る
の
が
見
え
た
。
夕
日
が
小
松
に
さ
し
て
い
た
。
あ
と
四
、
五
間
の
と
こ
ろ
で
嫁
さ

ん
が
上
を
見
上
げ
た
の
で
「
わ
し
が
ニ
コ
ッ
と
笑
う
」（
２

－

一
四
九
）
と
「
嫁
さ
ん
も

ニ
コ
ッ
と
笑
い
な
さ
っ
た
」。
手
を
と
っ
て
お
堂
の
あ
が
り
段
に
腰
を
お
ろ
す
と
、

嫁
さ
ん
は
人
目
に
つ
く
と
い
け
な
い
か
ら
と
堂
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
彼
も
入
っ

て
い
っ
た
。

　
　「
わ
し
の
よ
う
な
者
の
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
き
く
気
に
な
り
な
さ
っ
た
か
」

（
２

－
一
四
九
）

官
服
に
サ
ー
ベ
ル
吊
っ
た
役
人
の
お
だ
や
か
で
美
し
い
妻
、
主
人
の
留
守
を
し
ず
か

に
守
っ
て
、
と
て
も
道
を
踏
み
外
す
と
は
思
え
な
い
だ
け
に
、
そ
う
尋
ね
て
み
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　「
あ
ん
た
は
心
の
や
さ
し
い
え
え
人
じ
ゃ
、
女
は
そ
う
い
う
も
の
が
一
番
ほ
し

い
ん
じ
ゃ
」

旦
那
は
厳
め
し
い
役
人
に
あ
り
が
ち
な
堅
い
ば
か
り
の
人
で
、
嫁
さ
ん
に
冗
談
の
一

つ
も
言
わ
な
い
人
だ
っ
た
か
。
洗
濯
の
手
伝
い
な
ど
男
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
、

家
事
の
一
切
を
嫁
さ
ん
に
ま
か
せ
き
り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
昼
日
中
は
話
し
相

手
も
な
い
。
そ
こ
へ
現
れ
た
男
は
、
嫁
さ
ん
か
ら
す
れ
ば
下
衆
の
分
際
で
あ
っ
た

が
、
牛
の
売
り
買
い
話
か
ら
井
戸
の
水
汲
み
、
洗
濯
物
干
し
、
果
て
は
さ
さ
や
か
な

駄
菓
子
の
手
土
産
ま
で
、
男
の
し
て
く
れ
る
こ
と
の
一
つ
ひ
と
つ
が
や
さ
し
さ
と
し

て
嫁
さ
ん
の
胸
に
し
み
た
。
い
つ
の
世
に
も
女
は
男
に
や
さ
し
さ
を
も
と
め
、
や
さ

し
さ
を
受
け
た
と
き
心
を
ひ
ら
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　
男
は
魂
胆
が
あ
っ
て
し
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
い
い
嫁
さ
ん
だ
か
ら
、
自
然
に

そ
う
い
う
振
舞
い
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。
肉
欲
だ
け
で
世
間
を
わ
た
っ
て
き
た
男

が
は
じ
め
て
知
っ
た
、
女
の
胸
の
う
ち
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
四
、
五
回
く
ら
い
会
っ
た
。

　
身
分
の
高
い
女
性
で
「
は
じ
め
て
一
人
ま
え
に
取
り
扱
こ
う
て
く
れ
た
人
」（
２

－

一
四
九
）
に
対
す
る
思
い
は
純
粋
な
思
慕
に
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
一
方
で

は
迷
惑
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
も
強
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
逢
引
を
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重
ね
て
い
た
ら
、
人
目
の
な
い
と
こ
ろ
と
は
言
っ
て
も
い
つ
か
は
き
っ
と
ば
れ
る
も

の
だ
。
身
を
引
く
べ
き
だ
と
思
っ
た
。「
女
と
関
係
し
て
も
そ
れ
で
女
が
身
の
も
て

ん
よ
う
な
事
が
あ
っ
て
は
な
ら
ん
か
ら
、
人
に
知
ら
れ
る
ま
え
に
手
を
き
っ
た
」（
２

－

一
五
七
）
の
は
、
わ
が
欲
情
よ
り
も
女
に
配
慮
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ど
れ
だ
け
の
女
と
肉
欲
だ
け
の
か
か
わ
り
を
も
っ
た
か
わ
か
り
も
し
な
い
、
現
に

母
と
そ
の
娘
に
通
ず
る
非
道
の
男
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
の
は
、
人

間
の
道
が
見
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
か
。

　
檮
原
老
は
嫁
さ
ん
に
は
も
ち
ろ
ん
、
婆
に
も
黙
っ
て
「
四
年
目
に
ま
た
雪
の
ふ
る

道
を
一
人
で
伊
予
へ
も
ど
っ
」（
２

－

一
四
九
）
て
行
っ
た
。
嫁
さ
ん
と
の
別
れ
は
、
振

り
返
っ
て
見
て
、
生
涯
も
っ
と
も
身
に
こ
た
え
て
、
半
年
は
「
気
の
ぬ
け
た
よ
う
に

暮
し
た
」。
峠
の
上
ま
で
行
っ
て
戻
っ
て
来
る
こ
と
が
何
度
も
あ
っ
た
。

　
立
ち
直
る
の
に
半
年
を
要
し
て
再
び
博
労
に
な
り
、「
そ
れ
か
ら
の
わ
し
は
こ
れ

と
思
う
女
を
み
な
か
も
う
た
」（
２

－

一
五
〇
）
の
は
、
嫁
さ
ん
へ
の
気
持
ち
が
純
粋
で

強
か
っ
た
こ
と
の
反
作
用
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
女
性
へ
の
こ
れ
ほ
ど
の
思
い
込
み

は
、
色
好
み
の
男
の
一
つ
の
姿
で
は
あ
っ
た
。「
み
な
か
も
う
た
」
の
を
一
概
に
否

定
し
去
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
。

4
　
県
会
議
員
の
お
方

　
伊
予
へ
逃
げ
帰
っ
た
あ
と
、
妻
も
戻
っ
て
き
て
お
っ
か
ぁ
と
同
居
し
た
。
檮
原
老

は
時
々
立
ち
寄
る
だ
け
で
、
お
っ
か
ぁ
に
は
男
が
で
き
て
い
た
。
当
然
で
あ
る
。

　
あ
る
時
、
伊
予
の
奥
で
は
一
番
の
県
会
議
員
に
、
人
力
車
の
上
か
ら
「
ば
く
ろ

う
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
道
で
会
え
ば
頭
を
下
げ
て
は
い
た
が
、
声
を

か
け
ら
れ
た
の
は
は
じ
め
て
だ
っ
た
。
よ
い
牛
を
、
お
と
な
し
い
牝
牛
を
世
話
し
て

く
れ
、
家
に
行
け
ば
お
方
が
い
る
の
で
よ
く
相
談
し
て
お
い
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。

　
そ
の
地
方
に
は
縁
が
な
く
、
ま
た
立
派
な
博
労
も
大
勢
い
る
の
に
、
通
り
が
か
り

に
声
を
か
け
ら
れ
た
の
を
奇
貨
と
し
て
訪
ね
る
と
、
家
は
高
い
石
垣
、
石
段
、
長
屋

門
と
城
の
よ
う
な
屋
敷
で
あ
っ
た
。
勝
手
口
か
ら
用
向
き
を
言
う
と
、
お
方
さ
ま
が

出
て
き
た
。
四
十
ま
え
で
、
色
白
、
ぽ
っ
ち
ゃ
り
、
品
が
よ
く
て
観
音
様
の
よ
う
な

お
方
で
あ
っ
た
。
下
男
下
女
ま
か
せ
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
牛
の
駄
屋
ま
で
行
っ

て
、
大
き
な
牛
は
い
ら
ぬ
、
仕
事
は
よ
く
で
き
て
も
牡
牛
は
気
が
荒
く
て
、
牝
牛
に

か
え
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
旦
那
は
留
守
が
ち
、
女
手
で
家
を
切
り
回
す
の
は
骨

が
折
れ
て
、
田
は
小
作
に
あ
ず
け
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま

で
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
「
も
の
い
い
の
や
さ
し
い
」（
２

－

一
五
一
）
お
方
で
、
噂
に

聞
い
て
い
た
と
お
り
の
「
別
嬪
の
お
と
な
し
い
お
か
た
さ
ま
」
で
あ
っ
た
。

　
檮
原
老
は
張
り
切
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
気
に
入
っ
て
も
ら
え
る
牛
を
さ
が
し
出
し

て
追
う
て
行
く
と
、
喜
ん
で
も
ら
え
た
。
今
ま
で
飼
っ
て
い
た
牛
を
引
き
出
そ
う
と

す
る
と
、「
赤
飯
を
た
い
て
食
べ
さ
せ
る
や
ら
、
酒
を
飲
ま
せ
る
や
ら
、
人
間
を
扱

う
の
と
ち
っ
と
も
ち
が
わ
」
な
か
っ
た
（
２

－

一
五
二
）。
連
絡
は
入
れ
て
あ
っ
た
ろ
う

か
ら
、
赤
飯
も
酒
も
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
牛
を
引
い
て
行
く
時
は

「
え
え
と
こ
へ
い
っ
て
大
事
に
飼
う
て
も
ら
い
や
」
と
ポ
ロ
ポ
ロ
と
涙
を
落
と
し

た
。
出
た
と
こ
勝
負
に
あ
け
く
れ
る
檮
原
老
も
「
な
ん
と
ま
ァ
や
さ
し
い
人
も
あ
る

も
ん
じ
ゃ
」
と
い
た
く
胸
を
う
た
れ
、「
て
ん
で
も
の
が
ち
が
う
ん
ぞ
な
」（
２

－

一
五

二
）
と
感
に
堪
え
た
。

　
牛
を
見
に
時
ど
き
訪
ね
た
が
、
旦
那
は
滅
多
に
い
な
か
っ
た
。
夫
婦
仲
は
悪
く
は

な
か
っ
た
が
子
供
は
な
か
っ
た
。
宇
和
島
の
妾
に
子
供
が
三
人
い
る
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。

　
あ
る
日
、
八
つ
下
り
（
午
後
三
時
）
頃
訪
ね
る
と
女
子
衆
も
男
衆
も
出
て
こ
な
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い
。
大
声
で
「
ご
め
ん
な
さ
れ
」（
２

－

一
五
二
）
と
言
う
と
、
襷
が
け
し
た
お
方
が
裏

の
方
か
ら
出
て
き
た
。
牛
の
世
話
を
し
て
い
た
と
の
こ
と
、
こ
れ
も
驚
き
で
あ
っ

た
。
牛
の
駄
屋
に
ま
わ
っ
て
み
る
と
牛
は
「
き
れ
い
に
こ
す
っ
て
」（
２

－

一
五
三
）
あ
っ

た
。

　
　「
そ
う
い
う
こ
と
は
男
衆
に
さ
せ
な
さ
れ
ま
せ
。
お
か
た
さ
ま
の
よ
う
な
方
の

す
る
も
ん
じ
ゃ
ァ
あ
り
ま
せ
ん
」

　
　「
わ
た
し
は
牛
が
す
き
で
、
八
つ
下
り
に
な
る
と
、
下
女
に
茶
を
持
た
せ
て
畑

仕
事
を
し
て
い
る
男
衆
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
、
そ
の
間
に
こ
う
し
て
牛
の
世
話

を
す
る
の
じ
ゃ
」

こ
れ
に
も
驚
い
た
が
、
八
つ
下
り
に
行
け
ば
お
方
一
人
だ
と
わ
か
っ
て
、
悪
い
と
知

り
な
が
ら
そ
の
時
刻
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
話
と
言
っ
て
は
牛
の
こ
と
だ
け
、
お
方
の
側
に
い
る
と
い
い
気
持
ち
で
、「
い
つ

も
一
緒
に
な
っ
て
手
伝
っ
て
お
っ
た
」
の
は
役
人
の
嫁
さ
ん
の
場
合
と
か
わ
ら
な

い
。
留
守
を
守
る
さ
び
し
い
女
の
気
持
ち
を
手
伝
い
か
ら
ほ
ぐ
し
て
い
く
の
は
、
檮

原
老
の
身
に
つ
い
た
技
の
よ
う
で
、
こ
こ
で
聞
き
手
の
宮
本
常
一
氏
は
役
人
の
嫁
さ

ん
を
思
い
出
さ
な
い
か
と
尋
ね
て
い
る
。
胸
に
こ
た
え
る
質
問
で
あ
っ
た
。「
あ
ん

た
も
悪
い
お
人
じ
ゃ
」（
２

－

一
五
三
）
と
受
け
と
め
て
、
こ
れ
が
浮
気
と
い
う
も
の
か

と
思
っ
た
と
答
え
た
の
は
、
嫁
さ
ん
は
本
気
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

嫁
さ
ん
が
本
物
で
こ
ち
ら
は
浮
気
と
い
う
に
し
て
は
、
お
方
へ
の
気
の
入
れ
よ
う
が

尋
常
で
は
な
い
。
前
引
の
よ
う
に
お
方
の
人
柄
の
よ
さ
を
並
べ
立
て
て
い
る
の
か
ら

し
て
も
、
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
嫁
さ
ん
も
本
気
だ
っ
た
、
こ

ち
ら
も
本
気
、
そ
れ
が
い
つ
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
嫁
さ
ん
を
片
時
も
忘

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
言
葉
に
、
多
少
の
誇
張
は
あ
る
に
せ
よ
嘘
は
あ
る
ま

い
。
男
の
女
性
に
よ
せ
る
気
持
ち
は
、
だ
れ
か
一
人
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
。
こ

れ
が
平
安
の
昔
も
今
も
か
わ
ら
ぬ
男
の
気
質
で
、
色
好
み
と
は
そ
う
い
う
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
。
世
間
の
底
辺
に
あ
っ
て
、
女
を
か
も
う
て
日
を
お
く
る
博
労
の
身
に
色

好
み
の
伝
統
は
、
細
ぼ
そ
な
が
ら
な
お
流
れ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
か
。

　
お
方
に
惚
れ
な
が
ら
「
手
を
か
け
ち
ゃ
ァ
い
か
ん
と
思
う
」（
２

－

一
五
四
）。
し
か
し

「
い
か
ん
」
こ
と
だ
と
思
う
に
し
ろ
「
手
を
か
け
る
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
以

上
、「
手
を
か
け
る
」
ま
で
一
歩
で
あ
る
。
気
持
ち
を
抑
え
き
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ

る
。
お
方
の
と
こ
ろ
へ
行
く
時
は
、
女
に
か
も
う
て
腎
虚
に
し
て
出
か
け
て
い
る
の

は
、
精
が
た
ま
っ
て
い
た
ら
手
が
で
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
れ
ほ
ど
抑
制
に
自
信

が
持
て
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
や
は
り
、
抑
え
き
れ
ず
「
わ
な
に
か
け
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
」（
２

－

一
五
四
）。
よ

い
牝
牛
だ
か
ら
子
を
取
り
ま
し
ょ
う
と
持
ち
か
け
た
の
で
あ
る
。
牛
の
交
尾
を
見
せ

て
刺
激
を
与
え
、
焚
き
つ
け
て
み
よ
う
と
い
う
魂
胆
な
の
だ
。
反
応
が
な
け
れ
ば
や

む
を
得
な
い
、
あ
き
ら
め
る
ま
で
だ
。

　
檮
原
老
が
よ
い
牡
牛
を
借
り
て
行
く
と
、
お
方
は
駄
屋
を
き
れ
い
に
し
、
敷
藁
を

か
え
、
牛
も
ぴ
か
ぴ
か
に
み
が
い
て
待
っ
て
い
た
。
牛
の
糞
は
ゆ
る
く
て
肛
門
の
あ

た
り
が
汚
れ
が
ち
な
も
の
だ
が
、
全
身
磨
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
婿
を
迎
え
る

花
嫁
に
化
粧
を
ほ
ど
こ
す
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
方
さ
ま
ほ

ど
牛
を
大
事
に
す
る
人
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
、
つ
ぎ
の
言
葉
が
す
ら
り
と

で
た
。

　
　「
ど
だ
い
尻
を
な
め
て
も
え
え
ほ
ど
き
れ
い
に
し
て
お
ら
れ
る
」
と
い
う
た

ら
、
そ
れ
こ
そ
お
か
し
そ
う
に

　
　「
あ
ん
な
こ
と
い
い
な
さ
る
。
ど
ん
な
に
き
れ
い
に
し
て
も
尻
が
な
め
ら
れ
よ

う
か
」
と
い
い
な
さ
る
。

　
　「
な
め
ま
す
で
、
な
め
ま
す
で
、
牛
ど
う
し
で
も
な
め
ま
す
で
。
す
き
な
女
の
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お
尻
な
ら
わ
た
し
で
も
な
め
ま
す
で
」（
２

－

一
五
四
）

失
礼
な
、
と
怒
ら
な
か
っ
た
。
真
っ
赤
に
な
っ
て
向
う
を
む
い
た
お
方
に
「
い
い
す

ぎ
た
」
と
思
っ
た
男
は
牡
牛
を
牝
牛
の
と
こ
ろ
へ
引
い
て
行
っ
た
。

　
言
い
過
ぎ
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
絶
妙
の
話
術
だ
。
も
と
も
と
性
的
な
刺
激
を
あ

た
え
て
様
子
を
見
て
み
よ
う
と
い
う
た
く
ら
み
か
ら
始
め
た
こ
と
だ
か
ら
、
性
的
に

露
骨
な
話
を
し
て
お
い
て
、
つ
ぎ
に
交
尾
を
み
せ
る
と
い
う
の
は
一
連
の
流
れ
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
き
れ
い
な
牛
と
褒
め
て
、
こ
れ
な
ら
尻
で
も
な
め
ら
れ
る
と
転
じ

て
、
さ
ら
に
女
の
云
々
と
も
っ
て
い
っ
た
の
が
妙
な
の
だ
。
お
方
が
顔
を
真
っ
赤
に

し
た
の
は
満
足
す
べ
き
反
応
で
あ
っ
た
。

　
女
の
尻
を
な
め
る
な
ど
、
ど
だ
い
男
が
女
に
し
て
よ
い
話
で
は
な
い
。
ま
し
て
博

労
風
情
が
気
品
を
そ
な
え
た
高
い
身
分
の
女
性
に
言
う
べ
き
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ

を
口
に
し
て
機
嫌
を
そ
こ
ね
ず
、
仕
掛
け
た
わ
な
に
と
ら
え
得
た
の
だ
か
ら
絶
妙
の

話
術
だ
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
無
学
に
し
て
粗
野
、
女
た
ら
し
の
博
労
に
し
て
こ
の

話
術
は
、
す
ぐ
れ
た
色
好
み
の
証
し
で
あ
っ
た
。

　
男
は
牡
牛
を
牝
牛
の
所
へ
引
い
て
行
き
、
仕
事
に
か
か
っ
た
。
交
尾
さ
せ
る
こ
と

に
一
所
懸
命
で
、
お
方
に
気
を
取
ら
れ
る
ひ
ま
も
な
か
っ
た
が
、
済
ま
せ
て
お
方
の

方
を
見
る
と
、
じ
い
っ
と
見
て
い
る
。

　
牡
牛
は
済
ま
せ
た
あ
と
牝
牛
の
尻
を
な
め
る
の
で
、

　
　「
そ
れ
見
な
さ
れ
…
…
」
と
い
う
と
、「
牛
の
ほ
う
が
愛
情
が
深
い
の
か
知
ら
」

と
い
い
な
さ
っ
た
。
わ
し
は
な
ァ
そ
の
時
は
っ
と
気
が
つ
い
た
。「
こ
の
方
は

あ
ん
ま
り
し
あ
わ
せ
で
は
な
い
の
だ
な
ァ
」
と
の
う
。「
お
か
た
さ
ま
、
お
か

た
さ
ま
、
人
間
も
か
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
で
。
わ
し
な
ら
、
い
く
ら
で
も
お
か
た

さ
ま
の
…
…
」。
お
か
た
さ
ま
は
何
も
い
わ
だ
っ
た
。（
２

－

一
五
五
）

「
牛
の
ほ
う
が
」
と
い
う
言
葉
の
前
に
「
人
間
よ
り
も
」
が
あ
る
は
ず
で
、
男
が
そ

こ
に
お
方
の
「
あ
ん
ま
り
し
あ
わ
せ
で
は
な
い
」
悲
し
み
を
感
知
し
た
の
は
、
人
間

の
「
あ
は
れ
」
を
感
得
す
る
触
覚
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
父

母
の
顔
も
知
ら
ず
、
学
校
に
も
あ
が
ら
ず
世
間
を
わ
た
っ
て
き
た
男
が
お
の
ず
か
ら

養
っ
た
人
を
見
る
目
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。

　
男
の
手
を
し
っ
か
り
に
ぎ
り
、
目
に
い
っ
ぱ
い
涙
を
た
め
て
、
お
方
は
な
に
も
言

わ
な
か
っ
た
。

　
　
わ
し
は
牛
の
駄
屋
の
隣
の
納
屋
の
藁
の
中
で
お
か
た
さ
ま
と
寝
た
。（
２

－

一
五
五
）

藁
の
中
で
お
方
を
抱
い
た
と
き
、
雨
の
日
に
子
守
た
ち
と
寝
こ
ろ
が
っ
た
納
屋
の
藁

を
思
い
出
し
た
か
。
観
音
様
を
い
だ
く
勿
体
な
さ
に
、
思
い
う
か
べ
る
余
裕
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
役
人
の
嫁
さ
ん
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
こ
こ
に
い
た
れ
ば
、
淫
靡
淫

乱
と
か
浮
気
と
か
、
は
た
ま
た
貞
操
と
か
は
問
題
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
男
の
真
摯

な
欲
情
が
女
を
つ
き
動
か
し
、
女
も
木
石
で
は
な
い
。
人
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
な

の
だ
。

　「
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
わ
し
は
お
か
た
さ
ま
を
守
っ
て
あ
げ
ね
ば
な
ら
ん

と
思
う
た
」
の
に
嘘
は
な
か
っ
た
。
極
道
し
た
こ
と
も
、
嫁
さ
ん
の
こ
と
も
み
な
話

し
た
。
自
分
に
具
合
の
悪
い
こ
と
を
残
り
な
く
話
せ
ば
か
え
っ
て
信
用
さ
れ
る
と
い

う
の
は
人
間
心
理
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
狙
い
で
は
な
く
、
美

し
く
て
や
さ
し
い
お
方
が
さ
び
し
く
し
て
お
い
で
な
の
を
見
る
と
「
人
間
の
屑

じ
ゃ
。
屑
じ
ゃ
が
何
ぞ
の
役
に
た
つ
か
も
わ
か
ら
ん
か
ら
、
用
立
て
て
つ
か
ァ
さ
れ

ま
せ
」（
２

－

一
五
五
）
と
言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
然
と
口
を
つ
い
て
出
て

き
た
言
葉
に
は
力
が
あ
り
、
お
方
は
「
涙
を
な
が
し
て
喜
ば
れ
た
」。

　
お
方
に
、
わ
た
し
は
こ
ん
な
下
衆
、
博
労
に
し
か
慰
め
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
無

残
の
思
い
が
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
お
方
の
人
間
の
器
量
を
物
語
る
。
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人
間
の
屑
と
自
認
す
る
博
労
に
し
て
こ
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
時
、
檮
原
老
は
手

練
手
管
の
男
で
は
な
く
、
一
個
の
純
粋
人
間
に
な
り
か
わ
っ
て
い
る
。
美
し
い
お
人

を
お
慰
め
し
て
さ
し
あ
げ
た
い
、
お
守
り
し
た
い
と
い
う
願
い
は
こ
こ
ま
で
人
間
を

純
粋
に
し
、
女
性
の
心
を
突
き
動
か
す
の
だ
。
そ
れ
が
色
好
み
の
極
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
後
ろ
暗
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
周
囲
は
気
づ
か
ず
な
ん
と
も
思
っ
て
い
な
い
の
に
人

目
が
気
に
な
る
の
は
誰
に
も
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
、
檮
原
老
は
、
関
係
が
出
来
て
か

ら
は
今
ま
で
の
よ
う
に
気
楽
に
訪
ね
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
お
方
に
会

い
た
く
て
、
牛
を
見
に
と
い
う
口
実
で
出
か
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
「
も
う
わ
し
の
ほ
う
で
す
す
う
で
手
出
し
は
せ
な
ん
だ
」（
２

－
一
五
五
）
と
い
う
。

そ
れ
は
お
方
の
方
か
ら
手
を
さ
し
伸
べ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
関
係
が
で
き
て
し

ま
え
ば
自
分
か
ら
手
出
し
を
し
な
い
で
も
、
牛
の
話
を
し
、
手
伝
い
を
し
て
い
る
う

ち
に
、
お
方
の
方
か
ら
求
め
て
く
る
と
読
ん
だ
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
女
の
方

か
ら
求
め
て
き
た
場
合
、
女
が
よ
り
激
し
く
燃
え
る
の
は
察
し
が
つ
く
。
お
方
の
心

に
も
か
ら
だ
に
も
火
が
点
い
た
の
を
見
て
し
ま
っ
た
檮
原
老
に
、
そ
れ
く
ら
い
の
計

算
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
人
の
女
性
に
対
し
て
純
粋
に
な
り
、
時
に
は
計
算
も
し
て
動
く
の
が
人
間
な
の

で
あ
ろ
う
。
純
粋
だ
け
で
は
窮
屈
、
計
算
ば
か
り
で
は
卑
し
い
、
両
方
あ
っ
て
人
間

の
器
量
は
大
き
く
な
る
の
だ
。
愛
と
情
欲
の
二
つ
を
も
と
め
て
、
知
恵
を
尽
く
す
の

も
す
ぐ
れ
た
色
好
み
で
あ
っ
た
。

　
春
に
始
ま
っ
た
二
人
の
関
係
は
冬
に
終
わ
っ
た
。
性
に
無
節
操
な
博
労
を
「
一
人

前
に
情
を
か
け
て
」
く
れ
た
お
方
が
風
邪
か
ら
肺
炎
に
な
っ
て
ぽ
っ
く
り
亡
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。
檮
原
老
は
「
三
日
三
晩
、
寝
こ
ん
だ
ま
ま
男
泣
き
に
泣
い
た
」（
２

－

一
五
五
）。

5
　
檮
原
老
の
述
懐

　
お
方
の
急
死
に
悲
嘆
の
底
に
落
ち
は
し
た
も
の
の
女
を
絶
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
ど
ん
な
女
で
も
、
や
さ
し
く
す
れ
ば
み
ん
な
ゆ
る
す
も
ん
ぞ
な
。（
２

－

一
五
六
）

た
し
か
に
嫁
さ
ん
へ
の
、
お
方
へ
の
檮
原
老
は
こ
の
上
な
く
や
さ
し
か
っ
た
。
男
と

い
う
男
が
檮
原
老
を
信
用
し
な
か
っ
た
な
か
で
「
女
だ
け
は
わ
し
の
い
い
な
り
に

な
っ
た
」
の
は
や
さ
し
く
し
た
か
ら
だ
。

　
男
は
「
み
な
女
を
粗
末
に
す
る
」（
２

－

一
五
六
）。
県
会
議
員
だ
っ
て
妻
を
粗
末
に
し

て
い
た
。
そ
れ
で
、
少
し
や
さ
し
く
す
る
と
「
女
は
つ
い
て
く
る
気
に
な
る
」
の

だ
。

　
　
わ
し
は
女
の
気
に
入
ら
ん
よ
う
な
事
は
し
な
か
っ
た
。
女
の
い
う
通
り
に
、
女

の
喜
ぶ
よ
う
に
し
て
や
っ
た
。（
２

－

一
五
六
）

や
さ
し
く
す
れ
ば
ゆ
る
す
か
ら
優
し
く
す
る
の
で
は
な
く
、
女
に
優
し
く
す
る
の
が

子
守
た
ち
と
の
遊
び
以
来
身
に
つ
い
た
習
い
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
時
よ
り
優
し
く

す
れ
ば
女
は
ゆ
る
す
と
い
う
こ
と
を
学
ん
て
い
た
の
だ
。

　
女
を
か
ま
う
「
ね
ぐ
ら
の
定
ま
ら
ん
暮
し
」（
２

－

一
五
六
）
を
続
け
た
挙
句
、
三
日

三
晩
目
が
痛
ん
で
見
え
な
く
な
っ
た
。「
極
道
の
む
く
い
」（
２

－

一
五
六
）
と
思
っ
た
。

目
が
つ
ぶ
れ
て
行
く
と
こ
ろ
も
な
い
の
で
、
そ
れ
ま
で
ろ
く
に
寄
り
つ
き
も
し
な

か
っ
た
妻
の
所
へ
行
く
と
「
と
う
と
う
戻
っ
て
来
た
か
」
と
、「
泣
い
て
喜
う
で
く

れ
た
」（
２

－

一
五
六
）。

　
夫
婦
ら
し
く
暮
し
た
の
は
は
じ
め
の
三
年
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
逃
げ
て
い
っ
た

先
に
置
き
去
り
に
し
て
姿
を
消
し
た
。
置
き
去
り
に
さ
れ
た
妻
が
戻
る
と
す
れ
ば
伊

予
の
母
親
の
家
し
か
な
い
。
ど
の
面
さ
げ
て
戻
っ
て
き
た
と
母
親
に
叱
ら
れ
る
の
を

覚
悟
で
戻
る
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
、
敷
居
は
高
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
で

も
母
と
娘
が
な
ん
と
か
折
り
合
い
を
つ
け
て
一
つ
家
に
く
ら
せ
た
の
は
、
母
親
に
別
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の
男
が
出
来
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
か
。

　
目
が
つ
ぶ
れ
て
妻
の
も
と
に
戻
っ
て
き
た
と
き
檮
原
老
は
五
十
を
超
え
て
い
た
。

お
っ
か
ぁ
は
亡
く
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
打
ち
捨
て
ら
れ
た
二
十
余
年
の
歳
月
を

恨
ま
ず
男
を
受
け
入
れ
た
妻
は
、
目
が
見
え
る
よ
う
に
と
檮
原
老
の
手
を
引
い
て
四

国
四
十
八
ヶ
所
参
り
に
で
か
け
た
。
妻
も
す
で
に
お
婆
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
流
れ
つ
い
た
檮
原
の
橋
の
下
に
む
し
ろ
囲
い
の
乞
食
小
屋
を
こ
し
ら

え
、
す
み
つ
い
て
三
十
年
近
く
の
乞
食
暮
ら
し
で
あ
る
。
八
十
歳
も
ず
い
ぶ
ん
超
え

た
。
夕
食
後
、
農
家
に
お
貰
い
に
ま
わ
る
お
婆
に
食
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
よ
そ

様
に
お
貰
い
に
行
く
な
ど
女
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
、
実
は
こ
こ
に
男
に
は
な
い
女

の
勁
さ
が
あ
る
の
だ
が
、
檮
原
老
は
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。

　
や
さ
し
く
す
れ
ば
女
は
許
す
と
言
う
が
、
許
さ
れ
る
ほ
ど
お
婆
に
や
さ
し
く
し
た

か
と
振
り
返
れ
ば
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。
妻
は
別
と
い
う
理
屈
は

通
る
ま
い
。「
ゆ
る
す
」
は
体
だ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
ま
で
の
所
業
の
一
切
を
ふ
く

む
こ
と
も
あ
る
の
だ
。

　「
盲
目
に
な
っ
て
も
女
房
だ
け
は
み
す
て
」（
２

－

一
三
二
）
ず
、「
一
番
し
ま
い
ま
で

の
こ
っ
た
の
が
婆
さ
ん
一
人
」（
２

－

一
五
七
）
で
あ
っ
た
。
檮
原
老
に
は
手
を
合
わ
せ

て
も
拝
み
足
り
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
宮
本
氏
に
「
あ
ん
た
も
女
を
か
も
う
た
こ
と
が
あ
り
な
さ
る
じ
ゃ
ろ
う
」
と
言
っ

て
、

　
　
女
ち
う
も
ん
は
気
の
毒
な
も
ん
じ
ゃ
。
女
は
男
の
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
わ
っ

て
く
れ
る
が
、
男
は
女
の
気
持
に
な
っ
て
か
わ
い
が
る
者
が
め
っ
た
に
な
い
け

え
の
う
。
と
に
か
く
女
だ
け
は
い
た
わ
っ
て
あ
げ
な
さ
れ
。
か
け
た
情
け
は
忘

れ
る
も
ん
じ
ゃ
ァ
な
い
。（
２

－

一
五
七
）

無
学
の
男
に
し
て
こ
の
言
葉
で
あ
る
。
生
涯
か
け
て
、
極
道
の
果
て
に
得
た
感
懐
が

こ
れ
で
、
女
の
哀
れ
さ
へ
の
理
解
も
深
く
、
日
本
の
色
好
み
を
代
表
す
る
光
源
氏
の

言
葉
と
い
っ
て
も
通
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

　
盲
目
も
乞
食
暮
し
も
「
極
道
の
む
く
い
」
と
言
う
。
そ
の
極
道
に
母
と
子
に
通
じ

る
国
津
罪
も
ふ
く
ま
れ
る
の
か
と
、
国
津
罪
に
関
心
を
抱
く
私
は
思
っ
て
い
る
。
そ

し
て
お
ば
ば
に
つ
い
て
は
、
橋
の
下
の
乞
食
暮
し
に
国
津
罪
に
か
か
わ
っ
た
女
の
科

を
見
て
い
る
。

注（
１
） 

三
苫
浩
輔
『
源
氏
物
語
の
民
俗
学
的
研
究
』「
六
条
御
息
所
と
柏
木
事
件
」。
桜
楓
社
　

昭
和
五
十
五
年
六
月
。

（
２
） 

宮
本
常
一
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』。
岩
波
文
庫
　
昭
和
五
十
九
年
五
月
。

（
３
） 

『
山
頭
火
日
記
』
全
八
巻
。
春
陽
堂
書
店
　
平
成
元
年
六
月

－

二
年
三
月
。

（
４
） 

高
崎
正
秀
著
作
集
第
五
巻
『
物
語
文
学
序
説
』「
異
郷
意
識
の
展
開
と
説
話
的
世

界
」。
桜
楓
社
　
昭
和
四
十
六
年
四
月
。

（
５
） 

三
苫
浩
輔
『
物
語
文
学
の
伝
承
と
展
開
』
第
一
部
。
お
う
ふ
う
　
平
成
十
九
年
十

月
。

引
用
文

伊
勢
物
語
、
源
氏
物
語
、
東
海
道
中
膝
栗
毛
は
日
本
古
典
文
学
全
集
、
神
霊
矢
口
渡
、
御
曹

子
島
渡
は
日
本
古
典
文
学
大
系
。
数
字
は
頁
数
。

【
付
記
】「
地
方
へ
行
く
と
、
父
娘
や
兄
妹
が
夫
婦
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
家
も
あ
っ
て
、
家

庭
そ
の
も
の
は
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
な
と
こ
ろ
で
も
、
村
と
な
る
と
キ
チ
ン
と
ま
と
ま
っ
て
い

る
」（
戸
板
康
二
『
折
口
信
夫
坐
談
』
五
九
頁
。
中
央
公
論
社
　
昭
和
五
十
三
年
九
月
）。

こ
れ
は
折
口
昭
和
二
十
年
十
月
の
坐
談
で
、
母
と
子
と
を
犯
す
国
津
罪
と
、
は
ら
か
ら
婚

に
触
れ
て
い
る
。
昭
和
に
も
地
方
で
は
こ
う
い
う
肉
親
間
の
通
婚
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
檮
原
老
の
土
佐
に
限
ら
ず
、
日
本
に
普
遍
の
性
風
土
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ

ぬ
。
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