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解
釈
の
仕
方
も
非
常
に
丁
寧
で
用
例
も
多
い
。
そ
の
点
細
か
い
所
か

ら
調
べ
る
場
合
に
は
こ
の
辞
典
の
果
す
役
割
は
大
き
い
よ
う
に
思
う

又
角
川
古
語
辞
典
に
於
て
は
単
語
の
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
考
愚
さ

れ
て
い
て
、
文
献
用
例
な
ど
も
古
い
も
の
が
多
い
。
要
は
調
べ
る
目

的
に
よ
っ
て
適
否
を
判
断
す
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
結
果
よ
り

知
り
う
る
こ
と
は
、
そ
の
語
の
持
つ
意
味
、
発
生
過
程
・
変
化
・
転

化
と
追
求
す
れ
ば
す
る
だ
け
の
問
題
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
一
つ
の

辞
典
が
必
ず
し
も
完
全
な
も
の
で
は
な
い
乙
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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寸
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】

こ
こ
に
揚
げ
た
も
の
は
、
八
項
目
と
も
資
料
が
必
要
な
訳
で
、

限
ら
れ
た
紙
面
で
は
理
解
さ
れ
に
く
い
か
と
思
う
。
参
考
資
料

は
、
論
文
の
方
を
み
て
載
き
た
い
。

源
氏
物
語
と
植
物

i
i
植
物
使
用
の
効
果

1
l

古

素

子

閑

it. 

し

カ1

き

本
文
は
、
先
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
『
源
氏
物
語
と
植
物
』
を
「

国
文
研
究
」
の
記
事
用
と
し
て
、
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

卒
業
論
文
は
、
先
ず
物
語
に
現
わ
れ
た
全
部
の
植
物
及
び
木
や
草

・
花
等
植
物
関
係
の
言
葉
の
前
後
の
文
を
摘
出
し
、
こ
れ
に
文
学
面

か
ら
と
植
物
学
上
か
ら
の
考
察
を
な
し
、
そ
れ
ら
を
資
料
と
し
て
、

研
究
の
主
目
的
を
「
登
場
の
植
物
は
、
物
語
に
ど
ん
な
効
果
を
与
え

て
い
る
か
」
に
置
い
て
総
論
を
纏
め
た
。
し
か
し
、
本
文
は
、
原
稿

枚
数
の
制
限
も
あ
る
為
、
資
料
の
分
は
一
切
省
略
し
、
総
論
も
そ
の

一
部
を
省
略
、
或
い
は
削
除
し
た
。

文
中
引
用
す
る
源
氏
物
語
の
原
文
は
、
「
日
本
古
典
文
学
大
系
、

源
氏
物
語
、
一

J
五
巻
」
に
よ
り
、
原
文
の
所
出
巻
名
は
、
〈
桐
査
〉

の
よ
う
に
記
し
、
作
者
紫
式
部
は
、
「
作
者
」
と
略
称
し
た
。

。
源
氏
物
語
の
植
物

- 21 

源
氏
物
語
五
十
四
帖
中
に
使
わ
れ
て
い
る
植
物
は
、
若
菜
・
竹
等

の
よ
う
な
総
合
名
称
や
月
の
桂
な
ど
の
想
像
の
も
の
も
含
め
て
百
十

余
種
で
あ
る
。
（
細
部
の
表
省
略
）

こ
の
百
十
余
種
は
、
万
葉
集
の
約
百
六
十
、
枕
草
子
の
約
百
四
十

に
比
べ
る
と
そ
の
数
は
少
い
が
、
万
葉
集
に
於
て
は
長
年
月
の
聞
に

各
階
層
の
人
々
が
、
植
物
に
関
連
し
て
、
日
本
全
国
に
於
て
、
見
た

り
、
聞
い
た
り
、
感
じ
た
り
し
て
千
五
百
余
首
中
に
詠
み
こ
ん
だ
も

の
で
あ
り
、
枕
草
子
の
も
の
は
同
時
代
の
人
の
作
で
は
あ
る
が
、
自

然
趣
味
を
中
心
と
し
た
随
筆
で
あ
る
の
で
、
植
物
の
数
だ
け
を
比
較

す
る
の
は
適
当
で
な
い
。

源
氏
物
語
に
お
け
る
植
物
は
、
前
日
記
両
文
献
よ
り
数
こ
そ
少
い
、
が



時
に
は
数
巻
に
亘
る
数
場
開
を
繋
ぐ
骨
粗
と
も
な
り
、
ま
た
、
人
物

の
表
現
に
、
人
々
の
心
理
描
写
に
、
或
い
は
場
面
の
展
開
等
に
大
き

な
役
割
を
巣
し
、
物
語
の
重
要
な
構
成
要
素
に
な
っ
て
い
る
こ
と
口

特
長
が
あ
る
。

ま
た
、
二
十
余
に
亘
る
花
・
木
・
草
等
の
言
葉
は
、
時
に
は
、
桜

と
か
、
梅
と
か
の
植
物
そ
の
も
の
と
代
え
て
巧
み
に
用
い
ら
れ
、
文

人
ゲ
一
簡
潔
化
し
た
り
、
変
化
を
与
え
た
り
、
余
韻
を
持
た
せ
た
り
す
る

効
民
合
挙
げ
て
い
る
。
「
花
」
を
語
幹
と
す
る
言
葉
の
如
き
は
、
六

卜
に
近
い
。
（
細
部
の
表
省
略
）

。
植
物
名
の
つ
く
人
達

一
山
氏
物
語
に
現
わ
れ
る
人
物
は
、
十
一
尼
君
十
余
人
一
の
如
き
も
一

人
と
数
え
て
、
四
百
八
卜
余
人
、
歴
史
上
や
架
空
の
人
物
六
十
一
を

加
え
る
と
合
計
は
約
五
百
四
十
余
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
語
に
実

在
の
間
百
八
十
余
人
も
、
境
遇
が
異
な
り
、
官
位
、
地
位
が
変
わ
り

或
い
は
対
話
上
の
一
敬
称
そ
の
他
に
よ
っ
て
同
一
人
で
も
多
く
の
呼
称

が
あ
る
。
例
え
ば
、
光
源
氏
に
は
、
「
御
子
、
若
宮
一
に
始
ま
っ
て

「
故
院
」
に
至
る
ま
で
四
十
三
、
そ
の
内
、
内
大
臣
、
殿
、
大
将
な

ど
一
般
的
な
も
の
を
除
い
た
「
光
る
君
、
源
氏
、
六
条
院
」
等
源
氏

国
有
の
も
の
だ
け
で
も
卜
三
の
呼
称
、
か
あ
り
、
紫
の
上
に
は
「
若
君

若
草
」
か
ら
「
な
き
人
」
ま
で
三
十
六
、
（
内
「
紫
の
一
上
、
春
の
上

」
な
ど
国
有
の
も
の
は
十
二
）
あ
る
な
ど
前
記
同
百
八
十
余
人
の
一
総

て
の
呼
称
は
数
え
切
れ
な
い
程
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
多
数
、
旦
は
煩
雑
な
人
物
の
名
を
、
優
雅
に
、
ま
た
簡
明
に

し
、
更
に
読
者
に
そ
の
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
え
持
た
せ
る
も
の
に

植
物
名
を
附
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

光
源
氏
が
、
理
想
の
女
性
を
め
ざ
し
て
教
育
し
、
妻
の
座
に
据
え

た
、
源
氏
に
次
ぐ
物
語
中
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
、
作
者
は
「
紫
の
上
」
の

名
を
与
え
た
。
源
氏
は
、
北
山
に
お
い
て
「
：
：
：
む
ら
さ
き
の
根
に

か
よ
ひ
げ
る
野
辺
の
若
草
」
八
若
紫
〉
の
歌
に
見
る
よ
う
に
、
ま
だ

表
草
で
あ
っ
た
紫
の
上
を
見
初
め
た
。
紫
の
上
は
、
源
氏
の
実
母
桐

査
更
衣
の
悌
が
あ
る
義
母
、
ま
た
恋
人
で
も
あ
る
藤
査
（
中
宮
）
の

姪
に
当
る
。
そ
の
頃
は
ま
だ
、
紫
の
色
、
紫
草
の
根
に
通
え
る
若
紫

で
あ
っ
た
紫
の
上
は
、
そ
の
後
八
御
法
〉
の
源
氏
五
十
一
才
の
八
月

に
亡
く
な
る
ま
で
源
氏
と
並
ん
で
物
語
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
。
作

者
、
が
、
「
紫
の
上
」
の
名
を
附
し
た
の
は
、
紫
の
ゆ
か
り
の
故
も
あ

ろ
う
、
紫
色
が
服
制
上
臣
下
最
上
の
も
の
で
あ
る
と
同
じ
く
、
物
語

中
最
上
の
女
性
だ
と
の
意
味
も
あ
ろ
う
が
、
「
紫
の
上
」
の
名
を
つ

け
た
為
に
、
読
者
は
「
紫
」
の
言
葉
を
見
、
ま
た
聞
く
度
に
、
こ
の

ヒ
ロ
イ
ン
の
存
在
を
強
ノ
＼
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。

桃
園
式
部
卿
の
官
の
女
を
「
朝
顔
の
宮
」
と
い
う
。
孫
7
7
一
女
の
一
身

分
で
賀
茂
の
斎
院
に
選
ば
れ
る
程
の
宮
は
、
恐
ら
く
第
一
流
の
皇
室

女
性
で
あ
っ
た
ろ
う
。
源
氏
も
、
朝
顔
の
「
匂
ひ
殊
に
か
は
れ
る
」

を
見
て
は
、
そ
の
枝
を
折
っ
て
泰
り
、
『
見
し
を
り
の
露
わ
す
ら
れ

ぬ
朝
顔
の
花
の
さ
か
り
は
す
ぎ
や
し
ぬ
ら
ん
』
と
消
息
し
、
宮
の
容

貌
の
衰
え
る
の
さ
え
心
配
す
る
程
の
執
心
振
り
で
あ
っ
た
が
〈
朝
顔
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〉
、
宮
は
遂
に
源
氏
の
意
に
従
わ
ぬ
程
の
人
柄
で
も
あ
っ
た
。

朝
顔
は
、
現
在
で
は
あ
り
ふ
れ
た
花
で
あ
る
が
、
物
語
の
成
立
頃

は
、
渡
来
薬
草
の
牽
牛
子
が
、
漸
く
観
賞
植
物
に
な
り
初
め
、
ま
だ

新
奇
な
珍
ら
し
い
花
と
し
て
貴
ば
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
今
日
に
お

い
て
も
朝
顔
の
宮
と
い
え
ば
、
朝
顔
の
花
容
の
よ
う
な
楚
々
た
る
姫

宮
が
想
像
さ
れ
る
。
当
時
の
人
は
我
々
以
上
に
新
し
い
輸
入
植
物
朝

顔
の
花
の
よ
う
に
清
く
貴
い
姫
宮
と
思
い
浮
べ
た
で
あ
ろ
う
。

は

ま

ゅ

う

花
散
呈
は
、
タ
霧
が
、
「
（
父
源
氏
が
）
浜
木
綿
ば
か
り
の
隔
差
隠

し
つ
L

、
何
く
れ
と
な
く
も
て
な
し
紛
ら
は
し
給
ふ
め
る
も
宜
な
り

け
り
」
と
評
す
る
位
の
醜
女
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
、
「
心
ば
へ

斯
様
に
柔
ら
か
な
ら
む
人
こ
そ
相
思
は
め
〈
以
上
乙
女
〉
と
思
う
程

立
派
な
人
柄
で
あ
っ
て
、
源
氏
も
長
男
の
タ
霧
の
み
な
ら
ず
、
孫
の

次
郎
君
、
三
の
姫
君
の
養
育
と
い
う
大
任
さ
え
こ
の
夫
人
に
任
せ
る

程
重
く
見
て
い
る
。
花
散
里
は
染
色
・
裁
縫
の
技
に
も
長
じ
家
庭
的

な
女
性
で
も
あ
っ
た
。
「
花
散
る
」
と
い
え
ば
、
淋
し
さ
を
感
じ
る

が
、
作
者
は
、
こ
の
女
性
の
人
格
を
枝
上
豊
艶
に
咲
き
誇
る
花
よ
り

も
、
庭
に
散
り
敷
く
静
か
な
花
弁
の
美
し
さ
に
似
た
も
の
と
し
て
か

く
名
付
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
γ

か。

光
源
氏
が
、
始
め
て
逢
っ
た
そ
の
明
け
方
に
見
た
常
陸
の
宮
の
姫

は
、
「
居
丈
の
高
う
、
を
背
長
」
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
「
普
賢
菩

薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
。
あ
さ
ま
し
う
高
う
の
び
ら
か
に
、
さ
き
の
方

す
こ
し
垂
り
て
、
色
づ
き
た
る
事
、
こ
と
の
外
う
た
で
あ
り
」
八
以

上
末
摘
花
〉
と
思
う
程
醜
い
偉
大
な
赤
鼻
の
持
主
で
あ
っ
た
。
こ
の

べ

托

ば

な

ゐ

か

姫
を
「
末
摘
花
」
と
呼
ぶ
。
。
末
摘
花
は
紅
花
の
別
名
、
紅
花
は
紅

花
、
「
末
摘
花
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
姫
の
赤
鼻
を
も
、
ち
っ
た
緯
名

で
あ
る
。
源
氏
は
、
「
階
隠
の
も
と
の
紅
梅
」
が
色
づ
い
て
も
、
『

く
れ
な
ゐ
の
花
、
ぞ
あ
ゃ
な
く
う
と
ま
る
L

梅
の
た
ち
枝
は
な
つ
か
し

け
れ
ど
』
〈
以
上
末
摘
花
〉
と
詠
む
程
、
赤
と
い
え
ば
赤
鼻
の
姫
を

思
い
出
し
、
恐
怖
さ
え
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
接
に
榔
撤
す
る
こ

と
は
な
く
、
他
人
に
そ
の
醜
貌
を
知
ら
せ
る
こ
と
も
な
く
、
却
っ
て

同
情
を
寄
せ
、
一
度
契
っ
た
人
と
し
て
最
後
ま
で
生
活
そ
の
他
の
而

父

に

あ

か

倒
を
見
て
い
る
。
末
摘
花
に
関
連
し
て
出
て
い
る
言
葉
は
、
航
・
紅

ぽ
た
〈
れ
な
い

花
・
紅
な
ど
で
、
末
摘
花
の
名
を
聞
い
て
も
赤
鼻
の
醜
悪
を
感
ず
る

よ
り
先
に
、
女
世
の
化
粧
に
不
可
欠
の
む
を
思
い
、
次
で
源
氏
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
思
い
、
源
氏
の
漁
色
に
対
す
る
嫌
味
も
緩
和
す
る

の
で
あ
る
。

父
題
担
黒
の
大
臣
と
不
縁
に
な
っ
た
母
北
の
方
と
共
に
我
が
家
を
去

り
ゆ
く
姫
は
、
悲
し
み
の
歌
『
・
：
：
・
真
木
の
柱
は
我
を
忘
る
危
』
を

真
木
柱
の
干
割
れ
に
挿
し
込
ん
で
〈
真
木
柱
〉
、
「
真
木
柱
の
姫
君
」

の
名
を
得
た
。
菅
公
の
「
東
風
吹
か
ば
：
：
：
』
の
故
事
と
趨
き
を
同

じ
く
す
る
こ
の
姫
の
悲
し
み
は
、
向
日
公
の
伝
説
を
知
る
今
昔
の
読
者

の
胸
を
う
つ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
植
物
名
の
つ
い
た
人
に
は
、
「
荻
の
葉
・
大
和
撫
子
・

若
草
」
等
も
あ
る
。
ま
た
、
栽
植
す
る
植
物
の
名
が
宮
中
建
物
の
名

と
な
り
、
ひ
い
て
は
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
名
と
な
っ
た
、
「
桐
査

の
更
衣
・
桐
査
の
御
方
・
藤
査
・
藤
査
の
宮
・
梅
壷
」
等
も
あ
る
。

23ー



こ
れ
ら
の
女
御
・
更
衣
等
の
名
が
、
淑
景
舎
の
更
衣
と
か
、
飛
呑

舎
の
宮
と
か
、
凝
華
舎
の
御
方
と
か
の
如
き
清
風
の
呼
び
方
よ
り
も

女
性
の
筆
に
な
る
源
氏
物
語
に
ふ
さ
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
か
ろ
う
。

源
氏
物
語
中
、
植
物
名
を
持
つ
人
物
は
、

桐
査
の
更
衣
、
藤
査
と
藤
査
の
宮
（
四
人
）
、
大
和
撫
子
、
撫
子

若
草
、
初
革
、
荻
の
葉
、
朝
顔
の
姫
宮
（
宮
）
、
夕
顔
、
花
散
里

帯
木
、
梅
査
、
末
摘
花
、
紫
の
上
（
若
紫
・
紫
・
紫
の
君
）
、
真

木
柱
（
の
姫
君
）
、
紅
梅
の
御
方

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
総
て
女
性
で
あ
る
と
は
、
こ
れ
ら
の

女
性
に
優
雅
な
感
じ
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
不
知
不
識
の
間
に
物

語
全
般
に
も
柔
ら
か
味
を
感
じ
る
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。
作
者
の
狙

い
も
ま
た
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

男
性
中
、
若
君
タ
霧
を
撫
子
と
呼
び
、
ま
た
、
藤
中
納
一
言
、
藤
宰

相
等
藤
が
つ
く
人
が
あ
る
が
、
前
者
は
愛
子
の
意
味
で
あ
り
、
後
者

の
藤
は
藤
原
氏
の
藤
で
あ
っ
て
、
前
記
と
は
そ
の
意
味
が
異
る
。

。
植
物
に
よ
る
人
物
表
現

愛
子
を
撫
子
や
大
和
撫
子
な
ど
の
言
葉
を
以
て
表
現
す
る
例
は
多

の
ち

い
が
、
源
氏
物
語
の
作
者
は
、
後
の
玉
震
に
「
撫
子
」
を
用
い
、
そ

の
母
夕
顔
を
撫
子
の
古
名
「
常
夏
」
を
用
い
て
表
現
し
た
。

夕
顔
は
契
り
も
浅
い
億
に
、
な
に
が
し
の
院
で
あ
え
な
い
最
後
を

「
く
も
り
な
く
赤
き
山
吹
の
花
の
細
長
は
、
か
の
に
し
の
対
に
た

遂
げ
、
源
氏
に
と
っ
て
露
忘
れ
ら
れ
ぬ
思
い
出
の
多
い
女
で
あ
る
。

作
者
は
子
の
玉
霊
に
現
代
名
（
平
安
時
代
の
）
撫
子
を
、
母
親
夕
顔

お
の
ず
か

に
古
名
の
常
夏
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
親
子
の
関
係
を
感

じ
さ
せ
て
い
る
。
常
夏
の
「
と
こ
」
は
、
契
る
意
味
の
「
床
」
に
も

か
L

れ
ば
、
常
に
の
一
意
味
の
「
と
こ
」
に
も
か
L

る
。
夕
顔
と
は
契

り
あ
り
、
常
に
思
い
出
づ
る
女
の
意
も
兼
ね
た
巧
み
な
命
名
と
い
え

ト
l
m
Aノ。夕

顔
の
子
の
玉
霊
は
、
後
に
は
「
山
吹
」
に
擬
せ
ら
れ
石
。
玉
重

が
西
の
対
に
移
っ
て
間
も
な
く
そ
の
部
屋
に
渡
っ
た
源
氏
は
、
玉
霊

の
美
貌
に
つ
い
て
、

「
さ
う
じ
み
も
、
あ
な
を
か
し
げ
と
ふ
と
見
え
で
、
山
吹
に
も
て

は
や
し
給
へ
る
御
か
た
ち
な
ど
い
と
花
や
か
に
、
こ
こ
、
ぞ
曇
れ
る

と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
、
隈
な
く
匂
ひ
き
ら
／
i
、
し
く
見
ま
ほ
し

き
さ
ま
ぞ
し
給
へ
る
」
〈
初
音
〉

と
思
い
、
タ
霧
も
、

「
昨
日
見
し
ハ
紫
の
上
の
）
御
け
は
ひ
に
は
け
劣
り
た
れ
ど
、
な

る
に
笑
ま
る
L

さ
ま
は
、
た
ち
も
並
び
ぬ
ベ
く
み
ゆ
」

る
程
で
、

「
八
重
山
吹
の
咲
き
み
だ
れ
た
る
さ
か
り
に
、
露
の
か
L

ふ
れ
る
タ

映
ぞ
、
ふ
と
思
ひ
い
で
」

て
い
る
。
八
野
分
〉

年
の
暮
に
源
氏
は
そ
の
容
貌
に
ふ
さ
わ
し
い
装
束
を
選
ん
で
、
各

婦
人
達
に
贈
っ
た
。
源
氏
が
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前
自
問
戸
」
育
つ
、
小
、
そ
っ
古
う
主
う
ヰ
キ

H

Z
－

t
＼
〉
」
プ
ト
・
、
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「
く
も
り
な
く
赤
き
山
吹
の
花
の
細
長
は
、

て
ま
つ
れ
給
ふ
を
」

紫
の
上
は
、
見
て
見
ぬ
振
り
を
し
な
が
ら
玉
霊
の
容
姿
を
思
い
合
わ

す
の
だ
っ
た
。
〈
以
上
玉
童
〉

即
ち
、
源
氏
・
紫
の
上
・
タ
霧
三
人
共
玉
童
を
山
氏
に
見
た
て
与

い
る
。
更
に
、

三
月
に
な
り
て
、
六
条
殿
の
御
前
の
藤
・
山
吹
の
お
も
L
ろ
き
タ

ば
え
を
見
給
ふ
に
つ
け
て
も
、
ま
ず
見
る
か
ひ
あ
り
て
居
給
へ
り

し
御
さ
ま
の
み
思
し
出
で
ら
る
れ
ば
、
：
・
『
思
は
ず
に
井
手
の

中
道
へ
だ
っ
と
も
い
は
で
ぞ
こ
ふ
る
山
吹
の
花
』
顔
に
見
え
つ
つ

」
八
真
木
柱

V
－
－
－
源
氏

さ
う
じ
み
も
「
あ
な
を
か
し
げ
」
と
ふ
と
見
え
て
、
山
吹
に
も
て

は
や
し
給
へ
る
御
か
た
ち
な
ど
レ
と
花
や
か
に
：
：
：
〈
初
音
〉

｜
｜
源
氏

か
の
見
つ
る
さ
き
ん
＼
の
を
、
桜
（
紫
の
上
ゾ
・
山
吹
（
玉
霊
）

と
い
は
ば
、
・
：
八
野
分
〉
｜
｜
夕
霧

と
何
れ
も
山
吹
に
見
た
て
L

い
る
。

玉
置
は
、
物
語
中
で
も
最
も
恵
ま
れ
な
い
悲
惨
な
環
境
に
育
ち
な

が
ら
、
総
て
の
困
難
を
切
り
抜
け
、
成
長
し
た
後
は
、
貴
婦
人
と
し

て
他
に
劣
ら
ぬ
美
容
と
才
智
を
持
ち
、
源
氏
も
心
か
ら
懸
想
す
る
程

の
女
と
な
り
、
母
と
な
っ
て
は
愛
情
こ
ま
や
か
な
賢
母
と
し
て
子
供

の
養
育
を
す
る
等
、
物
語
中
で
も
特
殊
な
性
格
を
持
ち
美
事
な
行
動

を
し
た
人
で
あ
る
。
そ
の
人
に
た
と
え
る
山
吹
は
日
当
り
よ
り
も
木

か
の
に

L
の
対
に
た

蔭
に
育
つ
が
、
そ
の
花
の
色
の
鮮
か
さ
は
人
の
心
を
ひ
き
、
振
り
返

ら
せ
る
程
の
美
し
さ
で
、
恰
も
玉
霊
の
生
い
立
ち
ゃ
容
姿
や
性
格
に

も
似
た
も
の
が
あ
る
。
作
者
は
玉
霊
を
描
く
に
当
っ
て
、

1
4
霊
の
一
経

歴
と
性
格
は
山
吹
に
似
た
も
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
ろ
。

桜
は
花
の
女
王
と
さ
れ
、
古
来
日
本
人
に
親
し
ま
れ
て
来
た
。
ヒ

ロ
イ
ン
紫
の
上
、
川
桜
に
擬
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

「
面
影
は
身
を
も
離
れ
ず
山
ざ
く
ら
心
の
か
ぎ
り
と
め
て
米
L
か

ど
』
（
源
氏
）

『
あ
ら
し
吹
く
尾
上
の
桜
散
ら
ぬ
ま
を
心
と
め
け
る
ほ
ど
の
は
か

な
さ
』
（
尼
君
）
八
以
上
若
紫
〉

と
贈
答
さ
れ
た
歌
、
か
、
紫
の
上
が
「
桜
一
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
始
め

で
あ
る
、
が
、
源
氏
が
北
山
に
行
く
時
の
「
山
の
桜
は
ま
だ

3
か
り
に

て
」
の
叙
景
や
、
北
山
を
去
る
時
の
『
宮
人
と
行
き
て
語
ら
U
山
さ

く
ら
・
・
』
の
歌
も
、
た
だ
に
叙
景
や
述
懐
と
し
て
工
な
く
、
若
紫
を

桜
に
た
と
え
る
一
つ
で
あ
ろ
う
。

若
紫
は
、
二
条
院
に
移
り
「
紫
の
一
君
」
と
な
っ
た
。
「
い
と
も
美

し
き
片
生
」
な
が
ら
「
何
心
も
な
く
て
物
し
給
ふ
さ
ま
、
い
み
じ
う

ら
う
た
」
き
紫
の
君
は
、
「
無
紋
の
桜
の
細
長
」
を
「
な
よ
ら
か
に

着
な
し
て
」
い
た
。
〈
末
摘
花
〉

源
氏
の
妻
と
な
っ
た
「
採
の
上
」
は
、
六
条
院
の
春
の
閣
に
住

む
。
野
分
の
朝
、
父
源
氏
の
命
で
見
舞
に
来
た
タ
霧
は
、
東
渡
殿
の

辺
り
で
、
「
見
と
ほ
し
あ
ら
は
な
る
廟
の
御
座
に
ゐ
給
へ
る
し
「
も

の
に
ま
ぎ
る
べ
く
も
あ
ら
」
ぬ
紫
の
上
を
見
て
、
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「
気
一
旦
同
く
清
ら
に
さ
と
匂
ふ
心
ち
し
て
、
春
の
あ
け
ぼ
の
一
の
霞
の

間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
か
ぱ
肢
の
咲
き
み
だ
れ
た
る
を
見
る
心
地

が
し
、
明
石
の
姫
が
藤
の
花
な
ら
ば
、
「
見
つ
る
さ
き
の
ん
＼
の
」

紫
の
上
は
桜
だ
と
思
っ
た
。
〈
以
上
野
分
〉
ま
た
、
六
条
院
寝
殿
女

一
一
一
の
宮
の
所
で
婦
人
方
の
合
奏
が
行
わ
れ
た
折
め
紫
の
上
は
、
「
花

と
い
は
工
桜
に
た
と
へ
て
も
」
と
い
う
容
姿
で
あ
っ
た
。

そ
の
翌
日
紫
の
上
は
急
に
重
態
と
な
っ
た
。
死
亡
の
崎
さ
え
開
い

た
巷
の
人
の
問
に
は
、
「
か
く
足
ら
ひ
ぬ
る
人
は
、
か
な
ら
ず
え
長

か
ら
ぬ
こ
と
な
り
」
「
な
に
を
肢
に
と
い
ふ
古
事
も
あ
る
は
・
：
」

な
ど
、
う
ち
さ
Y

め
い
た
の
で
あ
っ
た
。
八
以
上
若
菜
下

γ

源
氏
の
妻
と
い
う
地
位
・
美
貌
・
尊
敬
と
儲
慢
、
こ
れ
ら
を
万
人

の
愛
す
る
桜
に
う
つ

L
、
そ
し
て
ま
た
北
山
の
「
若
紫
」
か
ら
「
紫

の
上
」
の
晩
年
ま
で
桜
に
擬
え
て
い
る
が
、
死
後
も
二
条
院
や
六
条

院
の
人
々
は
、
事
あ
る
毎
に
、
「
春
の
桜
は
、
げ
に
長
か
ら
ぬ
に

L

も
、
お
ぼ
え
ま
さ
る
物
と
な
む
」
〈
匂
宮
〉
と
生
前
の
紫
の
上
を
偲

ん
で
語
り
合
う
の
で
あ
っ
た
。

的
品
川
内
上
、
が
愛
孫
匂
官
に
、
自
分
の
愛
す
る
「
紅
梅
と
絞
は
、
花
の

折
／
＼
に
心
と
父
め
て
、
も
て
あ
そ
び
給
へ
」
と
生
肱
か
ら
遺
言
し

て
譲
り
、
匂
宮
は
、
こ
の
桜
を
「
古
ふ
ろ
が
桜
は
咲
き
に
け
り
」
〈
以

上
匂
宮
〉
と
い
っ
て
愛
し
、
二
条
院
で
浮
舟
の
母
北
の
方
の
日
に
映

っ
た
匂
宮
は
、
「
い
と
清
ら
に
、
桜
を
折
り
た
る
様
し
給
ひ
て
」
〈

東
屋
〉
い
た
こ
と
な
ど
、
匂
宮
と
桜
の
関
係
が
多
い
の
は
、
紫
の
上

あ
ら
う
か
と
先
乙
考
察
し
た
、
が
、
重
ね
て
考
え
る
と
均
語
こ
ち
ら
（
つ

を
桜
に
た
と
え
？
に
余
韻
で
あ
ろ
う
。

花
散
里
は
、
屡
々
「
橘
」
を
以
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
が
出

景
肢
の
妹
の
三
の
君
（
花
散
里
）
を
訪
れ
よ
う
と
中
河
の
辺
り
を
過

ぎ
る
と
橘
と
ゆ
か
り
が
あ
る
郭
公
が
鳴
い
て
い
伐
る
o

女
御
の
邸
に
着

く
と
「
近
き
橘
の
去
り
懐
し
う
匂
ひ
て
」
郭
公
が
ま
た
山
き
搾
る
σ

源
氏
は
、
『
橘
の
呑
を
な
つ
か
し
み
邦
公
花
散
る
旦
を
た
づ
ね
て
、
そ

と
ふ
』
と
「
忍
び
や
か
に
う
ち
論
じ
給
ふ
」
の
で
あ
っ
た
っ
川
女
御

も
ま
た
、
『
人
目
な
く
荒
れ
た
る
宿
は
た
ち
花
の
花
こ
そ
州
の
つ
主

と
な
り
け
れ
』
と
の
給
っ
た
。
〈
以
上
花
散
旦
〉
情
に
か
よ
う
花
山

里
と
い
う
源
氏
の
気
持
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

「
卯
月

J

ば
か
り
に
・
：
月
さ

L
出
で
た
り
、
一
源
氏
が
化
散
叩
の

郎
に
赴
く
途
中
、
風
の
ま
に
／
＼
い
い
去
り
が
す
る
。
花
山
川
市
心
の
勺

橘
に
変
り
て
を
か

L
け
れ
ば
、
さ

L
出
で
給
へ
る
に
」
〈
以

I
H注

ι

V
、
そ
こ
は
末
摘
花
の
常
陸
の
官
邸
で
あ
り
、
橘
の
花
散
川
県
で
は
仕

か
っ
た
。
源
氏
は
、
花
故
里
と
陥
と
な
県
一
く
結
び
つ
け
、
わ
く
道
々

も
思
っ
て
い
た
。

六
条
院
の
庭
造
り
に
お
い
て
も
、
源
氏
は
花
散
問
中
の
町
一
北
の
ひ

ん
が
し
は
、
：
：
：
卯
の
花
咲
く
べ
き
垣
根
を
こ
と
さ
ら
に
被
L
て
、
背

思
ゆ
る
花
た
ち
ば
な
・
：
な
ど
ゃ
う
の
花
く
さ
作
＼
を
航
る
に
た
。

〈
乙
女
〉

橘
云
々
に
は
、
古
今
集
の
『
五
月
待
つ
花
た
ち
ば
な
り
行
を
か
げ

ば
昔
の
人
の
袖
の
香
、
ぞ
す
る
』
の
意
を
引
い
て
よ
く
使
わ
れ
る
、
か
、

花
散
用
一
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
花
散
里
の
名
の
意
味
は
こ
う
で

民主トれ、

F
U
イ交

E
、
E£
トヒ、

E
H
司
乳
、
、
河
百
円
、
許
可
J

ヨ
ミ
レ
信
号
J

主
主
↓
こ
E

、



4
H閉山匡
t
＼
＼

L
J
i
、

〈

7

あ
ろ
う
か
と
先
に
考
察
し
た
が
、
重
ね
て
考
え
る
と
物
語
に
あ
ら
わ

れ
る
花
散
里
の
性
格
は
、
家
庭
的
な
、
何
物
を
も
包
容
す
る
暖
い
心

の
持
主
で
あ
り
、
そ
の
存
在
を
特
別
に
意
識
さ
せ
る
事
は
し
な
い
が

何
か
あ
れ
ば
そ
の
人
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
様
な
人
柄
で

あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
橘
が
左
程
目
立
た
ぬ
小
さ
い
花
な
が
ら
、
強
烈

で
な
い
や
わ
ら
か
な
稜
郁
と
し
た
香
を
持
つ
の
に
似
て
い
る
と
思
わ

れ
る
L

備
の
白
い
花
弁
が
一
両
に
散
り
敷
き
、
ほ
の
か
な
呑
り
が
漂

っ
て
い
る
様
、
そ
れ
が
花
散
旦
の
性
格
で
は
な
か
ろ
う
か
。

。
植

物

名

の

利

用

（
後
人
に
よ
る
も
の
）

制
氏
物
語
成
立
後
、
本
文
に
は
な
い
が
、
物
語
解
読
の
使
宜
上
後
、

の
人
の
付
し
た
通
称
の
人
名
も
少
く
な
い
J

植
物
関
係
に
そ
れ
を
求

め
乙
と
、
死
残
時
の
巻
名
に
よ
っ
た
も
の
（
例
え
ぽ
葵
の
上
、
柏
木

）
、
川
蝉
す
る
巻
名
に
よ
っ
た
J
U

の
（
紅
一
栴
）
、
歌
中
の
句
を
用
い

た
7

も
の
（
溶
史
の
官
、
軒
端
の
一
荻
）
、
そ
の
住
い
に
栽
培
し
て
い
る

杭
物
名
に
よ
る
も
の
（
桃
園
兵
部
刑
の
官
、
タ
関
心
な
ど
が
そ
れ
で
、

藤
伝
内
如
く
、
藤
査
中
宮
、
藤
査
女
御
な
ど
と
同
じ
藤
査
で
も
同
一

人
と
出
ら
な
い
U
M
明
ら
か
に
し
た
も
の
J

ど
め
る
コ

巻
名
も
、
文
中
の
一
歌
に
よ
る
も
の
、
討
に
よ
る
も
の
、
住
い
の
名

に
上
ゐ
も
の
等
、
五
十
四
帖
出
、
植
物
関
係
は
、

制
打
川
、
帝
木
、
夕
顔
、
若
紫
、
末
摘
花
、
紅
葉
賀
、
花
宴
、

賢
木
、
花
散
円
h

、
蓬
生
、
松
風
、
朝
顔
、
常
夏
、
藤
袴
、
莫
木
柱
、

梅
枝
、
藤
一
一
葉
、
若
菜
上
・
下
、
柏
木
、
紅
梅
、
椎
木
、
早
蕨
、
宿
木

と
二
十
圧
に
達
す
る
。

人
名
に
つ
い
て
見
る
と
、
比
較
的
若
死
し
た
柏
木
で
も
、
原
文
中

の
称
呼
は
二
十
二
あ
り
、
内
十
三
は
他
の
人
物
の
称
呼
と
同
一
で
あ

り
、
残
り
の
九
の
中
に
お
い
て
も
他
と
紛
れ
な
い
も
の
は
僅
か
に
「

岩
漏
る
中
将
」
の
一
つ
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、
柏
木
の
通
称
に
よ
っ
て

如
何
に
後
学
の
者
が
物
語
研
究
に
便
宜
を
得
て
い
る
か
計
り
知
れ
ぬ

も
の
が
r

の
り
、
こ
れ
も
作
者
が
一
部
の
人
じ
は
あ
っ
て
も
そ
の
性
質

を
も
推
測
し
得
る
よ
う
な
植
物
名
を
付
け
た
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ

人
ご
っ
。

7
1
・

つ／一

／一＼
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の

宴

花

車工

源
氏
物
語
に
は
、
祝
賀
に
、
社
交
に
、
八
ム
私
に
わ
た
り
花
・
紅
葉
に

つ
け
紅
葉
の
賀
・
花
（
桜
）
の
宴
・
藤
の
宴
・
萩
の
一
宴
等
、
が
催
さ
れ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
菊
の
宴
が
な
い
の
は
、
当
時
ま
だ
宴
の
対

羊
と
な
る
程
消
の
閤
主
が
発
注
l
て
い
な
か
っ
た
為
で
あ
ろ
う
か
。

ー
次
位
院
に
行
幸
の
紅
葉
賀
に
灼
い
て
、
主
人
公
光
源
氏
は
大
き
く

ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
そ
の
試
楽
に
お
け
る
源
氏
中
将
の
舞
は

帝
が
出
川
将
の
に
比
し
格
段
に
優
れ
て
い
る
旨
仰
せ
ら
れ
、
藤
査
も

「
お
ほ
け
な
き
心
な
か
ら
支
し
か
ぽ
、
ま
し
て
め
で
た
く
見
え
ま
し

一
と
思
し
な
、
か
ら
、
「
殊
に
侍
り
つ
」
と
聞
え
給
ふ
程
の
出
来
映
え

で
あ
っ
た
。
行
幸
の
当
日
は
猶
更
で
、
源
氏
は
試
楽
の
日
と
同
じ
く



青
海
波
を
舞
っ
た
が
、
挿
頭
の
む
葉
が
散
る
と
左
大
将
は
、
「
御
前

な
る
菊
を
折
り
て
さ
し
か
へ
」
た
。
〈
以
上
紅
葉
賀
〉
帝
は
御
満
足

そ
の
他
の
方
J
U
源
氏
も
ま
た
こ
の
時
の
こ
と
が
、
氷
く
忘
れ
ら
れ
な

、

。

／

後
の
花
の
宴
で
、
春
宮
は
こ
の
一

i

御
紅
葉
の
賀
の
を
り
お
ぼ
し
出

で
ら
れ
て
」
「
か
ざ
し
給
は
せ
、
切
に
せ
め
た
ま
は
」
し
て
い
る
〈
花

宴
V
。
下
っ
て
、
冷
泉
帝
が
紅
葉
の
さ
か
り
に
上
皇
朱
雀
院
と
御
一

約
に
六
条
院
の
源
氏
邸
に
行
幸
に
な
っ
た
の
は
源
氏
三
十
九
才
の
秋

で
、
紅
葉
賀
か
ら
二
十
一
年
を
経
て
い
る
が
、
源
氏
自
身
な
お
当
時

を
忘
れ
ず
、
「
朱
雀
院
の
一
紅
葉
の
賀
の
例
の
ふ
る
こ
と
お
ぼ
し
出
で

ら
」
れ
た
程
で
あ
る
〈
藤
裏
葉
〉
ミ
十
八
才
の
源
氏
が
「
正
三
一
位
し

給
ふ
」
栄
誉
を
得
た
の
も
紅
葉
賀
の
「
そ
の
夜
」
〈
以
上
紅
葉
賀
〉

の
こ
と
で
あ
る
。

紅
葉
賀
の
巻
の
読
者
は
、
庭
に
散
り
敷
く
紅
葉
の
錦
、
拍
か
ら
舞

い
務
ち
る
紅
葉
の
美
を
限
に
浮
べ
る
と
共
に
、
そ
の
紅
葉
の
中
で
舞

－
の
袖
を
翻
す
若
き
日
の
源
氏
の
あ
で
姿
を
想
像
出
来
る
o

作
者
は
、

こ
の
情
景
描
写
に
当
り
、
た
け
（
紅
葉
の
黄
や
紅
の
色
の
み
を
用
い
ず

菊
を
配
し
、
「
い
ひ
知
ら
ず
吹
き
立
て
る
も
の
一
、
音
ど
も
に
あ
い
た

る
松
風
」
の
あ
た
る
常
盤
の
松
の
色
を
配
し
、
舞
の
名
も
イ
ン
ヂ
ゴ

（
計
一
む
色
を
思
わ
せ
る
青
海
波
を
選
び
〈
以
上
紅
葉
賀
〉
、
種
々
の

色
を
合
む
情
景
の
中
に
紅
葉
を
浮
き
上
ら
せ
、
紅
葉
と
共
に
舞
う
源

氏
の
動
き
を
出
し
て
い
る
o

花
の
宴
の
一
つ
に
、
「
二
月
の
廿
日
あ
ま
り
、

南
殿
の
桜
の
宴
せ

さ
せ
給
ふ
」
た
「
桜
の
花
の
宴
」
が
あ
る
〈
花
宴
〉
。
「
紅
葉
賀
」

の
折
の
様
に
、
大
仕
掛
の
御
宴
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
御
宴
に
臨

ん
だ
藤
直
中
宮
、
弘
徽
殿
女
御
の
心
中
の
葛
藤
が
大
き
く
措
か
れ
て

い
る
o

ま
た
、
源
氏
、
が
、
臨
月
夜
と
初
め
て
違
い
、
こ
の
関
係
が
発

展
し
て
や
が
て
は
源
氏
の
須
磨
下
り
の
原
悶
と
も
な
る
こ
と
が
こ
の

宵
起
っ
て
い
る
。

源
氏
は
、
須
磨
の
一
配
所
で
、
「
南
殴
の
桜
は
盛
り
に
な
り
ぬ
ら
む

一
年
の
花
の
宴
に
：
・
」
〈
須
磨
〉
と
当
時
を
懐
し
み
、
薄
雲
女
院

崩
御
に
際
し
て
は
二
条
院
の
御
前
の
桜
を
御
ら
ん
じ
て
は
、
花
の
宴

の
を
り
7

ぱ
ど
思
し
出
」
で
、
「
今
年
ば
か
り
は
と
ひ
と
り
ご
ち
給
ひ

」
人
市
民
〉
、
花
の
宴
に
出
座
あ
っ
た
在
り
し
日
の
藤
査
中
宮
を
偲

ん
で
い
る
。
朱
雀
院
は
春
宮
と
し
て
こ
の
宴
に
啓
せ
ら
れ
た
が
、
後

に
冷
泉
帝
の
桜
の
頃
、
朱
雀
院
行
幸
の
際
春
健
闘
怖
が
舞
わ
れ
る
と
、

「
土
日
の
花
の
宴
の
ほ
ど
お
ぼ
し
出
で
て
」
「
ま
た
さ
ば
か
り
の
事
見

て
む
や
L

〈
乙
女
〉
と
の
給
わ
し
て
い
る
o

こ
の
花
宴
の
記
事
は
、

宴
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
源
氏
と
臨
月
夜
と
の
関
係
、
須
磨
・
明

石
落
ち
等
の
序
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
o

花
宴
後
間
も
な
く
、
二
一
月
の
廿
日
余
り
、
右
の
大
般
の
邸
の
一
弓
の

結
の
一
後
に
は
、
藤
の
花
の
宴
が
あ
っ
た
。
源
氏
は
弓
の
案
内
に
は
応

じ
な
か
っ
た
が
、
四
位
の
少
将
の
迎
え
も
あ
り
、
帝
の
御
勧
め
も
あ

っ
て
、
「
御
装
な
ど
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
給
ひ
て
、
い
た
う
暮
る
L
程
に

ま
た
れ
て
ぞ
渡
り
給
ふ
」
た
〈
花
宴
〉
o

作
者
は
、
こ
の
宴
を
設
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
、
が
先
に
弘
徽
殿
の
細
殿
に
立
ち
寄
り
、
一
一
一
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の
口
に
行
っ
て
ふ
と
袖
を
と
ら
え
た
女
、
即
ち
、
後
の
臨
月
夜
め
身

一
五
を
明
確
に
す
る
機
会
を
与
え
、
臨
月
夜
と
の
関
係
の
一
発
展
、
そ
わ

あ
や

以
後
の
波
調
の
序
と
な
し
、
物
語
に
変
化
と
文
を
出
す
素
地
を
作
っ

て
い
る
o

〈
藤
一
一
葉
〉
の
藤
の
一
花
の
宴
は
、
内
大
臣
の
私
宴
で
、
内

大
日
一
家
と
、
そ
の
婿
た
る
べ
き
宰
相
タ
霧
の
み
の
集
い
で
あ
る
。

組
問
大
宮
の
許
で
育
っ
た
い
と
こ
同
志
の
タ
霧
と
雲
井
の
雁
は
、

幼
い
同
か
ら
相
思
の
間
柄
で
あ
っ
た
が
、
雲
井
の
雁
の
父
内
大
臣
の

不
理
解
で
長
年
そ
の
恋
を
果
し
得
な
い
。
し
か
し
、
内
大
臣
、
が
娘
の

婿
と

L
て
周
囲
の
男
性
を
な
が
め
る
と
タ
霧
に
勝
る
者
な
く
、
遂
に

は
タ
認
に
許
さ
£
る
を
得
ず
、
そ
の
許
す
機
会
が
な
と
う
か

x
っ
て

い
た
り
作
者
は
、
こ
の
内
大
臣
の
心
情
を
、

こ
こ
ら
の
年
頃
の
お
も
ひ
の
し
る
し
に
や
、
か
の
お
と
父
も
名
残

な
く
お
ぼ
し
弱
り
て
、
は
か
な
き
つ
い
で
の
わ
ざ
と
は
な
く
、
さ

す
が
に
つ
き
づ
き
し
か
ら
ん
と
思
ず
に
〈
藤
一
一
葉
〉

と
記
し
て
い
る
。
内
大
臣
は
、
藤
の
花
の
さ
か
り
に
宴
を
聞
き
、
そ

れ
を
機
と
し
よ
う
と
企
て
、
息
柏
木
を
案
内
に
立
て
る
。
タ
雰
の
父

源
氏
は
、
「
思
ふ
や
う
あ
り
て
も
の
し
給
へ
る
に
や
あ
ら
む
：
・
」

〈
藤
一
美
葉
〉
と
い
っ
て
、
親
心
か
ら
自
分
の
御
料
の
直
衣
と
下
裂
を

着
せ
て
タ
一
拐
を
送
り
出
し
た
。
タ
霧
が
雲
井
の
雁
を
許
さ
れ
て
、
長

年
の
芯
を
成
就
し
た
の
は
こ
の
一
宴
の
夜
で
あ
り
、
作
者
は
、
巧
み
に

藤
の
花
に
恋
の
ピ
リ
オ
ド
を
打
た
せ
て
い
る
。

冷
泉
帝
は
女
二
の
宮
が
薫
に
降
嫁
の
一
「
明
日
の
日
と
て
の
日
、
藤

査
に
う
へ
渡
ら
せ
給
ひ
て
藤
の
花
の
宴
せ
さ
せ
給
ふ
」
「
お
ほ
や
け

わ
ざ
に
て
、
あ
る
じ
の
宮
の
仕
う
ま
つ
り
給
ふ
に
は
お
ら
ず
「
〈
宿

木
〉
即
ち
、
皇
女
降
下
に
際
す
る
御
別
れ
の
公
式
宴
を
聞
か
せ
ら
れ

た
。
上
達
部
・
殿
上
人
が
集
い
、
親
王
達
も
集
り
、
楽
所
の
人
々
も

石
さ
れ
、
参
加
の
人
々
の
奏
楽
も
あ
っ
た
。
こ
の
盛
大
な
宴
で
最
も

両
日
を
施
し
た
の
は
婿
蓋
…
で
、
帝
か
ら
御
盃
も
、
御
歌
J

U

賜
っ
た
。

し
か

L
、
作
者
は
、
こ
の
め
で
た
い
宴
に
、
九
百
日
て
女
二
の
官
の
母

藤
十
一
宜
女
御
に
懸
想
し
、
女
御
が
入
内
、
女
二
の
宮
が
生
ま
れ
長
ず
る

に
及
ん
で
は
、
そ
の
こ
の
官
を
得
ん
と
思
っ
て
い
た
紅
梅
右
大
臣
を

列
席
さ
せ
、
そ
の
傷
心
の
状
を
拙
き
、
物
語
に
抑
揚
を
つ
げ
る
こ
と

を
忘
れ
て
い
な
い
。

。
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栽

源
氏
物
語
所
出
の
前
裁
は
、
庭
先
に
植
え
た
草
木
の
種
類
や
状
態

だ
け
の
叙
述
で
な
く
、
人
々
の
心
理
、
生
活
の
一
状
態
や
情
景
、
人
物

の
描
写
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
主
な
も
の
を
用
途
別
に
す
る
と
次

の
よ
う
で
」
め
る
。

ハ

円

心

理

描

写

〈
桐
長
〉
御
前
の
宝
前
栽
の
い
と
お
も
し
ろ
き
盛
り
な
る
か
」
御
覧

ず
る
や
う
に
て
、
忍
び
や
か
に
・
：
：
・

更
衣
死
去
後
、
桐
査
帝
傷
心
の
情
態
で
、
御
覧
に
な
っ
て
い
る
前

栽
の
お
も
し
ろ
き
盛
り
と
反
対
。

〈
夕
顔
〉
ほ
ど
な
き
庭
に
、
、
さ
れ
た
る
呉
竹
、
前
栽
の
露
は
、
猶
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か
L

ふ
る
所
も
お
な
じ
ご
と
き
ら
め
き
た
り
。

源
氏
が
夕
顔
と
共
に
見
た
五
条
夕
顔
の
仮
住
い
の
庭
、

民
の
生
活
を
知
っ
た
。

〈
タ
蹴
〉
御
前
の
前
栽
か
れ

pfIに
虫
の
音
も
鳴
き
か
れ
て
：
：

か
の
夕
顔
の
や
ど
り
を
思
ひ
出
づ
る
も
は
づ
か
し
c

タ
制
限
死
後
二
条
の
院
に
引
き
と
ら
れ
た
右
近
の
感
慨
。

〈
紅
茶
賀
〉
一
胸
の
や
る
か
た
な
き
を
ほ
ど
過
ぐ
し
て
大
い
殿
へ
」

と
お
ぼ
す
。
御
前
の
前
裁
の
何
と
な
く
青
み
渡
れ
る
中
に
、
常
夏
の

花
山
中
、
山
に
咲
き
出
で
た
る
を
折
ら
せ
給
ひ
て
、

藤
h

況
の
生
ん
だ
若
宮
を
、
御
身
の
幼
い
時
そ
っ
く
り
だ
と
い
わ
れ

た
後
の
源
氏
の
心
境
。

八
代
会
〉
君
は
聞
の
一
安
の
一
勾
欄
に
お
し
か
L

ふ
り
て
、
指
枯
の
前
栽
且

給
ふ
程
な
り
け
り
0

・
：
・
「
雨
と
な
り
平
一
ー
と
な
り
に
け
む
今
は
知
ら

ず」

L
」
う
ち
ひ
と
り
ご
ち
て
、
頬
杖
っ
き
給
へ
る
御
さ
ま

誌
の
上
死
技
後
の
一
源
氏
傷
心
の
有
様
。

〈
作
待
出

ν
秋
の
雨
い
と
静
か
に
降
り
て
、
御
前
の
一
前
栽
の
色
々
人

だ
れ
た
る
露
の

L
げ
さ
に
、
御
袖
も
濡
れ
つ
t
A

・
：
・
「
前
栽
ど
も
こ

そ
後
り
な
く
ひ
も
と
け
侍
り
に
け
れ
：
：
：
め
は
れ
に
こ
そ
」
と
て
、

柱
に
よ
り
ゐ
給
へ
る
タ
ぱ
え
、
い
と
め
で
た
し

市
官
女
御
里
帰
り
の
際
、
源
氏
は
前
栽
の
花
を
見
る
悼
に
、
自
ら

の
感
情
を
前
栽
の
花
に
よ
せ
て
口
に
し
た
。

〈
判
断
〉
あ
な
た
の
御
ま
へ
を
み
や
り
給
へ
ば
、
枯
れ
枯
れ
な
る

前
栽
の
心
ぱ
へ
も
こ
と
に
見
渡
さ
れ
て
、
の
ど
や
か
に
眺
め
給
ふ
ら

源
氏
は
庶

む
御
有
さ
ま
・
か
た
ち
も
、
い
と
ゆ
か
し
く
哀
に
て
・

桃
園
の
宮
の
女
五
の
宮
と
話
し
な
が
ら
、
源
氏
は
気
持
も
限
も
朝

顔
前
斎
院
に
向
け
て
い
る
。

ハ
ハ
朝
顔
〉
し
を
れ
た
る
前
栽
の
か
げ
心
苦
し
う
、
遣
水
も
し
と
い

た
く
む
せ
び
て
、
池
の
一
氷
も
え
も
い
は
ず
婆
き
に
、
童
ベ
お
ろ
し
て

雪
ま
ろ
ば
し
せ
さ
せ
給
ふ
。

朝
顔
前
斎
院
の
こ
と
で
紫
の
一
上
は
不
興
、
源
氏
は
御
機
練
直
し
に

大
悶
り
す
る
、
雪
ま
ろ
や
は
し
も
源
氏
の
考
え
た
御
機
嫌
直
し
の
一

で
主
η

た「

〈
常
夏
〉
お
ま
へ
に
乱
れ
が
は
し
き
前
栽
な
と
も
う
ゑ
さ
せ
給
は

ず
、
撫
子
の
色
を
と
与
の
へ
た
る
庶
の
大
和
の
包
い
と
な
っ
か
し
く

結
ひ
な
し
て

他
の
掃
人
は
春
夏
秋
冬
の
庭
を
作
っ
た
が
玉
置
の
は
抑
子
一
色
で

あ
る
。
玉
霊
の
性
格
の
一
端
が
う
か
に
え
る
。
玉
量
は
ud
日
て
撫
子

と
も
呼
ば
れ
た
。

〈
若
菜
下
〉
遣
水
・
前
栽
の
う
ち
つ
け
に
心
ち
ょ
げ
な
る
を
見
い

だ
し
給
ひ
て
も
、
あ
は
れ
に
今
日
ま
で
経
に
け
る
を
思
ほ
す
。

二
条
の
一
院
で
病
気
療
養
中
の
紫
の
上
の
一
心
境
。

〈
横
笛
〉
う
ち
荒
れ
た
る
心
地
す
れ
ど
、
あ
て
に
け
た
か
く
住
み

な
し
給
ひ
て
、
前
栽
の
花
、
ど
も
虫
の
立
円
し
げ
き
野
辺
と
み
だ
れ
た
る

ゆ
ふ
ぱ
え
を
見
わ
た
し
給
ふ
。

故
柏
木
邸
は
荒
れ
た
が
、
故
柏
木
の
一
夫
人
吉
葉
の
宮
の
生
活
は

．
・
：
タ
一
霧
、
が
訪
れ
た
時
の
前
栽
の
有
様
。
タ
霧
が
後
に
宮
と
結
婚
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－a，
曹
司
劃
遥
竃
宮
製

M

塚、“
J

a

す
る
前
提
の
気
分
が
十
分
察
し
ら
れ
る
。

〈
タ
霧
〉
前
の
前
栽
の
花
ど
も
は
心
に
ま
か
せ
て
乱
れ
あ
ひ
た
る

に
：
：
：
い
で
給
は
ん
心
ち
も
な
し
。

小
野
の
山
荘
に
落
葉
の
宮
を
訪
ね
た
タ
霧
の
心
境
。

〈
幻
〉
七
月
七
日
も
：
：
：
ま
だ
夜
、
深
う
ひ
と
と
こ
ろ
起
き
給
ひ
て

：
：
前
栽
の
露
い
と
し
げ
く
：
：
・
い
で
給
ひ
て
『
た
ち
ば
な
の
あ
ふ

せ
は
雲
の
よ
そ
に
見
て
わ
か
れ
の
庭
に
露
ぞ
お
き
そ
ふ
』

紫
の
上
死
去
後
、
傷
心
の
源
氏
の
七
夕
の
夜
の
感
慨
と
歌
。

〈
匂
宮
〉
お
前
の
前
栽
に
も
、
春
は
梅
の
花
の
国
を
な
が
め
給
ひ

秋
は
：
：
：
物
げ
な
き
わ
れ
も
か
う
な
ど
は
、
い
と
す
さ
ま
じ
き
娼
枯

の
頃
ほ
ひ
ま
で
お
ぼ
し
捨
て
ず
な
ど

薫
の
薫
り
に
何
と
か
追
い
つ
こ
う
と
す
る
匂
宮
の
あ
せ
り
。
呑
を

た
く
ば
か
り
で
な
く
前
栽
の
花
の
香
を
さ
え
う
っ
そ
う
と
し
て
い

ヲ

G
o

〈
宿
木
〉
か
れ
／
＼
な
る
前
栽
の
中
に
、
尾
花
の
物
よ
り
殊
に
手

を
さ
し
出
で
て
招
く
が
を
か
し
う
見
ゆ
る
に

匂
宮
は
、
妻
中
君
へ
の
薫
の
手
紙
で
や
き
も
き
し
て
い
る
。
鮫
妬

心
か
ら
尾
花
も
中
君
を
招
く
薫
の
手
に
見
え
た
。
こ
の
後
匂
宮
は

「
ほ
に
出
で
ぬ
物
思
ふ
ら
し
篠
す
L
き
：
」
と
詠
ん
だ
。

同

生

活

状

態

の

描

写

〈
帯
木
〉
ゐ
中
家
だ
っ
柴
垣
し
て
、
前
栽
に
心
と
め
て
植
ゑ
た
り

中
河
の
紀
の
守
邸
。

〈
夕
顔
〉
御
心
ざ
し
の
所
に
は
、

木
立
・
前
栽
な
ど
な
べ
て
の
所

に
似
ず
い
と
の
ど
や
か
に
、
心
に
く
く
住
み
な
し
給
へ
り
。

故
春
宮
の
六
条
御
息
所
の
生
活
。

〈
末
摘
花
〉
：
：
前
の
前
裁
の
雪
を
見
た
ま
ふ
o

ふ
み
あ
け
た
る

跡
も
な
く
は
る
／
＼
と
荒
れ
わ
た
り
て
、
い
み
じ
う
さ
び
し
げ
な
る

末
摘
花
邸
の
荒
れ
た
様
。

〈
明
石
〉
木
立
・
立
石
・
前
栽
な
ど
の
有
様
：
：
：
「
心
の
い
た
り

少
な
か
ら
む
絵
師
は
え
書
き
及
ぶ
ま
じ
」
と
見
ゆ

明
石
入
道
の
浜
辺
の
館
。

〈
明
石
〉
前
栽
ど
も
に
虫
の
声
を
つ
く
し
た
り

明
石
入
道
の
岡
辺
の
館
。

〈
蓬
生
〉
木
草
の
葉
も
た
け
ふ
凄
く
あ
は
れ
に
見
な
さ
れ
し
を
、
泣

水
か
き
は
ら
ひ
前
栽
の
も
と
だ
ち
も
涼
し
う
し
な
し
て

源
氏
の
心
遣
い
で
、
常
陸
の
宮
（
末
摘
花
）
邸
の
手
入
れ
。

e
 

〈
松
風
〉
前
栽
ど
も
の
折
れ
ふ
し
た
る
な
ど
つ
く
ろ
は
せ
給
ふ
。

大
井
の
里
の
明
石
の
上
の
住
い
、
源
氏
の
心
遣
い
で
手
入
れ
。

同

情

景

及

び

人

物

描

写

〈
夕
顔
〉
－
前
栽
の
色
々
乱
れ
た
る
を
、
通
ぎ
が
て
に
や
す
ら
ひ
給

へ
る
さ
ま
、
げ
に
た
ぐ
ひ
な
し
。

六
条
御
息
所
の
見
た
源
氏
の
姿
。

〈
須
磨
〉
前
裁
の
花
い
ろ
／
＼
咲
き
乱
れ
お
も
し
ろ
き
夕
暮
に
、

海
見
や
ら
る
L
廊
に
出
で
給
ひ
て
庁
み
給
ふ
御
さ
ま
の
：
：
：
こ
の
世

の
物
と
も
見
え
給
は
ず
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自
分
が
思
い
に
沈
め
ば
皆
も
心
細
い
だ
ろ
う
と
須
磨
の
諭
居
で
心

遣
い
す
る
源
氏
の
姿
。

〈
松
風
〉
物
ど
も
し
な
／
＼
に
か
づ
け
て
、
霧
の
絶
問
に
た
ち
ま

じ
り
た
る
も
、
前
栽
の
花
に
見
え
ま
、
が
ひ
た
る
色
あ
ひ
ん
は
ど
、
殊
に

め
で
た
し

桂
院
に
泊
っ
た
源
氏
の
出
発
の
有
様
で
、
こ
L

で
は
か
ず
け
物
を

前
栽
の
花
に
た
と
え
て
い
る
。

〈
野
分
〉
南
の
お
と
父
に
も
前
栽
つ
く
ろ
は
せ
給
ひ
げ
る
折
に
し

も
、
か
く
吹
き
出
で
て

こ
の
文
は
野
分
の
惨
害
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。

〈
藤
一
塁
栄
〉
前
栽
ど
も
な
ど
小
さ
き
木
ど
も
な
り
し
も
、
い
と
し

げ
き
陰
と
な
り

タ
霧
新
夫
婦
が
住
む
こ
と
に
な
っ
た
祖
母
故
犬
宮
の
一
一
一
条
殿
の
庭

二
人
は
嘗
て
此
処
で
祖
父
母
の
膝
下
に
育
っ
た
。

〈
柏
木
〉
前
裁
に
心
い
れ
て
つ
く
ろ
ひ
給
ひ
し
も
、
心
に
ま
か
せ

て
繁
り
あ
ひ

柏
木
死
去
後
の
一
条
の
宮
の
荒
れ
方
で
あ
る
。
タ
霧
は
屡
々
訪
れ

る。〈
御
法
〉
す
ご
く
吹
き
出
で
た
る
夕
暮
に
、
前
栽
見
給
ふ
と
て
脇

息
に
よ
り
ゐ
給
へ
る
を
、
院
わ
た
り
て
見
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て

紫
の
上
は
病
気
療
養
中
、
源
氏
は
そ
の
小
康
状
態
を
見
て
喜
び
、

「
今
日
は
い
と
よ
く
起
き
居
給
ふ
め
る
は
。
こ
の
御
前
に
て
は
こ

よ
な
く
御
心
も
は
れ
ん
＼
し
げ
な
め
り
か
し
」
と
い
う
。

〈
総
角
〉
ま
ぎ
る
L

こ
と
な
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
す
ま
ひ
に
、
御

前
の
前
栽
ほ
の
か
に
は
似
ず
、
お
な
じ
花
の
姿
も
木
草
の
除
き
ざ
ま

も
殊
に
見
な
さ
れ
て
・
：
：
起
き
お
は
し
ま
し
け
り
o

母
女
三
の
宮
の
三
条
の
宮
焼
失
後
、
蒸
は
六
条
院
に
移
り
佐
ん

、F
」

0

1
7
j
 

〈
東
屋
〉
こ
な
た
の
廊
の
壷
前
栽
の
い
と
を
か
し
う
、
色
々
に
咲

き
乱
れ
た
る
に
・
・
：
端
近
く
そ
ひ
臥
し
て
眺
む
る
な
り
け
り

匂
宮
は
二
条
院
で
新
し
い
女
童
を
見
、
次
で
浮
舟
を
見
た
。

〈
東
屋
〉
端
の
方
に
、
前
栽
み
る
と
て
居
た
る
は
、
い
づ
く
に
か

－
 

劣
る
、
い
と
清
げ
な
め
る
は
と
見
ゆ
。

常
隆
守
の
北
の
方
が
見
た
少
将
の
姿
。

八
東
屋
〉
な
ぐ
さ
め
に
見
る
べ
き
前
裁
の
花
も
な
し

匂
宮
の
好
色
わ
ず
ら
わ
し
く
、
一
二
条
わ
た
り
に
隠
れ
た
浮
舟
の
一
応

如
何
に
も
あ
わ
れ
で
あ
る
。

八
千
習
〉
造
り
ざ
ま
、
故
あ
る
所
の
木
立
お
も
し
ろ
く
、
前
栽
も

を
か
し
く
故
を
尽
し
た
り
。

浮
舟
を
引
き
と
っ
た
貴
い
身
分
の
尼
の
庵
の
有
様
で
、
尼
の
尚
良

さ
が
よ
く
わ
か
る
。

以
上
を
み
る
と
、
前
栽
の
様
子
・
植
物
の
種
類
等
自
然
の
、
ミ
ニ
ユ

チ
ユ
ア
と
し
て
の
前
栽
の
模
様
が
書
き
表
わ
し
て
あ
る
だ
け
で
な
く

源
氏
物
語
の
人
々
は
前
栽
を
眺
め
、
物
を
思
い
、
傷
心
を
慰
し
、
或

い
は
悲
し
み
を
倍
し
、
ま
た
時
に
は
前
栽
を
舞
台
と
し
て
恋
合
育
て

恋
の
葛
藤
の
芳
を
の
ば
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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前
記
摘
記
に
は
、
〈
乙
女
〉
の
六
条
院
の
四
季
の
前
栽
は
別
項
に

掲
げ
る
の
で
、
〈
野
分
〉
の
「
中
将
の
下
襲
か
、
御
前
の
査
前
栽
の

宴
も
と
ま
り
ぬ
ら
む
か
し
」
は
、
単
な
る
行
事
の
こ
と
な
ど
で
省
い

た
。
ま
た
、
物
語
中
に
あ
る
桐
査
・
藤
壷
・
梨
査
・
悔
壷
等
の
前
栽

が
、
桐
、
藤
等
で
あ
り
、
「
明
日
と
て
の
日
、
藤
査
に
う
へ
渡
ら
せ

給
ひ
て
藤
の
花
の
宴
せ
ざ
ぜ
給
ふ
」
〈
宿
木
〉
た
藤
査
の
藤
が
、
蒸

か
ら
今
上
の
御
か
ざ
し
に
折
っ
て
ま
い
ら
せ
た
こ
と
な
ど
も
、
物
語

に
お
け
る
前
栽
、
が
、
夫
々
の
役
割
を
果
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ

。

〉
勺
ノ

。
四

季

の

草

木

六
条
の
院
に
は
、
春
の
上
（
紫
の
上
）
、
夏
の
御
方
（
花
散
里
）

秋
好
中
宮
（
冷
泉
院
の
后
の
宮
、
後
の
人
の
つ
け
た
通
称
）
、
冬
の

御
方
（
明
石
の
一
上
）
春
夏
秋
冬
四
季
の
婦
人
が
住
み
、
そ
の
久
口
々
の

町
に
は
、
四
季
夫
々
の
前
栽
が
植
え
ら
れ
た
。
〈
乙
女
・
削
蝶
・
野

分
〉
の
記
述
か
ら
、
そ
の
品
種
を
摘
記
す
る
と
、

！

J
J
4
9
1
4
p
s
i－

i
 

季

っ 33-

光
源
氏
一
辰
己
一
春
の
花
の
木
（
数
を
つ
く
ず
）

一
一
五
葉
・
紅
梅
・
桜
・
藤
・
山
吹
・

春

一

紫

の

上

一

！

一
一
（
南
）
一
岩
廊
崎
・
苔
・
柳

一
（
春
の
上
）
一
芳
一
（
秋
の
前
栽
を
交
ぜ
る
）

夏
の
木
の
か
げ
つ
く
る
も
の

呉
竹
・
森
の
様
な
木
・
卯
の
花
同
一

一
花
散
旦
一
丑
寅
一
一
・
花
橘
・
御
子
・
義
被
・
く
た
に

重

一

一

ヒ

一

（

く

た

に

は

、

木

丹

、

叩

九

、

く

J

一
（
夏
め
御
方
）
一
（
刺
）
一

b
な
し
？
）

↑
（
春
秋
の
木
草
を
か
（
せ
ろ
）

一
束
の
間
一
菖
蒲
（
馬
場
あ
り
）
ト

一
冷
泉
院
一
未
申
↑
秋
わ
野
合
つ
く
る
（
も
と
の
山
あ

秋

一

の

后

の

百

一

一

り

」

－

r

一
（
四
）
一
紅
葉
の
木
ど
も

（
…
同
一
好
一
怖
札
口
）
一
比
一
撫
子
、
紫
苑

一
（
北
国
築
き
わ
く
）

明
石
の
上
一
戊
亥
一
そ
の
隔
て
の
垣
に
か
ら
竹
・
し
げ

一

一

）

斗

と

一

一

一

松

の

木

（

あ

さ

顔

）

晶

一
（
冬
の
御
方
）
一
（
閏
）
一
菊
・
龍
胆
・
わ
れ
は
顔
た
る
杵
原

一

一

一

・

名

も

知

ら

ぬ

深

山

木

ど

も

住

む

人

町

前

栽

の

品

種

事ι



こ
れ
ら
の
品
種
は
、
四
季
そ
れ
p
p
l
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る

が
、
注
目
す
べ
き
は
、
紫
の
上
の
庭
に
は
、
「
秋
の
前
裁
を
ば
む
ら

む
ら
ほ
の
か
に
ま
ぜ
た
り
」
、
花
散
旦
の
庭
に
は
、
「
春
秋
の
木
草

そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
し
と
あ
り
、
秋
好
中
宮
と
明
石
の
上
に
な
い
こ

と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
婦
人
達
の
身
分
に
関
連
L
て
の
源
氏
の
希
望

を
表
わ
し
た
も
の
と
思
え
る
。

秋
好
中
宮
は
、
一
の
院
の
御
子
前
坊
の
子
で
、
帝
の
孫
、
現
在
は

中
宮
で
四
婦
人
中
最
高
の
地
位
。
紫
の
上
は
、
先
帝
の
御
子
三
条
式

部
卿
の
宮
の
娘
で
、
こ
れ
ま
た
帝
の
孫
、
源
氏
現
在
の
第
一
夫
人
。

花
散
里
は
父
母
こ
そ
不
明
で
あ
る
が
一
蹴
景
殿
女
御
の
妹
で
現
在
源
氏

の
第
二
夫
人
。
源
氏
は
、
出
生
地
位
の
劣
れ
る
紫
の
上
に
は
秋
好
中

宮
の
秋
の
前
栽
を
、
花
散
旦
に
は
、
中
宮
の
秋
の
木
平
と
紫
の
上
の

春
の
木
草
を
ま
ぜ
植
え
て
、
身
分
の
劣
れ
る
分
を
補
わ
ん
と
、
ν
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
明
石
の
上
は
、
母
系
で
中
務
の
宮
の
曾
孫
、
父

系
で
大
臣
の
孫
に
過
ぎ
、
ず
、
所
謂
た
丈
人
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
町

も
「
北
の
お
も
て
築
き
わ
け
て
」
、
ま
た
「
そ
の
隔
て
の
垣
」
も
設

け
た
の
で
あ
ろ
う
o

た
三
「
わ
れ
は
顔
な
る
枠
原
」
は
、
四
婦
人
中

子
が
あ
る
の
は
明
石
の
上
だ
け
で
、
「
わ
れ
一
人
が
母
で
あ
る
」
と

い
う
誇
ら
し
い
気
分
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
え
る
。
ま
た
、
「
を
さ

／
＼
名
も
知
ら
ぬ
深
山
木
ど
も
の
木
深
き
な
ど
」
も
、
そ
の
一
女
房
達

、
か
中
将
の
君
と
か
、
中
務
、
式
部
な
ど
と
い
う
名
も
な
い
田
舎
育
ち

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

。
春
秋
優
劣
論
に
始
ま
る
一
連
の
物
語

六
条
の
院
の
庭
に
は
、
様
々
の
植
物
が
植
え
ら
れ
る
が
、
〈
務
一
工

〉
で
源
氏
は
、
二
条
の
院
に
里
帰
り
中
の
斎
宮
女
御
（
秋
好
小
宮
）

に
、
「
春
の
花
の
林
、
秋
の
野
の
さ
か
り
を
と
り
J

ぐ
、
に
人
争
ひ
侍

り
け
る
」
「
い
づ
か
た
に
か
御
心
寄
せ
侍
る
べ
か
ら
ん
」
と
春
秋
優

劣
論
を
持
ち
か
け
、
「
狭
き
垣
の
う
ち
な
り
と
も
そ
の
折
の
心
見
知

る
ば
か
り
、
春
の
花
の
木
を
も
植
ゑ
わ
た
し
、
秋
の
草
生
も
制
り
移

し
て
、
い
た
づ
ら
な
る
野
辺
の
虫
な
も
住
ま
せ
て
、
人
に
御
覧
ぜ
主

せ
ん
と
思
ひ
給
ふ
る
を
」
と
造
園
の
意
志
を
述
べ
て
い
る
。
源
氏
が

三
十
二
才
の
秋
で
あ
り
、
六
条
の
院
完
成
の
二
年
前
で
あ
お
。

「
し
づ
か
な
る
御
住
ま
ひ
を
「
お
な
じ
広
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
、

こ
L

ふ
か
し
こ
に
て
お
ぼ
つ
か
な
き
山
黒
人
な
ど
を
も
集
へ
住
ま
せ
ん

」
の
御
心
に
て
」
「
六
条
京
極
の
わ
た
り
に
中
宮
の
ふ
る
官
の
ほ
と

り
を
凹
町
を
し
め
て
」
造
営
を
始
め
た
の
は
、
源
氏
一
二
十
一
二
才
の
時

で
あ
っ
た
o

紫
の
上
が
、
父
式
部
卿
の
官
の
五
十
の
御
賀
も
同
じ
く

す
る
な
ら
ば
一
珍
ら
し
か
ら
ん
御
家
に
て
」
と
工
事
を
急
が
ぜ
て
、

つ
く
り
は
て
ら
れ
た
の
は
源
氏
三
十
問
才
の
八
月
で
あ
っ
た
の
造
営

の
企
函
か
ら
完
成
ま
で
二
年
、
物
語
の
巻
は
〈
薄
雲
〉
か
ら
間
に
〈

朝
顔
〉
ど
置
き
、
ハ
乙
女
〉
の
巻
末
に
至
っ
て
い
る
。

六
条
の
院
の
造
山
口
n
が
終
り
、
春
の
上
の
紫
の
上
は
、
「
十
九
廿
の
御
L

つ
ら
ひ
は
、
こ
の
頃
に
あ
は
ね
ど
」
の
秋
で
あ
る
為
、
彼
岸
の
頃
に

源
氏
と
共
に
急
ぎ
移
転
、
花
散
里
は
紫
の
上
に
そ
ひ
て
、
秋
好
中
宵
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は
そ
れ
よ
り
五
、
六
日
過
ぎ
に
、
冬
の
方
明
石
の
上
は
神
無
月
に
移

っ
た
。
作
者
は
移
転
時
期
も
四
婦
人
の
季
節
に
よ
く
合
致
さ
せ
て
い

る。
秋
で
あ
る
o

中
古
は
早
速
に
、
・
『
心
か
ら
春
待
つ
園
は
わ
が
宿
の

紅
葉
を
風
の
っ
て
に
だ
に
見
よ
』
の
消
息
と
共
に
、
御
箱
の
蓋
に
秋

ら
し
い
色
々
の
花
・
紅
葉
を
取
り
ま
ぜ
、
濃
き
紫
の
柏
、
紫
苑
の
織

物
を
か
さ
ね
、
赤
朽
葉
の
羅
の
汗
れ
と
何
れ
も
秋
の
色
彩
の
服
装
を

し
た
女
童
に
届
け
さ
せ
た
。
紫
の
上
は
、
『
風
に
ち
あ
も
み
ぢ
は
か

る
し
春
の
色
を
岩
根
の
松
に
か
け
で
こ
そ
見
め
』
と
の
文
を
、
御
箱

の
誌
に
は
苔
を
敷
き
、
美
事
な
造
り
物
の
五
葉
の
枝
に
つ
け
て
返
し

た
が
、
源
氏
は
、
「
こ
の
紅
葉
の
御
消
息
い
と
ね
た
げ
な
め
り
o

春

の
花
ざ
か
り
に
こ
の
御
い
ら
へ
は
き
こ
え
給
へ
。
こ
の
頃
紅
葉
を
言

ひ
く
た
さ
ん
は
、
立
田
姫
の
思
は
ん
事
も
あ
る
を
。
さ
し
退
き
て
花

の
か
げ
に
た
ち
隠
れ
て
こ
そ
強
き
言
は
出
で
来
め
」
と
忠
告
し
た
。

秋
好
中
宮
と
春
の
上
の
こ
の
遣
取
は
地
の
春
秋
の
争
い
で
あ
る
。

〈
以
上
乙
女
〉

紫
の
上
の
春
の
園
で
は
、
百
花
総
乱
の
「
三
月
の
二
十
日
あ
ま
り

の
頃
は
ひ
」
、
紫
の
上
は
「
唐
め
い
た
る
舟
」
を
「
お
ろ
し
は
じ
め

さ
せ
給
ふ
」
た
。
こ
の
日
、
源
氏
か
ら
も
中
宮
の
御
ま
し
を
勧
誘
し

た
が
、
中
宮
の
御
身
分
で
は
そ
う
軽
々
し
く
御
出
ま
し
も
出
来
ず
、

同
引
き
に
応
じ
た
の
は
中
宮
の
女
房
達
だ
け
で
あ
っ
た
。
女
房
達
は
、

華
一
一
ん
仙
舟
お
ろ
し
の
行
事
を
、
翌
日
「
げ
に
春
の
色
は
え
お
と
さ
せ

給
ふ
ま
じ
か
り
け
り
」
と
「
花
に
お
れ
つ
L
聞
え
」
か
わ
し
た
し
、

中
宮
は
、
秋
の
町
で
、
春
の
園
の
賑
い
を
「
物
へ
だ
て
て
、
ね
た
う

聞
し
召
し
」
た
の
で
あ
る
o

中
宮
と
紫
の
上
の
二
度
目
の
春
秋
戯
で

あ
る
。紫

の
上
が
舟
お
ろ
し
の
日
取
り
を
こ
の
日
に
し
た
の
は
、
翌
日
が

「
中
宵
の
御
読
経
の
は
じ
め
」
で
あ
り
、
後
記
の
演
出
の
効
果
を
一

層
大
き
く
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
舟
の
装
ひ
も
「

い
そ
ぎ
そ
う
ぞ
か
せ
給
ひ
て
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

る。
翌
日
の
中
宮
の
御
読
経
始
め
に
当
っ
て
、
紫
の
上
か
ら
仏
前
へ
供

え
ら
れ
た
花
は
、
銀
・
金
の
瓶
に
き
し
た
桜
と
山
吹
で
あ
り
、
「
鳥

・
蝶
に
装
束
き
た
る
童
」
達
は
、
「
御
前
の
山
ぎ
は
よ
り
漕
ぎ
出
で

て
中
官
の
御
前
に
出
づ
る
ほ
ど
風
吹
き
て
瓶
の
桜
」
は
す
ご
し
散
っ

た
o

中
官
か
ら
童
ベ
ど
も
へ
の
禄
は
、
桜
と
山
吹
の
細
長
で
あ
っ
た

し
、
「
花
園
の
胡
蝶
を
さ
へ
や
下
草
に
秋
ま
つ
虫
は
う
と
く
見
る
ら

ん
』
と
の
紫
の
上
の
消
息
を
お
届
け
し
た
の
は
中
将
タ
霧
、
中
宮
は

タ
霧
に
「
ふ
ぢ
の
細
長
そ
へ
て
女
の
装
束
か
づ
け
給
」
ひ
、
「
か
の

紅
葉
の
縄
返
り
な
り
け
り
」
と
ほ
与
え
ん
で
消
息
を
御
覧
あ
り
、
「

き
の
ふ
は
、
ね
に
泣
き
ぬ
ベ
く
こ
そ
は
、
『
こ
て
ふ
に
も
誘
は
れ
な

や
ま
ぶ
き

ま
し
心
有
て
八
重
款
冬
を
へ
だ
て
ざ
り
せ
ば
』
」
と
の
御
返
り
が
あ

っ
た
〈
以
上
胡
蝶
〉
。
春
秋
の
争
い
は
こ
L

で
や
っ
と
終
っ
て
い

る。
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な
お
紫
の
上
の
春
の
園
に
植
え
で
あ
っ
た
山
吹
は
、
舟
お
ろ
し
の

日
美
事
に
咲
き
匂
い
、
招
か
れ
た
中
宮
の
女
房
達
は
、
こ
の
美
事
な



山
吹
に
寄
せ
て
歌
を
詠
み
、
山
吹
に
擬
ら
え
ら
れ
る
西
の
対
の
玉
霊

に
「
中
の
思
ひ
に
燃
え
ぬ
ベ
き
若
君
達
な
ど
」
〈
胡
蝶
〉
は
、
夜
を

徹
し
て
の
遊
び
に
そ
の
歓
を
尽
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
春
秋
優
劣
論
に
始
ま
っ
て
、
中
宮
御
読
経
の
日
の
こ
と

ま
で
、
読
者
を
し
て
少
し
の
退
屈
も
感
ぜ
し
め
な
い
程
変
化
が
あ
る

一
連
の
ス
ト
リ
ー
で
あ
り
、
更
に
山
吹
に
擬
せ
ら
れ
る
玉
霊
に
関
ず

る
ス
ト
リ
ー
の
閉
幕
で
も
あ
る
o

（
植
物
に
よ
る
人
物
表
現
参
照
）

そ
L
て
、
こ
れ
ら
の
全
場
面
に
活
躍
し
、
各
場
面
を
繋
い
で
い
る
の

は
、
人
物
と
色
々
な
植
物
で
あ
る
。

。

あ
や

物
語
の
文
を
な
す
植
物

源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
一
場
面
に
出
た
事
は
そ
の
場
岡
山
内
で
な

く
、
吹
々
に
展
開
さ
れ
て
行
く
こ
と
が
多
く
、
お
の
ず
か
ら
文
と
な

る
。
植
物
が
そ
の
繋
ぎ
の
役
を
な
し
て
い
る
も
の
の
例
を
挙
げ
て
み

る
。
什
幼
い
匂
宮
は
、
病
弱
の
紫
の
上
の
「
私
が
亡
く
な
っ
た
ら
」

＋A
R

み
4
9

と
の
問
い
に
対
し
、
「
父
帝
、
母
明
石
女
御
よ
り
祖
母
上
が
好
き
で

す
、
祖
母
上
死
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
よ
」
と
答
え
、
紫
の
上
か
ら
対

の
前
の
紅
梅
と
桜
を
譲
ら
れ
る
〈
御
法
〉
。

．
紫
の
上
の
残
後
、
匂
宮
は
こ
の
桜
を
「
ま
ろ
が
桜
が
咲
い
た
、
帳

を
立
て
た
ら
散
る
ま
い
」
と
い
っ
て
、
自
ら
名
案
だ
と
思
う
。
源
氏

は
宮
の
一
言
葉
を
聞
き
、
「
馴
れ
聞
え
ん
事
も
残
り
少
し
ゃ
：
：
：
」
と

＋A
験

＋

涙
ぐ
む
と
、
宮
は
、
「
い
や
な
事
だ
、
祖
母
上
と
同
じ
こ
と
を
仰
せ

に
な
る
」
と
伏
目
に
な
っ
て
、
泣
き
面
を
か
く
し
た
〈
幻
〉
。

。
玉
霊
邸
で
、
桜
の
細
長
の
大
君
と
薄
紅
梅
の
中
君
が
碁
を
打
っ

て
い
る
時
、
兄
左
近
中
将
は
桜
の
枝
を
折
っ
て
来
て
「
御
身
達
、
が

小
さ
い
時
、
こ
の
桜
を
私
の
だ
、
私
の
だ
と
争
っ
た
こ
と
が
あ
る
が

父
は
大
君
の
だ
、
母
は
中
君
の
だ
と
い
っ
た
の
が
、
御
身
達
に
気

に
入
ら
な
か
っ
た
様
だ
」
と
懐
旧
談
を
す
る
o

姉
妹
は
桜
を
賭
け

て
勝
負
の
後
、
中
君
が
勝
ち
、
夫
－
々
味
方
し
た
女
房
達
、
童
の
な

れ
き
ま
で
が
、
賑
か
に
歌
の
応
答
を
す
る
。
そ
の
後
、
大
君
は
、

冷
泉
院
の
御
息
所
と
な
り
院
の
寵
愛
が
深
い
が
、
先
に
入
内
の
方

々
か
ら
怨
ま
れ
、
大
君
へ
の
思
慕
が
叶
わ
な
か
っ
た
帝
は
御
気
嫌

が
悪
く
、
玉
霊
の
気
苦
労
は
絶
え
な
い
。
一
方
玉
童
は
、
院
の
御
懸

想
を
忌
ん
で
院
に
参
る
こ
と
も
出
来
な
い
が
、
蔭
の
事
情
を
知
ら
ぬ

大
君
は
、
昔
の
桜
の
争
い
で
も
母
は
中
君
に
味
方
を
な
さ
っ
た
が
、

そ
の
名
残
り
に
、
今
も
私
を
お
構
い
に
な
ら
ぬ
と
怨
む
様
に
な
る
〈

竹
河
〉
。

同
八
一
梅
枝
〉
の
「
二
月
の
十
日
、
雨
す
こ
し
降
り
て
」
の
後
は
、

御
ま
へ
ち
か
き
紅
梅
：
：
：
さ
か
り
に
、
色
も
香
も
：
：
：
花
を
め
で

つ
L
お
は
す
る
ほ
ど
に
：
：
：
ち
り
す
ぎ
た
る
梅
の
枝
に
つ
け
た
る

御
文
：
：
：
し
ろ
き
に
は
梅
を
彫
り
て
：
：
：
（
歌
）
『
花
の
香
は
：
：
：

散
り
に
し
枝
に
と
ま
ら
ね
ど
：
：
：
』
：
：
：
紅
梅
襲
の
：
：
：
そ
の
色

の
紙
に
て
：
：
：
御
前
の
花
を
折
ら
せ
給
ひ
て
（
：
：
：
歌
）
『
花
の

枝
に
い
と

x
心
を
染
む
る
か
な
人
の
と
が
め
ん
香
を
ぱ
つ

L
め

ど』



涙
ぐ
む
と
、
宮
は
、

「
い
や
な
事
だ
、
祖
母
上
と
恒
じ
ご
ム
」
主
事
生

軍
覇
空
想
唱
r
g
q
4
u
t
j
が

と
あ
る
短
い
文
の
中
に
、
梅
関
係
の
詞
が
十
三
も
出
る
が
、
梅
・
紅

梅
の
詞
は
僅
か
に
四
回
、
而
も
実
物
は
紅
梅
と
梅
が
枝
だ
け
で
、
他

の
二
同
は
彫
刻
の
模
様
と
襲
の
色
白
で
あ
り
、
殆
ん
ど
が
花
や
枝
で

代
用
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
読
者
の
心
は
梅
に
引
き
つ
け
ら
れ

後
の
歌
の
「
花
の
校
」
が
朝
顔
の
君
を
意
味
す
る
こ
と
さ
え
気
付
か

ぬ
穏
に
な
っ
て
く
る
。

州
側
〈
若
菜
上
〉
の
蹴
鞠
の
記
事
に
お
け
る
、

御
附
の
間
に
あ
た
れ
る
桜
の
か
げ
に
よ
り
て
、
人
々
花
の
土
も
忘

れ
て
：
：
・
桜
の
直
衣
の
や
ム
萎
え
た
る
に
花
の
雪
の
や
う
に
ふ
り

か
t

ふ
れ
ば
う
ち
見
あ
げ
て
、
し
を
れ
た
る
枝
す
こ
し
お
し
折
り
て

：
：
花
乱
り
が
は
し
く
散
る
め
り
や
。
「
桜
は
避
き
て
こ
そ
」
な

ど
の
た
ま
ひ
っ
L

も
同
じ
例
で
あ
る
。

例
こ
れ
と
反
対
に
、
竹
の
場
合
は
、
一
竹
・
か
ら
竹
・
く
れ
竹
－
e

な
よ
竹
・
わ
か
竹
」
と
色
々
と
使
い
わ
け
、
ハ
乙
女
〉
の
六
条
の
院

の
肢
造
り
に
お
い
て
は
、
同
じ
ハ
チ
ク
を
、
花
散
旦
の
庭
の
は
「
く

れ
竹
」
と
し
、
明
石
の
上
の
住
い
に
は
、
「
か
ら
竹
」
と
し
て
い
る

如
き
例
も
あ
る
o

作
者
は
物
語
執
筆
に
当
り
、
大
き
な
構
成
を
考
え
る
一
方
、
次
の

段
附
に
お
い
て
は
そ
の
仕
組
み
に
色
々
の
工
夫
を
こ
ら
し
、
小
さ
く

は
言
葉
の
い
い
ま
わ
し
（
修
辞
〉
に
も
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い

る
。
そ
れ
ら
が
、
物
語
全
般
を
通
じ
て
美
事
た
郊
を
な
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
物
語
は
文
字
を
目
で
見
る
だ
け
で
な
く
、
読
め
ば
耳
か
ら

11= 

も
入
る
。
同
語
の
重
複
を
避
け
て
、
音
韻
的
な
効
果
を
挙
げ
る
こ
と

に
も
留
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

。
引

歌

と

植

物

源
氏
物
語
成
立
の
頃
は
、
和
歌
に
通
ず
る
こ
と
は
上
流
社
会
や
文

化
人
の
必
須
の
素
養
で
あ
り
、
和
歌
そ
の
も
の
が
言
葉
で
も
あ
っ
た

と
思
え
る
。
作
者
が
物
語
中
に
引
い
た
一
句
も

d

当
時
の
読
者
は
作

者
の
言
わ
ん
と
す
る
所
を
直
ち
に
理
解
し
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
歌
の

要
所
を
捉
え
て
簡
潔
に
書
き
現
わ
さ
れ
た
方
が
返
っ
て
興
味
を
そ
L

り
、
強
烈
な
刺
戟
と
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

付
引
歌
に
は
植
物
関
係
の
も
の
が
多
い
が
、
こ
L
に
は
桜
関
係
の

み
を
摘
記
し
て
み
る
。
〈
花
宴
〉
ほ
か
の
散
り
な
む
と
教
へ
ら
れ
た

り
け
む

見
る
人
も
な
き
山
恩
の
桜
花
ほ
か
の
散
り
な
ん
後
ぞ
咲
か
ま
し
（

古
今
・
伊
勢
）

〈
薄
雲
・
柏
木
〉
今
年
ば
か
り
は

・
深
草
の
野
ベ
の
桜
し
心
あ
ら
ば
今
年
ば
か
り
は
墨
染
に
咲
け
（
古

今）

〈
若
菜
上
〉
桜
は
避
き
て
こ
そ

春
風
は
花
の
あ
た
り
を
よ
ぎ
て
吹
け
心
づ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ
と
見

む
（
古
今
）

〈
若
菜
下
〉
な
に
を
桜
に
と
い
ふ
古
事
も
あ
る
は

待
て
と
い
ふ
に
散
ら
で
し
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
何
を
桜
に
思
ひ
ぎ

~ ~7 ~ 



さ
ま
し
（
古
今
・
古
今
六
帖
〉

〈
柏
木
〉
あ
ひ
み
ん
事
は

春
ご
と
に
花
の
盛
り
は
あ
り
な
め
ど
逢
ひ
み
ん
こ
と
は
命
な
り
け

り
（
古
今
）

〈
幻
〉
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
求
め
け
ん
人
よ
り
は
大
空
に
お
ほ
ふ

ば
か
り
の
袖
も
が
な
春
咲
く
花
を
風
に
ま
か
せ
じ
、
（
後
撰
）

〈
匂
官
〉
春
の
桜
は
げ
に
長
か
ら
ぬ
し
も

残
り
な
く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の
中
は
て
の
憂
け
れ

ば
（
古
今
）
：
：
：
意
を
と
る

〈
竹
川
〉
咲
く
桜
あ
れ
ば
散
り
か
ひ
曇
り

桜
花
散
り
か
ひ
曇
れ
老
い
ら
く
の
来
む
と
言
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
だ

に
（
古
今
）

ん
ハ
竹
川
〉
散
り
な
む
の
ち
の
形
見
に

桜
色
に
衣
は
、
深
く
染
め
て
着
む
花
の
散
り
な
む
後
の
形
日
比
に
（
古

入
門
ソ
）

〈
椎
本
〉
春
の
つ
れ
ん
＼

思
い
や
れ
霞
こ
め
た
る
山
里
の
花
待
つ
ほ
ど
の
春
の
つ
れ
ん
＼
（

後
拾
遺
）

〈
早
放
〉
主
な
き
ゃ
ど
の

浅
茅
原
の
主
な
き
宿
の
桜
花
心
や
す
く
や
風
に
散
る
ら
む
（
拾
遺
）

〈
浮
舟
〉
見
れ
ど
も
／
＼
飽
か
ず

引
税
霞
た
な
び
（
山
の
桜
花
見
れ
ど
も
あ
か
ぬ
君
に
も
あ
る
か
な
（

」
の
今
）

ロ
物
語
中
の
文
に
は
直
接
出
て
い
な
い
が
、
引
歌
に
横
物
が
出
て

い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
へ
夕
顔
の
（
空
蝉
）
「
益
田
は
ま
こ

と
に
な
む
」
（
源
氏
〉
「
生
け
る
か
ひ
な
き
ゃ
、
誰
が
言
は
ま
し
ご

と
か
」
の
応
答
は
、
『
ね
ぬ
な
わ
の
苦
し
か
る
ら
ん
人
よ
り
も
我
ぞ

益
田
の
Ar
－
－
け
る
か
ひ
な
き
』
（
拾
遺
集
）
中
の
「
生
け
る
甲
斐
な
し
」

の
語
、
そ
し
て
空
蝉
の
心
情
を
表
わ
し
て
お
り
、
益
田
の
池
の
「
ぬ

じ
ゅ
ん
き
い

な
わ
（
呼
）
」
が
蔭
に
か
く
れ
て
い
る
。

八
一
浮
舟
〉
の
『
「
誘
ふ
水
あ
ら
ば
」
と
は
思
は
ず
』
と
い
う
浮
舟

の
言
葉
も
、
『
位
び
ぬ
れ
ば
身
を
浮
草
の
根
を
絶
え
て
誘
ふ
水
あ
ら

ば
往
な
ん
と
ぞ
思
ふ
』
（
古
今
集
）
中
の
一
句
を
使
っ
て
お
り
、
」

誘
う
水
が
あ
っ
て
も
浮
草
の
様
に
、
そ
の
方
に
往
こ
う
と
は
思
わ
な

い
」
浮
舟
の
心
情
を
い
と
も
筒
潔
に
表
わ
し
て
い
る
。

同
引
用
し
て
い
る
の
は
、
和
歌
中
の
句
だ
け
で
は
く
漢
詩
か
ら
の

も
あ
る
。
白
居
易
、
長
恨
歌
の
「
太
液
芙
蓉
未
央
柳
、
芙
蒋
如
間
柳

如
屑
」
や
「
在
天
願
作
比
翼
鳥
、
在
地
願
為
連
理
枝
」
な
ど
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

帝
は
、
女
二
宮
を
薫
に
下
す
御
気
持
が
あ
り
、
蒸
を
碁
の
相
手
に

さ
れ
、
「
よ
き
賭
物
は
あ
り
ぬ
ベ
け
れ
ど
軽
々
し
く
は
え
渡
す
ま
じ

き
を
何
を
か
は
」
と
仰
せ
に
な
る
。
お
負
け
に
な
る
と
、
「
ね
た
き

わ
ざ
か
な
、
ま
づ
、
今
日
は
こ
の
花
一
枝
ゆ
る
す
」
と
宣
わ
す
っ
薫

は
、
「
御
い
ら
へ
聞
え
さ
せ
で
、
下
り
て
お
も
し
ろ
き
校
を
折
り
て

、
ま
ゐ
」
っ
た
。
〈
宿
木
〉
こ
の
一
段
は
、
皇
女
御
降
嫁
の
御
内
諾

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
和
漢
朗
詠
集
、
恋
・
紀
斉
名
「
聞
得
圏
中
花
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十
口
人
戸
寸
」

養
艶
、
請
君
許
折
一
枝
春
」
の
趣
旨
の
小
説
化
と
い
え
る
。

以
上
は
、
極
く
一
部
の
例
で
あ
る
が
、
和
歌
・
漢
詩
の
引
用
は
、

文
の
簡
易
化
よ
り
も
む
し
ろ
詳
し
く
書
か
れ
ぬ
’
為
に
、
物
語
の
一
興
味

を
増
し
、
物
語
を
派
手
な
も
の
と
し
て
い
る
。

。
色

彩

と

植

物

源
氏
物
語
に
は
、
白
・
里
山
・
赤
・
青
（
今
日
の
緑
）
・
紫
等
現
代

の
色
名
も
あ
る
が
、
襲
の
色
目
と
共
に
植
物
名
の
色
名
が
多
く
用
い

ら
れ
て
い
る
。

的
昔
、
葡
萄
、
く
ち
な
し
、
蘇
芳
、
丁
字
（
呑
染
）
、
楳
（
月

草
、
一
露
草
）
、
橡
、
紅
（
紅
花
）
、
紫
、
ハ
山
）
一
監

一
例
悦
、
一
卯
の
花
、
女
郎
花
、
柑
子
、
（
浅
、
前
〕
葱
、
栗
、
胡

桃
、
萱
亙
ー
、
桜
、
紫
苑
、
橋
（
皮
〉
、
藤
、
柳
、
山
吹

等
が
あ
り
、
そ
の
内
的
の
項
は
染
色
原
料
名
が
そ
の
位
色
名
と
な
っ

て
い
る
。
物
語
中
の
色
名
、
裂
の
色
彩
等
の
大
部
は
植
物
の
名
を
そ

の
ま
L
色
彩
名
、
と
し
て
い
る
が
、
作
者
は
、
植
物
、
着
物
の
色
、
誌

の
色
目
等
を
う
ま
く
ミ
ッ
ク
ス
し
、
時
に
は
漸
層
法
に
よ
っ
て
大
き

な
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。

ハ
門
野
分
で
、
タ
霧
が
秋
好
中
宮
を
見
舞
う
と
、
中
日
は
女
童
達
に

龍
の
虫
に
露
飼
わ
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
童
達
は
、
「
山
草
子
加
子

こ
き
薄
き
柏
、
と
も
に
女
郎
花
の
汗
杉
な
ど
ゃ
う
の
時
に
あ
ひ
た
る
」

も
の
を
着
て
露
を
飼
い
、
ま
た
「
撫
子
な
ど
の
い
と
あ
は
れ
げ
に
吹

き
散
ら
さ
る
L
枝
ど
も
」
を
と
っ
て
来
る
。
吹
き
来
る
風
は
、
「
紫

苑
こ
と
件
＼
に
匂
」
っ
て
い
る
〈
以
上
野
分
〉
。
読
者
は
、
こ
の
文

を
読
ん
で
、
実
際
の
植
物
と
着
物
の
色
、
同
州
の
香
り
と
を
分
か
ら
か

ね
る
心
持
が
す
る
で
あ
ろ
う
o

u
八
相
蝶
〉
の
舟
お
ろ
し
の
日
、
紫
の
上
の
庭
に
は
桜
・
山
吹
・

藤
が
咲
き
匂
っ
て
い
た
。
翌
日
の
中
官
の
御
読
経
始
め
に
、
誌
の
ト

か
ら
は
桜
、
山
吹
が
仏
前
に
奉
ら
れ
、
そ
れ
を
惨
ぐ
る
烏
・
似
の
女

童
達
は
、
中
宮
か
め
桜
弱
・
山
吹
袋
の
納
長
を
問
問
り
、
中
日
の
河
川
へ

御
使
い
じ
参
っ
た
ん
グ
霧
に
は
、
マ
騰
の
制
長
を
へ
て
女
の
以
来
九
ペ
つ

け
給
」
う
た
。
こ
与
で
も
生
柏
物
の
色
ど
り
と
着
物
の
色
が
附
然
と

し
て
い
る
。

在
は
主
な
例
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
お
い
て
も
鉾
の
組
一
り
尖
取
の

色
を
別
ち
〈
藤
真
実
の
行
事
〉
、
或
い
は
粋
人
の
装
束
と
河
聞
の
純

物
の
色
と
の
対
比
を
う
ま
く
描
き
出
し
て
〈
岩
菜
下
、
作
で
〉

お
り
、
そ
れ
ら
も
多
く
は
、
植
物
や
指
物
名
の
色
と
り
の
し
乙

で
あ
る
。

I ¥ 
Lノ

功
〈
の
栴
成
と
柏
物

泌
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
屡
々
そ
の
修
討
に
お
い
て
漸
層
法
に
よ

る
効
果
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
ま
た
植
物
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
。

年
た
ち
か
へ
る
あ
し
た
の
笠
の
気
色
：
：
数
な
ら
ぬ

円
H
J
V

円
べ
U

U) 
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う
ち
だ
に
・
：

伸
ま
し
て
い
と
三
玉
を
し
け
る
御
前
は
、
庭
よ
り
は
じ
め
見
ど
こ

ろ
マ
多
く
、
み
が
き
ま
し
給
へ
る
御
方
々
の
有
様
、
ま
ね
び
た
て
む
も

言
の
葉
足
る
ま
じ
く
な
む

村
春
の
お
と
父
の
御
前
、
と
り
わ
き
て
梅
の
香
も
御
簾
の
う
ち
の

匂
ひ
に
吹
き
ま
が
ひ
て
、
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
。
さ
す
が
に

う
ち
と
け
て
や
す
ら
か
に
住
み
な
し
給
へ
り
〈
以
上
初
音
〉

作
者
の
い
わ
ん
と
す
る
所
は
、
川
円
で
あ
り
、
紫
の
上
の
住
い
は
極

楽
浄
土
の
如
く
、
紫
の
上
は
、
庭
の
梅
の
香
の
如
く
競
争
者
も
な
く

安
ら
か
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
に
あ
る
、
が
的
伺
の
文
が
如
何
に
付
を

強
烈
に
感
じ
さ
せ
て
い
る
か
い
う
ま
で
も
な
い
。

。
的
御
ま
へ
ち
か
き
紅
梅
さ
か
り
に
、
色
も
香
も
似
る
も
の
な
き

ほ
ど
に
、
賛
兵
部
卿
の
宮
わ
た
り
給
へ
り

帥
花
を
め
で
つ
t
A

お
は
す
る
程
に

判
前
の
さ
い
院
よ
り
と
て
、
ち
り
す
ぎ
た
る
梅
の
枝
に
つ
け
た
る

御
文
も
て
ま
ゐ
れ
り

付
同
時
に
頼
ん
で
あ
っ
た
香
も
届
け
ら
れ
、
二
つ
の
瑠
璃
の
杯
に

入
れ
、
そ
の
一
つ
の
「
し
ろ
き
に
は
梅
を
彫
り
て
・
：
・
：
な
よ
び
や
か

に
な
ま
め
か
し
く
ぞ
し
給
へ
る
」

仙
川
朝
顔
前
斎
院
の
文
に
は
、
『
花
の
呑
は
散
り
に
し
枝
に
と
ま
ら

ね
ど
：
：
：
』
と
あ
っ
た

村
源
氏
は
、
使
の
者
に
「
紅
梅
襲
の
唐
の
細
長
そ
へ
た
る
女
の
装

束
、
か
づ
け
給
ふ
」
た

川
御
返
り
も
そ
の
色
の
紙
に
て
御
前
の
花
を
折
ら
せ
給
ひ
て
つ
け

さ
せ
給
ふ
」
0

更
に

制
御
硯
の
つ
い
で
に
、
『
花
の
技
に
い
と
父
心
を
染
む
る
か
な
人

の
と
が
め
ん
呑
を
ば
つ
L

め
ど
』
と
書
い
た
〈
以
上
梅
枝
〉
。

作
者
の
い
わ
ん
と
す
る
所
は
、
例
の
朝
顔
前
斎
院
に
対
す
る
源
氏

の
気
持
を
表
わ
し
た
歌
で
あ
る
が
、
川
w
l川
に
よ
っ
て
深
刻
強
烈
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
。

日
間
的
常
陸
の
宮
の
姫
君
末
摘
花
の
邸
は
荒
れ
て
い
る
。
允
ま
に
立

ち
よ
る
兄
禅
師
も
浮
世
離
れ
し
た
聖
で
「
し
げ
き
草
・
蓬
を
ど
に
か

き
払
は
む
物
と
も
思
ひ
よ
り
給
は
ず
、
か
k

ふ
る
ま
λ

に
浅
茅
は
躍
の

面
も
見
え
ず
、
し
げ
き
蓬
は
軒
を
争
ひ
て
生
ひ
の
ぼ
る
」

帥
霜
月
ば
か
り
に
な
れ
ば
：
：
：
朝
日
・
ゆ
ふ
日
を
防
ぐ
、
蓬
・
祁

の
か
げ
に
ふ
か
う
積
り
て
、
越
の
白
山
思
ひ
や
ら
る
L
：

例
案
内
を
乞
う
た
惟
光
も
、
「
昔
の
跡
も
見
え
ぬ
蓬
の
繁
さ
か
な

」
と
源
氏
に
報
告
す
る
程
で
、

判
そ
の
状
態
を
聞
い
て
は
、
末
摘
花
に
懸
想
す
る
源
氏
さ
え
、
「

『
尋
ね
て
も
我
こ
そ
と
は
め
道
も
な
く
深
き
蓬
の
も
と
の
心
合
』
と

ひ
と
り
ご
ち
給
ふ
」
の
だ
っ
た
。

的
し
か
し
、
流
石
は
源
氏
で
、
「
下
部
ど
も
な
ど
つ
か
は
し
て
、

よ
も
、
ぎ
払
わ
せ
」
周
囲
の
板
垣
な
ど
の
修
繕
を
さ
せ
た
〈
以
上
蓬

生
〉
。的

か
ら
肘
ま
で
、
末
摘
花
邸
の
蓬
で
あ
る
が
、
作
者
の
考
え
は
結

局
は
そ
の
様
に
落
ち
ぶ
れ
た
姫
も
見
棄
て
な
い
源
氏
の
や
さ
し
い
心
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」
は
ヰ
ム

μ
J
レ
V
私
剖
刑

t
d
L
f

軍
曹
覇
聖
篭
控
訴
許
℃
繋

U3…
を
表
わ
さ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
叙
景
の
詞
を
積
み
重
ね
る
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
p
p
l
に
変
化
を
持
た
せ
、
同
に
お
い
て
最
高
調
に
達
せ
し

め
、
肘
で
蓬
を
払
わ
せ
る
源
氏
の
温
情
を
出
し
て
い
る
。

局
的
柏
木
亡
き
後
、
落
葉
の
宮
の
住
む
一
条
の
宮
の
荒
れ
方
は
、

「こ
L

ふ
か
し
こ
の
砂
子
う
す
き
物
の
か
く
れ
の
か
た
に
、
蓬
も
所
得

が
ほ
な
り
」
と
い
う
有
様
で
あ
る
。

ωw
タ
霧
は
、
一
日
落
葉
の
宮
か
ら
一
管
の
笛
を
贈
ら
れ
、
母
御
息

所
は
、
？
」
れ
な
む
、
ま
こ
と
に
ふ
る
き
事
も
伝
は
る
べ
く
聞
き
お

り
侍
り
し
を
。
か
L

ふ
る
蓬
生
に
う
、
、
つ
も
る
λ

も
あ
は
れ
に
見
給
ふ
る

を
」
と
の
言
葉
を
そ
え
ら
れ
た
。

「
蓬
生
に
う
づ
も
る
与
も
あ
は
れ
に
見
給
ふ
る
を
」
と
い
う
御
息

所
の
言
葉
で
、
こ
の
笛
の
由
緒
あ
一
る
尊
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
表
現

さ
れ
て
い
る
が
、
仰
の
「
蓬
も
所
得
が
ほ
な
り
」
は
、
一
蓬
生
の

i

一
の
効
果
を
一
層
大
に
し
て
い
る
。
同
じ
漸
層
法
に
よ
り
な
が

ら
、
前
例
同
は
五
度
辞
句
を
重
ね
て
い
る
が
、
こ
の
同
の
例
は
二
度

重
ね
た
だ
け
で
こ
の
様
に
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。

。
作
者
紫
式
部
と
植
物

紫
式
部
は
、
そ
の
作
品
源
氏
物
語
に
多
く
の
植
物
を
問
い
て
い
る

が
、
そ
の
知
識
は
ど
う
し
て
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

式
部
は
父
の
任
地
越
前
に
も
赴
い
た
。
き
っ
と
、
そ
の
往
復
の
道

々
で
、
ま
た
越
前
で
の
生
活
中
に
京
と
異
っ
た
各
種
の
植
物
が
そ
の

眼
に
触
れ
、
或
い
は
、
太
宰
府
に
勤
め
て
い
た
兄
、
筑
紫
路
に
い
た

と
い
う
親
友
の
便
り
や
話
か
ら
も
得
る
所
が
少
く
な
か
っ
た
ろ
う
o

し
か
し
、
主
な
生
活
本
拠
で
あ
る
京
近
郊
・
家
庭
・
宮
庭
に
い
同
げ
る

も
の
が
知
識
の
基
礎
で
あ
り
、
中
で
も
文
献
、
特
に
和
歌
に
よ
る
も

の
は
多
い
と
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
総
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
作
品
源
氏
物
語
中
に
見
る

植
物
の
生
態
等
の
記
述
は
正
確
で
あ
り
、
時
に
は
作
者
に

l
て
始
め

て
為
L
得
る
よ
う
な
詳
細
・
ま
た
繊
細
な
も
の
も
あ
る
こ
と
一
七
あ

ス
u

。舟
お
ろ
し
の
日
は
、
ゴ
一
月
の
二
十
日
あ
ま
り
（
陽
暦
刊
リ
ド
旬
で

一
般
の
桜
は
散
る
頃
）
で
あ
っ
た
。
作
者
は
、
こ
の
時
季
泣
い
に
就

い
て
、
「
は
か
に
は
慮
り
過
ぎ
た
る
桜
も
今
は
さ
か
り
に
日
午
人

r

一
72

と
詐
り
、
柳
が
ま
い
に
芳
を
ふ
か
な
い
正
月
廿
日
（
陽
暦
一
一
汀
山
中
旬
〉

婦
人
方
の
合
奏
の
場
に
お
け
る
女
一
二
の
官
の
御
方
の
姿
を
摘
一
与
す
る

に
は
、
こ
の
季
節
違
い
を
辞
る
の
に
、
「
二
月
の
中
の
ト
リ
許
の
古

柳
の
わ
っ
か
に
し
だ
り
始
め
た
ら
ん
心
地
し
て
」
〈
若
菜
下
〉
と
い

う
詞
を
用
い
て
い
る
。
（
な
お
、
紫
式
部

H
記
に
は
、
「
二
月
ば
か

り
の
し
だ
り
柳
の
様
し
た
り
」
と
い
う
こ
れ
に
似
た
文
句
が
あ
る
〉

0

物
静
か
な
小
野
の
山
荘
の
辺
り
で
、
タ
霧
の
限
に
触
れ
た
も
の
は

「
枯
れ
た
る
草
の
下
よ
り
、
わ
れ
ひ
と
り
の
み
心
長
う
這
ひ
出
で
て

露
け
く
見
ゆ
る
」
龍
胆
で
あ
っ
た
。
「
九
月
十
余
日
」
〈
タ
霧
〉
（

陽
暦
十
月
中
旬
）
頃
開
花
、
一
一
這
う
龍
胆
は
ツ
ル
リ
ン
ド
ウ
で
あ
る
。

時
期
と
合
っ
た
、
簡
潔
な
そ
の
品
種
、
そ
の
生
態
の
美
事
な
書
き
表
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わ
し
方
で
あ
る
。

「
花
は
か
ぎ
り
こ
そ
あ
れ
、
そ
L
け
た
る
礎
な
ど
も
ま
じ
る
か
し
。

人
の
御
か
た
ち
の
よ
き
は
た
と
へ
む
か
た
な
き
も
の
な
り
け
り
一
ハ

野
分
〉
と
の
一
文
は
、
玉
童
の
美
容
を
花
に
警
え
た
も
の
で
あ
る
が

園
芸
家
・
植
物
学
者
等
そ
の
道
の
専
門
家
は
別
と
し
て
、
花
の
美
を

薬
ま
で
調
べ
、
こ
れ
こ
そ
完
全
美
の
花
と
こ
の
よ
う
に
断
ず
る
人
が

幾
人
あ
ろ
う
か
、
ま
た
、
筆
を
執
る
程
の
人
に
し
て
も
、
花
の
美
を

か
く
ま
で
詳
し
く
書
き
表
わ
し
得
る
人
が
あ
ろ
う
か
。

作
者
は
植
物
に
詳
し
い
。
旦
つ
、
叡
智
’
D

正
以
て
鋭
く
観
察
し
、
巧

み
な
筆
に
よ
っ
て
、
植
物
を
物
語
中
に
活
躍
さ
せ
て
い
る
。
前
記
、

議
の
観
察
と
使
用
の
如
き
は
、
そ
の
極
致
と
い
え
よ
う
。

。
～ts 

-9-

ひ

源
氏
物
語
が
固
文
学
史
上
で
も
、
ま
た
、
世
界
文
学
と
で
も
誇
る

べ
き
不
朽
の
一
大
ロ
マ
ン
で
あ
る
こ
と
は
、
私
が
今
更
諜
々
す
る
ま

で
も
な
い
が
、
以
上
は
植
物
に
関
す
る
聞
か
ら
み
た
源
氏
物
語
で
あ

プ

Q
o豊

富
な
知
識
と
鋭
い
観
察
力
の
所
持
者
で
あ
る
作
者
は
、
巧
み
な

筆
致
で
物
語
を
書
い
た
。
植
物
の
面
に
お
い
て
も
ま
た
然
り
で
、
物

い
わ
ぬ
植
物
も
、
物
語
中
の
恋
の
成
行
に
、
人
と
人
と
の
葛
藤
に
、

人
物
の
栄
枯
盛
衰
に
色
ど
り
と
潤
い
と
を
与
え
て
い
る
。

源
氏
物
語
は
、
一
千
年
も
の
昔
に
書
か
れ
た
。
し
か
し
、
今
日
我

々
が
こ
れ
を
読
む
時
、
旧
新
の
用
語
の
相
違
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ヤ

ツ
プ
が
あ
り
な
が
ら
も
、
な
お
今
日
に
草
せ
ら
れ
た
か
の
様
な
新
鮮

な
感
じ
を
抱
く
の
は
、
物
語
中
に
織
り
な
さ
れ
る
人
と
植
物
の
深
い

つ
な
が
り
や
密
接
な
融
け
合
い
が
そ
の
一
役
を
買
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。

作
者
紫
式
部
は
、
源
氏
物
語
中
に
、
実
に
巧
み
に
植
物
を
使
っ
て

い
る
。
幾
多
の
物
語
中
で
も
、
源
氏
物
語
程
登
場
植
物
が
そ
の
効
果

を
挙
げ
て
い
る
も
の
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
金
閣
寺
」

- 42 -

に
表
わ
れ
た
美

~u 

本

美

5.l. 

付

『
金
閣
寺
』
は
昭
和
三
十
一
年
一
月
か
ら
十
月
ま
で
、
つ
新
削
』

に
連
載
さ
れ
た
一
一
一
島
一
一
一
ト
ー
一
才
の
時
り
長
編
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
は

昭
和
二
十
五
年
七
月
一
日
早
朝
に
起
っ
た
金
閣
寺
放
火
事
件
、
か
、
素

材
と
な
っ
て
い
る
。
作
者
と
小
林
秀
雄
氏
と
の
対
談
に
よ
る
と
、
作

者
は
事
件
の
詳
細
や
犯
人
で
あ
る
青
年
僧
の
経
歴
な
ど
を
糾
裕
に
調

査
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
o

事
実
、
主
人
公
に
与
え
ら
れ
て
い
る
条


