
は
じ
め
に

次
の
１
は
、
大
君
の
許
へ
の
薫
の
再
侵
入
に
つ
い
て
弁
の
御
許
と
老
女
房
達
が

算
段
す
る
場
面
で
あ
る
。

１

客
人
は
、
か
く
顕
証
に
こ
れ
か
れ
に
も
口
入
れ
さ
せ
ず
、
忍
び
や
か
に
、
い

つ
あ
り
け
む
こ
と
と
も
な
く
も
て
な
し
て
こ
そ
と
思
ひ
そ
め
た
ま
ひ
け
る
こ
と

な
れ
ば
、「
御
心
ゆ
る
し
た
ま
は
ず
は
、
い
つ
も
い
つ
も
か
く
て
過
ぐ
さ
む
」
と

思
し
の
た
ま
ふ
を
、
①
こ
の
老
人
の
、
お
の
が
じ
し
語
ら
ひ
て
、
顕
証
に
さ
さ

め
き
、
さ
は
言
へ
ど
、
深
か
ら
ぬ
け
に
、
老
い
ひ
が
め
る
に
や
、
②
い
と
ほ
し

く
ぞ
見
ゆ
る
。（
総
角
・
247
）（
注
１
）

①
「
こ
の
老
人
の
」
以
下
に
対
す
る
諸
註
大
方
の
理
解
は
、
玉
上
評
釈
の
「
こ
の

老
女
が
、
自
分
た
ち
で
相
談
し
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
話
し
合
っ
て
、
何
と
い
っ
て

も
、
あ
さ
は
か
な
の
で
、
老
年
で
ね
じ
け
て
い
る
か
ら
か
、
お
気
の
毒
に
見
え

る
。」
と
い
う
解
釈
を
踏
ま
え
て
い
て
、
集
成
、
新
全
集
等
も
同
様
に
理
解
す
る
。

弁
を
弾
じ
て
大
君
に
同
情
す
る
草
子
地
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
岷
江
入
楚

の
「
私
　
弁
君
は
用
意
あ
り
け
に
か
け
り
さ
れ
と
も
此
事
に
は
か
く
か
け
り
仍
さ

は
い
へ
と
老
ひ
か
め
る
と
い
ふ
な
り
」
と
い
う
解
釈
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、
①

の
「
さ
は
い
へ
ど
」
を
、「
以
前
は
思
慮
深
か
っ
た
、〈
さ
は
い
へ
ど
〉
今
は
浅
慮

と
な
っ
て
」
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
集
成
も
採
用
す
る
「
何
と
い
っ

て
も
」
と
い
う
無
理
の
あ
る
訳
語
は
も
と
よ
り
、「
弁
は
思
慮
深
か
っ
た
の
に
」
と

読
む
の
は
、「
さ
」
の
指
示
対
象
を
茫
漠
と
し
た
文
脈
に
求
め
た
も
の
で
随
分
と
据

り
が
悪
い
。
本
稿
は
ま
ず
こ
の
解
釈
の
再
検
討
か
ら
始
め
、
こ
の
場
面
の
理
解
の

修
正
か
ら
、
物
語
の
語
ら
れ
方
の
一
端
が
窺
え
る
こ
と
に
も
論
を
及
ぼ
し
た
い
。

一

例
１
に
つ
い
て
よ
り
穏
当
と
思
わ
れ
る
解
釈
が
既
に
あ
る
。
旧
体
系
の
「
そ
う

（
好
意
的
に
顕
証
に
な
ど
考
え
る
）
と
は
言
う
け
れ
ど
も
、
思
慮
の
深
く
な
い
せ
い

で
あ
ろ
う
か
、
老
い
て
、
偏
っ
た
考
で
あ
ろ
う
か
、（
そ
の
処
置
は
違
っ
て
い
る
の

で
）
ど
う
も
、
気
の
毒
に
思
わ
れ
る
。」（
丸
括
弧
内
も
原
文
）
と
い
う
も
の
で
、

こ
れ
だ
と
「
さ
」
が
直
前
の
「
顕
証
に
さ
さ
め
き
」
に
無
難
に
対
応
す
る
し
、「
老お

い

『
源
氏
物
語
』
宇
治
の
大
君
を
巡
る
女
房
の
再
検
討

―
―
橋
姫
三
帖
の
語
り
―
―
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人び
と

達
は
顕
証
に
相
談
な
ど
す
る
、〈
さ
は
い
へ
ど
〉
老
の
為
か
そ
の
内
容
は
穏
便

に
と
い
う
薫
の
意
図
に
反
し
て
い
て
『
不
弁
』（
注
２
）

で
…
」
と
対
立
項
も
明
瞭
で

あ
る
。
こ
れ
は
孟
津
抄
の
「
随
分
穏
便
に
と
し
た
れ
と
も
老
人
ど
も
に
て
不
弁
に

し
な
し
た
る
は
い
と
お
し
き
と
薫
の
心
也
」（「
こ
の
お
ひ
人
を
の
か
し
ゝ
」
に
対

す
る
注
）
と
い
う
理
解
に
通
う
も
の
だ
が
（
注
３
）
、
こ
の
注
は
①
の
み
な
ら
ず
②
「
い

と
ほ
し
く
ぞ
見
ゆ
る
」
に
つ
い
て
も
、「
薫
の
心
也
」
と
述
べ
て
い
て
示
唆
的
で
あ

る
。
諸
註
が
「
姫
君
に
お
気
の
毒
」
と
の
草
子
地
と
と
る
の
に
対
立
す
る
も
の
だ

が
、
実
は
大
君
に
対
し
て
語
り
手
が
諸
註
の
言
う
よ
う
な
直
接
的
な
同
情
を
述
べ

る
例
は
他
に
な
い
。
例
え
ば
こ
の
例
の
直
前
の
、

２

…
「
例
の
色
の
御
衣
ど
も
、
奉
り
か
へ
よ
」
な
ど
、
そ
そ
の
か
し
き
こ
え
つ

つ
、
み
な
さ
る
心
す
べ
か
め
る
気
色
を
、
あ
さ
ま
し
く
、
げ
に
何
の
障
り
ど
こ

ろ
か
は
あ
ら
む
、
ほ
ど
も
な
く
て
、
か
か
る
御
住
ま
ひ
の
か
ひ
な
き
、
山
な
し

の
花
ぞ
の
が
れ
む
方
な
か
り
け
る
。（
総
角
・
247
）

の
如
く
、
容
易
に
読
者
が
姫
君
に
同
情
を
寄
せ
得
る
語
り
が
為
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、

「
の
が
れ
む
方
な
け
れ
ば
い
と
ほ
し
や
」
と
で
も
い
っ
た
草
子
地
も
簡
単
な
は
ず

が
、
そ
れ
が
な
い
の
で
あ
る
。
例
１
の
「
い
と
ほ
し
く
…
」
を
草
子
地
と
と
る
事

に
も
慎
重
に
な
る
べ
き
で
、
孟
津
抄
の
指
摘
は
検
討
に
値
す
る
。

孟
津
抄
が
「
薫
の
心
也
」
と
い
う
の
は
、「
い
と
ほ
し
く
ぞ
見
ゆ
る
」
を
次
の
よ

う
な
例
と
同
列
に
解
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

３

…
と
、（
大
君
ガ
）

ほ
の
か
に
う
ち
笑
ひ
た
ま
へ
る
け
は
ひ
な
ど
、（
薫
ニ
ハ
）

あ
や
し
う

な
つ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
。（
総
角
・
289
）

４

（
匂
ノ
）

御
心
の
中
を
知
り
た
ま
は
ね
ば
、
女
方
に
は
、
ま
た
い
か
な
ら
む
、
人

笑
へ
に
や
と
思
ひ
嘆
き
た
ま
へ
ば
、
げ
に
心
づ
く
し
に
苦
し
げ
な
る
わ
ざ
か
な

と
見
ゆ
。（
同
・
同
）

５

「
…
」
な
ど
、
人
の
御
上
を
さ
へ
あ
つ
か
ふ
も
、（
薫
ニ
ハ
）

か
つ
は
あ
や
し
く
お

ぼ
ゆ
。（
同
・
307
）

い
ず
れ
も
薫
ま
た
は
匂
宮
の
心
内
が
、「
お
ぼ
ゆ
／
見
ゆ
」
の
形
で
、
半
ば
地
の
文

と
し
て
記
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
例
１
「
い
と
ほ
し
く
ぞ
見
ゆ
る
」
も
同
様
に
解
し

た
方
が
分
か
り
易
い
。「
い
と
ほ
し
く
ぞ
見
た
ま
ふ

、
、
、
、

」
と
言
え
る
と
こ
ろ
を
一
歩
薫

の
心
内
に
寄
っ
た
為
に
「
見
ゆ
る

、
、
、

」
と
い
う
文
体
に
な
る
訳
で
、「
い
と
ほ
し
く
」

感
じ
た
の
は
語
り
手
で
は
な
く
薫
と
と
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
い
と
ほ
し
」

は
相
手
を
気
の
毒
が
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
迷
惑
を
感
ず
る
方
の
用
法
で
あ
ろ

う
（
旧
大
系
は
「
気
の
毒
」
と
い
う
か
ら
こ
の
部
分
は
薫
の
心
内
と
と
ら
な
い
の

か
も
知
れ
な
い
）。

ま
と
め
れ
ば
本
稿
は
１
を
、「
こ
の
老
人
達
は
自
分
達
で
相
談
し
て
、
あ
か
ら
様

に
話
し
合
っ
て
、
と
は
言
っ
て
も
浅
は
か
で
年
の
せ
い
な
の
か
、（
自
分
に
）
迷
惑

な
感
じ
だ
」
と
い
う
薫
の
心
内
に
融
合
し
て
い
く
文
体
と
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
旧
大
系
の
後
は
長
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
解
だ
が
、
語
法
の
上
か
ら

最
も
無
理
が
な
く
、
更
に
は
１
を
、
自
分
の
利
益
と
な
る
行
動
を
と
る
女
房
達
で

あ
っ
て
も
冷
や
や
か
に
眺
め
る
薫
の
様
と
捉
え
直
す
こ
と
に
も
な
り
、
後
の
匂
宮

が
中
君
侵
入
の
際
の
「
こ
の
さ
か
し
だ
つ
め
る
人
（
弁
）
や
、
語
ら
は
れ
た
て
ま

つ
り
ぬ
ら
む
」（
総
角
・
265
）
と
い
う
彼
の
言
葉
等
と
同
質
の
も
の
を
見
出
す
こ

と
に
繋
が
る
。

い
つ
ま
で
も
待
つ
と
言
う
か
ら
女
房
が
謀
議
を
半
ば
公
然
と
行
う
が
、
そ
れ
は
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自
分
に
と
っ
て
迷
惑
だ
、
な
ど
と
感
じ
て
い
る
こ
の
薫
の
姿
を
、
玉
上
評
釈
は

「
女
房
た
ち
が
騒
ぎ
立
て
る
の
は
、
薫
の
望
む
と
こ
ろ
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
姫

宮
へ
の
気
が
ね
、
思
い
や
り
も
あ
ろ
う
し
、
薫
自
身
、
は
し
た
な
く
も
あ
ろ
う
。

そ
し
て
読
者
の
思
わ
く
も
あ
る
。」
と
薫
の
思
う
ま
ま
素
直
に
受
け
止
め
る
。
し
か

し
、
後
に
弁
の
説
得
が
不
調
に
終
わ
る
と
聞
く
や
躊
躇
な
く
「
た
ば
か
れ
」
と
な

る
の
だ
か
ら
（
例
６
）、
１
は
正
に
、
薫
自
身
が
真
先
に
あ
ざ
む
か
れ
て
い
た
と
吉

岡
（
一
九
六
五
）
が
説
く
「
自
己
の
擬
態
」
で
あ
っ
て
、「
薫
自
身
が
か
く
あ
り
と

考
え
て
そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
世
間
も
そ
れ
を
公
認
す
る
薫
と
、
作
者
そ
の
人

が
か
く
あ
り
と
考
え
る
薫
」
の
内
の
、
前
者
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

６

「
さ
ら
ば
、
物
越
し
な
ど
に
も
、
今
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
思
し
な
る
に
こ

そ
は
あ
な
れ
。
今
宵
ば
か
り
、
大
殿
籠
る
ら
む
あ
た
り
に
も
、
忍
び
て
た
ば
か

れ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
心
し
て
人
と
く
し
づ
め
な
ど
、
心
知
れ
る
ど
ち
は
思
ひ

か
ま
ふ
。（
総
角
・
251
）

こ
う
し
て
本
稿
は
１
を
従
来
大
方
の
説
と
大
き
く
異
な
っ
て
解
釈
す
る
の
だ
が
、

こ
の
理
解
は
弁
と
薫
の
描
か
れ
方
に
も
再
検
討
の
必
要
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
節
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

ま
ず
弁
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
。
弁
に
つ
い
て
は
「
人
柄
の
変
化
」
を
言
わ
れ

る
事
が
多
い
。
新
全
集
の
次
の
解
説
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

弁
の
応
答
は
、
薫
と
大
君
と
そ
れ
ぞ
れ
の
心
を
く
み
、
情
理
を
尽
し
、
聡
明
・

慎
重
な
人
柄
を
印
象
づ
け
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
年
の
功
ゆ
え
の
駆
引
き
も
あ

ろ
う
か
。
後
の
弁
の
変
り
ざ
ま
に
注
意
。（
総
角
・
231
頭
注
、
後
掲
例
12
を
含

む
部
分
に
対
す
る
も
の
）

例
１
の
従
来
の
解
釈
で
は
、
正
に
「
弁
の
変
り
ざ
ま
」
を
語
り
手
自
ら
が
述
べ
て

大
君
に
同
情
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
弁
の
造
型
の
把
握
自
体
に
も
大
き
く
影
響
し

て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
前
節
の
如
く
捉
え
直
し
た
場
合
、
少
な
く
と
も
語

り
手
が
弁
を
直
接
に
指
弾
す
る
例
で
は
な
く
な
る
。
迷
惑
を
感
ず
る
の
は
薫
で
あ

り
、
そ
の
迷
惑
の
原
因
で
あ
る
「
老
人
」
と
は
、「
お
の
が
じ
し

、
、
、
、
、

語
ら
」
ふ
と
い
う

以
上
複
数
の
老
女
房
達
で
あ
る
。
弁
は
こ
こ
で
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
て
老
人
一
般

の
中
に
言
わ
ば
埋
没
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
埋
没
」
は
、
他
の
場
面
で
も

弁
に
見
ら
れ
る
在
り
方
で
あ
る
。
例
え
ば
７
の
、
大
君
の
思
考
が
全
く
理
解
で
き

ず
、
神
憑
り
か
そ
の
奇
異
な
生
立
ち
の
せ
い
か
と
あ
か
ら
様
に
醜
く
談
ず
る
女
房

達
の
中
に
、
弁
が
い
る
の
か
ど
う
か
は
文
脈
上
明
ら
か
で
な
い
。

７

「
お
ほ
か
た
、
例
の
、
見
た
て
ま
つ
る
に
皺
の
ぶ
る
心
地
し
て
、
め
で
た
く

あ
は
れ
に
見
ま
ほ
し
き
御
容
貌
あ
り
さ
ま
を
、
な
ど
て
い
と
も
て
離
れ
て
は
聞

こ
え
た
ま
ふ
ら
む
。
何
か
、
こ
れ
は
世
の
人
の
言
ふ
め
る
恐
ろ
し
き
神
ぞ
つ
き

た
て
ま
つ
り
た
ら
む
」
と
は
、
歯
う
ち
す
き
て
愛
敬
な
げ
に
言
ひ
な
す
女
あ
り
。

ま
た
、「
あ
な
、
ま
が
ま
が
し
。
な
ぞ
の
物
か
つ
か
せ
た
ま
は
む
。
た
だ
、
人
に

遠
く
て
生
ひ
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
め
れ
ば
、
か
か
る
こ
と
に
も
、
つ
き
づ
き
し
げ

に
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ふ
人
も
な
く
お
は
し
ま
す
に
、
は
し
た
な
く
思
さ
る

る
に
こ
そ
。
い
ま
、
お
の
づ
か
ら
見
た
て
ま
つ
り
馴
れ
た
ま
ひ
な
ば
、
思
ひ
き

こ
え
た
ま
ひ
て
ん
」
な
ど
語
ら
ひ
て
、「
と
く
う
ち
と
け
て
、
思
ふ
や
う
に
て
お
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は
し
ま
さ
な
む
」
と
言
ふ
言
ふ
寝
入
り
て
、
い
び
き
な
ど
か
た
は
ら
い
た
く
す

る
も
あ
り
。（
総
角
・
254
）

他
方
弁
の
言
動
・
思
考
で
あ
る
事
が
明
か
な
場
面
で
は
、
老
人
一
般
と
は
対
照

的
に
、
大
君
の
必
死
の
説
明
を
聞
い
て
深
く
同
情
を
寄
せ
た
り
（
例
８
）、
姫
の
意

を
汲
ん
で
動
い
た
事
を
言
う
（
例
９
）
の
で
あ
る
。

８

姫
宮
思
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
弁
が
参
れ
る
に
の
た
ま
ふ
。「
…
な
ほ
か
う
や
う
に

よ
ろ
し
げ
に
を
聞
こ
え
な
さ
れ
よ
」
と
恥
ぢ
ら
ひ
た
る
も
の
か
ら
、
あ
る
べ
き

さ
ま
を
の
た
ま
ひ
つ
づ
く
れ
ば
、
い
と
あ
は
れ
と
見
た
て
ま
つ
る
。（
総
角
・

247
）

９

「
さ
の
み
こ
そ
は
、
さ
き
ざ
き
も
御
気
色
を
見
た
ま
ふ
れ
ば
、
い
と
よ
く
聞

こ
え
さ
す
れ
ど
、
さ
は
え
思
ひ
あ
ら
た
む
ま
じ
き
、
兵
部
卿
宮
の
御
恨
み
深
さ

ま
さ
る
め
れ
ば
、
ま
た
そ
な
た
ざ
ま
に
、
い
と
よ
く
後
見
き
こ
え
む
と
な
む
聞

こ
え
た
ま
ふ
。
そ
れ
も
思
ふ
や
う
な
る
御
事
ど
も
な
り
。〈
略
〉
さ
り
と
て
雲
、

霞
を
や
は
」
な
ど
、
す
べ
て
言
多
く
申
し
つ
づ
く
れ
ば
…
（
総
角
・
248
）

し
か
し
従
来
、
次
の
10
の
よ
う
に
弁
を
語
る
場
面
で
も
、
１
の
解
釈
の
影
響
か
ら

か
、
彼
女
を
否
定
的
に
捉
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

10

昔
の
御
事
は
、
①
年
ご
ろ
か
く
朝
夕
に
見
た
て
ま
つ
り
馴
れ
、
心
隔
つ
る
隈

な
く
思
ひ
き
こ
ゆ
る
君
た
ち
に
も
、
②
一
言
う
ち
出
で
き
こ
ゆ
る
つ
い
で
な
く
、

忍
び
こ
め
た
り
け
れ
ど
、
③
中
納
言
の
君
は
、
古
人
の
問
は
ず
語
り
、
み
な
、

例
の
こ
と
な
れ
ば
、
お
し
な
べ
て
あ
は
あ
は
し
う
な
ど
は
言
ひ
ひ
ろ
げ
ず
と
も
、

い
と
恥
づ
か
し
げ
な
め
る
御
心
ど
も
に
は
聞
き
お
き
た
ま
へ
ら
む
か
し
と
推
し

は
か
ら
る
る
が
、
ね
た
く
も
い
と
ほ
し
く
も
お
ぼ
ゆ
る
に
ぞ
…
（
椎
本
・
201
）

こ
こ
で
は
、
弁
が
①
姫
君
た
ち
に
二
心
な
く
、
②
そ
ん
な
姫
達
に
も
薫
出
生
の
秘

密
を
明
か
し
た
事
は
な
い
事
が
語
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
と
こ
ろ
が

薫
は
、
弁
の
君
を
『
問
は
ず
語
り
の
古
人
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
彼
と
な

く
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
信
頼
の
お
け
な
い
人
物
、
と
い
う
偽
り
の
弁
の
君
像

、
、
、
、
、
、
、

を
作

り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
」（
圏
点
原
文
）
と
捉
え
る
外
山
（
二
〇
〇
二
）
の
よ
う

な
論
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
寧
ろ
少
数
で
、
例
え
ば
新
全
集
な
ど
は
②
の
「
一

言
う
ち
出
で
き
こ
ゆ
る
つ
い
で
」
に
つ
い
て
「
弁
が
秘
密
を
絶
対
に
口
外
し
ま
い

と
決
め
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。」
と
注
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
解
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
現
代
語
の
語
感
で
「
つ
い
で

が
な
い
か
ら
言
わ
な
い
」
と
い
え
ば
思
慮
あ
る
態
度
に
は
見
え
ま
い
し
、
中
古
の

「
つ
い
で
」
に
も
現
代
語
と
同
じ
く
「
軽
い
き
っ
か
け
」
の
よ
う
な
「
つ
い
で
」
の

例
（
次
掲
参
照
）
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
全
て
こ
の
類
な
ら
新
全
集
の
解
釈
は
自
明

に
成
立
す
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
哀
な
る
事
に
は
あ
ら
ね
ど
、
御
嶽
の
つ
い
で
な
り
。（
枕
草
子
・
あ
は
れ

な
る
も
の
）（
注
４
）

…
あ
る
じ
の
む
す
め
ど
も
多
か
り
と
聞
き
た
ま
へ
て
、
は
か
な
き
つ
い
で
に
言

ひ
よ
り
て
は
べ
り
し
を
…
（
帚
木
・
85
）

し
か
し
次
の
よ
う
な
言
わ
ば
「
重
い
き
っ
か
け
」
の
例
も
存
す
る
の
で
あ
る
。

二
な
く
思
ふ
人
（
道
綱
）

を
も
人
目
に
よ
り
て
と
ゞ
め
を
き
て
し
か
ば
、
ゐ
で
、
離

れ
た
る
つ
ゐ
で
に
死
ぬ
る
た
ば
か
り
を
も
せ
ば
や
と
思
ふ
に
は
、
ま
づ
こ
の
ほ

だ
し
お
ぼ
え
て
こ
ひ
し
う
か
な
し
。（
蜻
蛉
日
記
・
天
禄
元
年
七
月
）

宮
も
、
い
と
弱
げ
に
泣
い
た
ま
ひ
て
、「
生
く
べ
う
も
お
ぼ
え
は
べ
ら
ぬ
を
、
か

四



く
お
は
し
ま
い
た
る
つ
い
で
に
、
尼
に
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
よ
」
と
（
朱
雀
院
ニ
）

聞
こ

え
た
ま
ふ
。（
柏
木
・
305
）

…
「
さ
ら
ば
、
か
く
も
の
し
た
る
つ
い
で
に
、
忌
む
こ
と
受
け
た
ま
は
む
を
だ

に
結
縁
に
せ
む
か
し
」
と
の
た
ま
は
す
。（
同
・
307
）

蜻
蛉
日
記
の
例
は
人
目
を
避
け
る
べ
く
道
綱
を
残
し
て
出
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
事
が
死
の
ま
た
と
な
い
機
会
を
与
え
て
い
る
事
を
言
う
も
の
で
、
直
前
に
は
鷹

を
放
つ
道
綱
の
記
事
も
あ
り
、
死
へ
の
願
望
と
絆
し
の
葛
藤
が
記
さ
れ
る
事
と
併

せ
考
え
れ
ば
、
現
代
語
の
感
覚
で
「
つ
い
で
に
死
に
た
い
」
な
ど
と
言
う
の
で
は

な
か
ろ
う
。
次
掲
女
三
宮
出
家
の
場
面
の
「
つ
い
で
」
も
、
朱
雀
院
の
下
山
と
宮

に
授
戒
す
る
事
と
の
繋
が
り
を
こ
の
父
子
が
互
い
に
軽
く
言
う
は
ず
が
な
い
し
、

更
に
大
君
も
病
床
で
「
な
ほ
か
か
る
つ
い
で
に
い
か
で
亡
せ
な
む
」
と
思
う
（
総

角
・
323
）。
こ
れ
ら
は
「
重
い
き
っ
か
け
」、
言
わ
ば
「
絶
好
の
機
会
・
然
る
べ
き

好
機
」
を
言
う
も
の
で
、
要
は
中
古
の
「
つ
い
で
」
は
軽
重
両
方
に
対
応
し
た
の

で
あ
る
。
頻
出
す
る
「
は
か
な
き
つ
い
で
」
の
よ
う
な
例
は
、
そ
れ
故
に
そ
の
軽

さ
を
修
飾
語
で
明
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
古
語
「
つ
い
で
」
の
こ
の
在
り
様

を
確
認
し
、
ま
た
例
１
の
従
来
の
解
釈
か
ら
解
放
さ
れ
た
視
点
で
見
る
な
ら
ば
、

当
該
10
は
「
二
心
な
く
思
い
申
し
上
げ
る
姫
君
達
に
も
・
つ
い
で
が
な
い
か
ら
・

忍
び
こ
め
た
だ
け
」
な
ど
と
不
自
然
な
文
の
流
れ
を
想
定
し
て
ま
で
消
極
的
に
解

釈
す
る
必
要
は
な
く
、「
然
る
べ
き
機
会
」
が
な
く
て
姫
宮
達
に
さ
え
一
言
も
打
ち

明
け
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
弁
の
猶
慎
重
を
期
し
た
態
度
と
理
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。（
こ
こ
は
弁
を
否
定
的
に
読
む
よ
り
も
寧
ろ
、
証
拠
の
品
を
利
用
す
る
で

も
な
く
直
ち
に
手
放
し
た
彼
女
を
信
用
し
な
い
薫
の
姿
（
③
）
の
方
に
注
目
す
べ

き
場
面
で
あ
ろ
う
（
注
５
）
。）

こ
ん
な
弁
と
老
人
一
般
と
の
対
照
は
、
老
女
房
達
一
般
が
例
７
の
よ
う
に
明
ら

か
に
醜
く
描
か
れ
る
一
方
で
、
弁
の
方
は
登
場
の
場
面
よ
り
「
け
は
ひ
い
た
う
人

め
き
て
、
よ
し
あ
る
声
な
れ
ば
」
と
地
の
文
で
肯
定
的
に
描
写
さ
れ
る
事
や
、
総

角
序
盤
の
例
11
な
ど
か
ら
早
く
も
際
立
っ
て
い
る
。

11

…
例
の
、
わ
ろ
び
た
る
女
ば
ら
な
ど
は
、
か
か
る
こ
と
に
は
憎
き
さ
か
し
ら

も
言
ひ
ま
ぜ
て
言
よ
が
り
な
ど
も
す
め
る
を
、
い
と
さ
は
あ
ら
ず
、
心
の
中
に

は
、
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
き
御
事
ど
も
を
と
思
へ
ど
…
（
総
角
・
228
）

更
に
両
者
の
こ
の
対
照
性
は
、
薫
・
匂
と
姫
君
た
ち
と
の
縁
談
に
対
す
る
態
度

に
も
及
び
、
例
12
で
弁
自
身
「
さ
も
あ
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
ば
や
」
と
思
っ
て
い
る

の
に
姫
君
達
の
心
情
へ
の
理
解
が
抑
制
と
し
て
働
く
事
は
、
老
女
房
一
般
の
無
理

解
（
例
７
）
と
明
確
な
対
を
為
し
て
い
る
。

12

老
人
、
は
た
、
か
ば
か
り
心
細
き
に
、
あ
ら
ま
ほ
し
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
、

い
と
切
に
、
さ
も
あ
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
思
へ
ど
、
い
づ
方
も
恥
づ
か
し

げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
ど
も
な
れ
ば
、
思
ひ
の
ま
ま
に
は
え
聞
こ
え
ず
。（
総
角
・

231
）

こ
の
点
で
、「
老
若
の
女
房
は
場
面
に
応
じ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
が
、
区
別
さ
れ
る
程
、
実
質
に
は
差
違
が
な
い
」「
弁
に
し
て
も
〈
中
略
〉
他
の

女
房
と
一
括
さ
れ
て
現
れ
る
場
合
が
多
く
、
特
に
個
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は

い
い
難
い
」
と
い
う
篠
原
（
一
九
六
五
）
に
代
表
さ
れ
る
従
来
の
理
解
は
従
い
難

い
。
そ
も
そ
も
従
来
説
で
は
「
弁
の
変
化
」
と
は
「
他
の
女
房
た
ち
と
同
様
卑
俗

な
心
情
の
女
と
化
し
た
」（
新
全
集
総
角
・
243
頭
注
二
二
）
事
に
他
な
ら
な
い
が
、

五



そ
の
変
化
が
意
味
す
る
も
の
は
何
か
、
ま
た
最
初
か
ら
卑
俗
な
女
房
と
描
い
た
場

合
と
何
が
違
っ
て
く
る
の
か
、
と
い
う
説
明
は
為
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思

う
。
少
な
く
と
も
、
大
君
の
「
皇
女
と
し
て
の
矜
恃
」
と
対
立
す
る
「
世
俗
の
利

益
」
を
弁
も
追
求
し
た
の
な
ら
、
彼
女
が
大
君
の
死
後
早
蕨
巻
で
出
家
し
て
中
君

の
京
移
転
に
同
行
せ
ず
に
宇
治
に
留
ま
る
事
、
即
ち
世
俗
的
恩
恵
を
存
分
に
享
受

し
な
い
と
い
う
「
再、
変
身
」
に
つ
い
て
も
、
解
釈
を
与
え
る
必
要
が
あ
っ
た
は
ず

だ
。本

稿
は
、
例
１
を
含
め
た
既
述
の
考
察
に
加
え
、
次
の
13
で
大
君
の
死
の
様
を

思
い
返
し
て
泣
く
弁
に
語
り
手
が
「
こ
と
わ
り
な
り
」
と
理
解
を
寄
せ
る
事
も
踏

ま
え
、
弁
の
行
動
が
一
貫
し
て
大
君
の
利
益
を
動
機
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

語
り
手
も
一
貫
し
て
そ
の
忠
節
を
承
認
し
て
い
る
と
捉
え
る
事
を
妨
げ
る
要
因
は

物
語
中
に
見
当
た
ら
な
い
、
と
考
え
る
。
早
蕨
巻
の
出
家
・
宇
治
残
留
は
、
決
し

て
唐
突
な
も
の
で
も
再
変
化
で
も
な
い
。

13

「〈
略
〉
世
に
心
憂
く
は
べ
り
け
る
身
の
命
の
長
さ
に
て
、
か
か
る
こ
と
を
見

た
て
ま
つ
れ
ば
、
ま
づ
い
か
で
先
立
ち
き
こ
え
な
む
と
思
ひ
た
ま
へ
入
り
は
べ

り
」
と
言
ひ
も
や
ら
ず
泣
く
さ
ま
、
こ
と
わ
り
な
り
。（
総
角
・
316
）

か
か
る
立
場
か
ら
は
「
再
変
身
」
を
説
明
す
る
必
要
が
な
い
一
方
で
、
従
来
説

に
は
な
い
解
釈
上
の
問
題
を
持
つ
事
に
な
る
。
そ
れ
は
、
結
局
は
老
人
一
般
と
共

に
姫
君
達
と
薫
・
匂
の
婚
姻
を
進
め
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
弁
が
老
人
一
般
の
「
卑

俗
さ
」「
醜
さ
」
か
ら
さ
り
げ
な
く
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
事
の
意
味
は
何
か
、
そ
れ

と
同
時
に
対
照
的
な
老
人
一
般
に
埋
没
す
る
事
も
あ
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。

老
人
一
般
が
醜
く
描
か
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
篠
原
（
一
九
六
五
）
が
次
の

よ
う
に
述
べ
る
通
り
で
あ
ろ
う
（
傍
線
星
野
）
。

大
君
が
己
れ
を
持
す
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
困
難
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
か
も
相

手
が
全
く
理
想
的
な
男
性
で
あ
り
、
仏
性
を
顕
現
し
て
い
る
と
評
さ
れ
る
ほ
ど

で
あ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
大
君
の
闘
い
に
現
実
性
を
与
え
る
こ
と
、
い

い
か
え
れ
ば
、
読
者
の
同
情
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
、
大
君
を
形
象
す
る
こ

と
は
あ
る
い
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
困
難
を

越
え
る
た
め
に
、
大
君
と
薫
の
間
に
女
房
を
介
在
さ
せ
る
必
要
が
あ
つ
た
と
、

私
は
考
え
る
（
後
略
）

こ
の
間
の
事
情
を
象
徴
的
に
表
す
の
が
、
匂
宮
が
新
婚
第
三
夜
に
宇
治
を
訪
れ
る

場
面
（
総
角
・
279
）
で
あ
る
。
長
い
場
面
で
全
て
は
引
用
で
き
な
い
が
、
①
「
匂

ひ
お
は
し
た
る
も
、
い
か
が
お
ろ
か
に
お
ぼ
え
た
ま
は
む
。
／
正
身
も
い
さ
さ
か

う
ち
な
び
き
て
思
ひ
知
り
た
ま
ふ
こ
と
あ
る
べ
し
／
ま
し
て
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
は
や

と
お
ぼ
ゆ
。」
と
中
君
と
匂
宮
の
幸
福
に
場
面
全
体
が
浸
る
と
こ
ろ
に
継
い
で
、
こ

の
幸
福
感
に
水
を
差
す
よ
う
な
②
「
山
里
の
老
人
ど
も
は
、
ま
し
て
口
つ
き
憎
げ

に
う
ち
笑
み
つ
つ
／
姫
宮
の
御
心
を
〈
略
〉
も
ど
き
口
ひ
そ
み
き
こ
ゆ
。」
と
い
う

女
房
達
の
様
、
そ
し
て
そ
の
醜
さ
を
見
た
大
君
の
③
「
罪
ゆ
る
さ
れ
た
る
も
な
き

を
見
わ
た
さ
れ
た
ま
ひ
て
、
姫
宮
、
我
も
や
う
や
う
盛
り
過
ぎ
ぬ
る
身
ぞ
か
し
…
」

と
い
う
思
考
の
確
認
、
と
い
う
流
れ
を
物
語
は
辿
る
。
匂
宮
の
よ
う
な
世
界
最
高

の
貴
人
が
妹
の
夫
と
な
り
、
更
に
今
一
人
「
全
く
理
想
的
な
」
薫
が
求
愛
し
て
い

る
の
に
そ
れ
を
拒
む
と
い
う
、「
平
安
物
語
史
上
に
お
け
る
画
期
的
な
」（
大
朝
一

九
七
六
）
思
考
が
、
こ
の
醜
い
女
房
の
在
り
方
（
こ
の
場
面
で
は
②
）
の
「
介
在
」

六



な
し
に
受
け
入
れ
ら
れ
得
た
だ
ろ
う
か
。
正
に
老
人
一
般
の
表
現
上
の
役
割
は
、

大
君
の
思
考
を
異
常
と
意
識
さ
せ
ず
に
理
解
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
の
彼
女
達
が
「
世
に
知
ら
ぬ
心
細
さ
」
か
ら
「
世
の
常
の
住
み
処
」
を
求
め

る
心
情
は
例
14
で
明
瞭
に
語
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
醜
い
老
人
達
の
追
求
す
る

「
世
俗
の
利
益
」
は
、
常
識
的
に
は
大
君
の
利
益
で
も
あ
る
。

14

恨
み
わ
び
て
、
例
の
人
召
し
て
よ
ろ
づ
に
の
た
ま
ふ
。
世
に
知
ら
ぬ
心
細
さ

の
慰
め
に
は
、
こ
の
君
を
の
み
頼
み
き
こ
え
た
る
人
々
な
れ
ば
、
思
ひ
に
か
な

ひ
た
ま
ひ
て
、
世
の
常
の
住
み
処
に
移
ろ
ひ
な
ど
し
た
ま
む
を
い
と
め
で
た
か

る
べ
き
こ
と
に
言
ひ
あ
は
せ
て
、「
た
だ
入
れ
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
、
み
な
語
ら

ひ
あ
は
せ
け
り
。（
総
角
・
243
）

例
え
ば
「
世
俗
の
道
理
は
弁
の
言
ひ
分
の
方
に
あ
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

（
石
田
一
九
七
一
）
事
は
諸
家
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
薫
は
八
宮

が
認
め
、
そ
の
事
を
姫
君
・
女
房
も
理
解
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
（
注
６
）
。
八
宮
自

身
も
「
自
分
亡
き
後
姫
君
は
そ
の
ま
ま
朽
ち
果
て
る
の
が
一
番
だ
」
と
は
考
え
て

お
ら
ず
、
大
君
で
さ
え
中
君
に
対
し
て
は
常
識
的
な
幸
せ
を
願
う
の
だ
か
ら
、「
自

分
の
人
生
を
決
定
し
て
く
れ
る
親
の
い
な
い
姫
君
」（
大
朝
一
九
七
六
）
に
対
し
て

亡
父
も
公
認
の
薫
と
結
婚
す
る
よ
う
勧
め
る
弁
の
原
理
は
、
大
君
の
利
益
に
適
う

は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
大
君
自
身
が
そ
う
考
え
ず
、
ま
た
自
分
だ
け
を
世
俗
的

結
婚
の
対
象
か
ら
外
す
訳
を
誰
に
も
納
得
さ
せ
ら
れ
な
い
事
が
悲
劇
の
要
因
な
の

で
あ
っ
て
、
姫
君
の
幸
福
の
追
求
と
い
う
動
機
と
、
千
載
一
遇
の
好
機
を
逃
す
ま

い
と
婚
姻
を
進
め
る
弁
の
行
為
は
矛
盾
す
る
訳
で
は
な
い
。
弁
の
立
場
で
、
薫
の

齎
す
（
と
彼
女
達
や
八
宮
に
見
え
る
）
誠
実
さ
と
世
俗
的
利
益
と
が
大
君
の
為
に

な
ら
ぬ
は
ず
は
な
く
、
大
君
の
為
に
行
動
し
た
者
を
象
徴
す
る
の
が
弁
な
の
で
あ

る
。「
世
俗
の
利
益
」
を
追
求
す
る
立
場
は
同
じ
で
、
そ
れ
が
誰
の
為
か
と
い
う
点

で
相
違
す
る
か
ら
、
弁
は
老
人
一
般
と
対
照
も
さ
れ
、
ま
た
埋
没
も
す
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
大
君
と
対
立
す
る
側
に
彼
女
の

、
、
、

（
世
俗
的
）
利
益
を
追
及
す
る
者

も
い
た
の
な
ら
、
大
君
が
「
昔
物
語
に
も
、
心
も
て
や
は
、
と
あ
る
こ
と
も
か
か

る
こ
と
も
あ
め
る
、
う
ち
と
く
ま
じ
き
人
の
心
に
こ
そ
あ
め
れ
」（
総
角
・
244
）
と

観
ず
る
状
況
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
均
質
の
要
素
か
ら
成
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

弁
の
よ
う
に
大
君
自
身
の
幸
福
を
求
め
て
行
動
し
、
彼
女
の
意
向
も
最
大
限
尊
重

し
よ
う
と
し
た
者
が
い
て
猶
、
そ
れ
が
大
君
の
思
考
と
根
本
的
に
相
違
し
、
ま
た

彼
女
が
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
悲
劇
な
の
で
は
な
い
か
。
弁
と
老
人

一
般
の
描
き
別
け
の
意
味
が
右
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
単
に
「
世
俗

的
で
醜
悪
」
な
老
人
一
般
だ
け
に
囲
ま
れ
た
の
よ
り
も
、
大
君
の
孤
絶
は
遙
か
に

深
い
。

三

例
１
が
弁
を
指
弾
す
る
草
子
地
で
は
な
い
と
い
う
結
論
は
、
前
節
の
弁
と
老
女

房
の
再
検
討
に
繋
が
っ
た
。
他
方
、
草
子
地
で
は
な
く
薫
の
心
内
の
叙
述
だ
と
い

う
結
論
か
ら
は
、
薫
の
描
か
れ
方
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
時
ま
ず
着
目
し

た
い
の
は
、
迷
惑
を
感
じ
な
が
ら
女
房
を
眺
め
る
薫
の
視
点
の
ま
ま
こ
の
場
面
が

閉
じ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
結
果
「
い
つ
ま
で
も
待
つ
」
と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
、

彼
が
謀
議
を
制
止
し
な
か
っ
た

、
、
、
、
、
、
、

事
に
は
注
目
さ
せ
ず
に
話
が
進
む
の
で
あ
り
、
こ

七



の
間
の
事
情
は
曖
昧
に
語
ら
れ
て
い
る
事
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
次
例
と
同
様

の
叙
述
で
あ
ろ
う
。

15

①
中
の
宮
に
、（
大
君
）
「
心
地
の
い
よ
い
よ
頼
も
し
げ
な
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、
忌
む

こ
と
な
ん
、
い
と
験
あ
り
て
命
延
ぶ
る
こ
と
と
聞
き
し
を
、
さ
や
う
に
阿
闍
梨

に
の
た
ま
へ
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
②
み
な
泣
き
騒
ぎ
て
、「
い
と
あ
る
ま
じ

き
御
事
な
り
。
か
く
ば
か
り
思
し
ま
ど
ふ
め
る
中
納
言
殿
も
、
い
か
が
あ
へ
な

き
や
う
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
は
む
」
と
、
似
げ
な
き
こ
と
に
思
ひ
て
、
頼
も
し

人
に
も
申
し
つ
が
ね
ば
、
口
惜
し
う
思
す
。（
総
角
・
324
）

こ
の
場
面
は
、「
大
君
の
最
後
の
出
家
の
希
望
も
、
例
に
よ
っ
て
今
後
の
保
身
に
懸

命
の
女
房
た
ち
の
手
で
簡
単
に
握
り
つ
ぶ
さ
れ
、
大
君
は
死
に
向
か
っ
て
最
後
ま

で
孤
独
な
歩
み
を
進
め
る
ほ
か
な
い
。」（
新
全
集
）、「
女
房
連
中
が
ど
う
し
て
賛

成
し
よ
う
。〈
略
〉
女
房
は
目
前
の
利
を
考
え
て
、
姫
宮
の
遠
き
お
も
ん
ぱ
か
り
な

ど
わ
か
り
は
し
な
い
。」（
玉
上
評
釈
）
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
訴
え
ら
れ

た
中
君
か
ら
焦
点
が
い
つ
の
間
に
か
女
房
に
移
っ
て
い
る
事
に
も
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
女
房
の
阻
止
と
い
っ
て
間
違
い
で
は
な
い
が
、
中
君
当
人
も
姉
の
願
い

を
叶
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ば
中
君
を
出
家
阻
止
の
当
事
者
か
ら
外
す
語
り

の
手
段
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
例
１
で
も
薫
の
謀
議
へ
の
関
わ
り
を
語
る
事
が
回
避
さ
れ

て
い
た
訳
だ
が
、
実
は
少
な
く
と
も
い
わ
ゆ
る
橋
姫
三
帖
の
辺
り
で
は
、
総
じ
て

語
り
手
は
彼
に
対
す
る
言
及
に
慎
重
で
あ
る
。
例
え
ば
橋
姫
三
帖
で
も
薫
の
美
し

さ
が
言
及
さ
れ
る
事
は
何
度
か
あ
る
が
、
そ
れ
は
16
・
17
の
如
く
若
い
女
房
達
に

よ
る
の
で
あ
る
。

16

本
意
を
も
遂
げ
ば
と
契
り
き
こ
え
し
こ
と
思
ひ
出
で
て
、「
立
ち
寄
ら
む
蔭
と

た
の
み
し
椎
が
本
む
な
し
き
床
に
な
り
に
け
る
か
な
」
と
て
、
柱
に
寄
り
ゐ
た

ま
へ
る
を
も
、
若
き
人
々
は
の
ぞ
き
て
め
で
た
て
ま
つ
る
。（
椎
本
・
212
）

17

人
々
近
く
呼
び
出
で
た
ま
ひ
て
、
物
語
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
け
は
ひ
な
ど
の
、

い
と
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
の
ど
や
か
に
心
深
き
を
見
た
て
ま
つ
る
人
々
、
①
若
き

は
、
心
に
し
め
て
め
で
た
し
と
思
ひ
た
て
ま
つ
る
、
②
老
い
た
る
は
、
た
だ
口

惜
し
う
い
み
じ
き
こ
と
を
、
い
と
ど
思
ふ
。（
総
角
・
333
）

16
や
17
の
①
の
如
き
、
大
君
の
悲
劇
と
は
無
関
係
な
よ
う
に
単
純
に
明
る
く
薫
を

礼
賛
す
る
若
い
女
房
達
の
在
り
方
は
、
特
に
17
で
①
②
が
対
置
さ
れ
て
い
る
事
に

象
徴
的
な
よ
う
に
、
老
女
房
の
描
か
れ
方
と
は
一
線
を
画
す
。
こ
れ
は
た
だ
登
場

人
物
と
し
て
の
性
格
の
違
い
と
い
う
以
上
に
、
語
り
の
一
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
薫
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
語
り
手
も
普
通
に

誉
め
る
事
を
厭
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
下
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
と
、
ま

ず
姫
君
達
は
当
然
、
18
・
19
（
ま
た
後
掲
の
26
）
の
よ
う
に
礼
賛
さ
れ
て
い
る
。

18

月
ご
ろ
黒
く
な
ら
は
し
た
ま
へ
る
御
姿
、
薄
鈍
に
て
、
い
と
な
ま
め
か
し
く

て
、
中
の
宮
は
げ
に
い
と
盛
り
に
て
、
う
つ
く
し
げ
な
る
に
ほ
ひ
ま
さ
り
た
ま

へ
り
。（
大
君
は
）

御
髪
な
ど
す
ま
し
つ
く
ろ
は
せ
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
世

の
も
の
思
ひ
忘
る
る
心
地
し
て
、
め
で
た
け
れ
ば
、
…
（
総
角
・
242
）

19

「
三
日
に
当
る
夜
、
餅
な
む
ま
ゐ
る
」
と
人
々
の
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
こ
と
さ
ら

に
さ
る
べ
き
祝
ひ
の
こ
と
に
こ
そ
は
と
思
し
て
、
御
前
に
て
せ
さ
せ
た
ま
ふ
も

た
ど
た
ど
し
く
、
か
つ
は
大
人
に
な
り
て
お
き
て
た
ま
ふ
も
、
人
の
見
る
ら
む

こ
と
憚
ら
れ
て
、
面
う
ち
赤
め
て
お
は
す
る
さ
ま
、
い
と
を
か
し
げ
な
り
。
こ

八



の
か
み
心
に
や
、
の
ど
か
に
気
高
き
も
の
か
ら
、
人
の
た
め
あ
は
れ
に
情
々
し

く
ぞ
お
は
し
け
る
。（
総
角
・
274
）

18
は
結
局
大
君
の
視
線
か
ら
見
た
中
君
像
に
流
れ
て
い
く
が
、「
げ
に
」
と
は
語
り

手
の
同
意
と
理
解
で
き
よ
う
。
19
も
登
場
人
物
か
ら
見
た
大
君
の
姿
と
見
る
べ
き

要
素
は
な
い
。
ま
た
、
匂
宮
に
も
20
・
21
の
如
き
、
他
の
登
場
人
物
か
ら
の
賞
賛

に
、
更
に
語
り
手
が
同
意
を
示
す
例
が
見
ら
れ
る
。

20

…
夜
半
近
く
な
り
て
、
荒
ま
し
き
風
の
き
ほ
ひ
に
、
い
と
も
な
ま
め
か
し
く

き
よ
ら
に
て
、
匂
ひ
お
は
し
た
る
も
、
い
か
が
お
ろ
か
に
お
ぼ
え
た
ま
は
む
。

正
身
も
、
い
さ
さ
か
う
ち
な
び
き
て
思
ひ
知
り
た
ま
ふ
こ
と
あ
る
べ
し
。（
総

角
・
279
）

21

さ
ば
か
り
世
に
あ
り
が
た
き
御
あ
り
さ
ま
容
貌
を
、
い
と
ど
、
い
か
で
人
に

め
で
ら
れ
む
と
、
好
ま
し
く
艶
に
も
て
な
し
た
ま
へ
れ
ば
、
若
き
人
の
心
寄
せ

た
て
ま
つ
り
た
ま
は
む
こ
と
わ
り
な
り
。（
総
角
・
313
）

こ
の
列
に
、
既
述
の
弁
の
語
ら
れ
方
も
加
え
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
語
り
手
が
薫
の
美
質
に
言
及
す
る
例
と
し
て
は
次
の

22

黄
昏
時
の
い
み
じ
く
心
細
げ
な
る
に
、
雨
は
冷
や
か
に
う
ち
そ
そ
き
て
、
秋

は
つ
る
け
し
き
の
す
ご
き
に
、
う
ち
し
め
り
濡
れ
た
ま
へ
る
匂
ひ
ど
も
は
、
世

の
も
の
に
似
ず
艶
に
て
、
う
ち
連
れ
た
ま
へ
る
を
、
山
が
つ
ど
も
は
、
い
か
が

心
ま
ど
ひ
も
せ
ざ
ら
む
。（
総
角
・
286
）

な
ど
が
あ
る
も
の
の
、
匂
宮
と
一
括
さ
れ
た
上
に
、
姫
君
に
関
わ
ら
な
い
山
賤
の

心
惑
い
を
承
認
し
た
と
こ
ろ
で
一
般
的
な
描
写
以
上
に
出
る
も
の
は
な
か
ろ
う
。

薫
が
地
の
文
で
単
独
に
礼
賛
さ
れ
る
の
は
、
実
は
次
の
23
の
②
「
い
と
な
ま
め
か

し
う
き
よ
げ
な
り
」
く
ら
い
し
か
な
い
の
だ
が
、

23

七
日
七
日
の
こ
と
ど
も
、
い
と
尊
く
せ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、
お
ろ
か
な
ら
ず

孝
じ
た
ま
へ
ど
、
限
り
あ
れ
ば
、
御
衣
の
色
の
変
ら
ぬ
を
、
①
か
の
御
方
の
心

寄
せ
わ
き
た
り
し
人
々
の
、
い
と
黒
く
着
か
へ
た
る
を
ほ
の
見
た
ま
ふ
も
、

く
れ
な
ゐ
に
落
つ
る
涙
も
か
ひ
な
き
は
か
た
み
の
色
を
そ
め
ぬ
な
り
け
り

聴
色
の
氷
と
け
ぬ
か
と
見
ゆ
る
を
、
い
と
ど
濡
ら
し
そ
へ
つ
つ
な
が
め
た
ま
ふ

さ
ま
、
②
い
と
な
ま
め
か
し
う
き
よ
げ
な
り
。
③
人
々
の
ぞ
き
つ
つ
見
た
て
ま

つ
り
て
、「
言
ふ
か
ひ
な
き
御
事
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
こ
の
殿
の
か
く
な
ら
ひ

た
て
ま
つ
り
て
、
今
は
と
よ
そ
に
思
ひ
き
こ
え
む
こ
そ
、
あ
た
ら
し
く
口
惜
し

け
れ
。〈
略
〉」
と
泣
き
あ
へ
り
。（
総
角
・
331
）

こ
れ
と
て
女
房
の
描
写
か
ら
入
り
（
①
）
女
房
の
視
線
に
移
る
（
③
）
以
上
、
彼

女
達
の
見
た
薫
像
か
も
知
れ
ぬ
。

つ
ま
り
語
り
手
は
薫
に
対
し
て
だ
け
、
、

、
沈
黙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
薫
が
物
語

の
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
く
、
但
し
挙
例
の
通
り
表
面
的
な
美
質
に
限
っ
て
礼
賛
さ

れ
る
時
、
こ
の
特
に
難
し
く
も
な
さ
そ
う
な
役
目
は
若
い
女
房
の
も
の
で
、
語
り

手
は
関
わ
ら
な
い
（
注
７
）
。
若
い
女
房
達
は
、
語
り
手
の
沈
黙
を
補
完
す
る
よ
う
に

薫
を
礼
賛
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
と
い
い
例
１
と
い
い
、
語
り
手
は
薫
へ
の
言
及
に
相
当
意
を
用
い

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
、
美
質
と
謀
議
と
で
語
ら
れ
る
内
容
に

違
い
は
あ
っ
て
も
、
語
り
手
が
若
い
女
房
の
言
葉
や
薫
本
人
の
内
心
の
背
後
に
身

を
隠
し
て
薫
に
直
接
言
及
し
な
い
点
で
は
同
じ
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
ま
で
し

て
薫
に
つ
い
て
口
の
重
い
語
り
手
が
、
珍
し
く
彼
に
直
接
投
げ
か
け
る
言
葉
と
は

九



ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

24

中
納
言
は
、
三
条
宮
造
り
は
て
て
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
て
渡
し
た
て
ま
つ
ら

む
と
思
す
。
げ
に
、
た
だ
人
は
心
や
す
か
り
け
り
。（
総
角
・
290
）

25

半
な
る
偈
教
へ
む
鬼
も
が
な
、
こ
と
つ
け
て
身
も
投
げ
む
と
思
す
ぞ
、
心
き

た
な
き
聖
心
な
り
け
る
。（
総
角
・
333
）

24
の
何
で
も
な
い
よ
う
な
揶
揄
が
一
つ
、
そ
し
て
残
り
一
つ
は
25
の
、
表
面
上
は

ど
う
あ
れ
、
橋
姫
三
帖
を
貫
い
て
夢
浮
橋
の
大
尾
ま
で
届
く
よ
う
な
、
辛
辣
な
皮

肉
な
の
で
あ
る
。
薫
に
対
し
寡
黙
な
内
に
皮
肉
を
繰
り
出
す
語
り
手
の
こ
の
在
り

方
は
、
当
然
こ
の
後
の
彼
の
描
か
れ
方
と
深
く
関
わ
る
だ
ろ
う
。
薫
像
の
考
察
自

体
は
既
に
本
稿
の
域
を
出
る
が
、「
薫
論
が
多
く
薫
批
判
に
傾
き
が
ち
」（
後
藤
一

九
七
五
）
な
事
へ
の
警
戒
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
つ
つ
も
、「
作
者
自
身
の
薫
観
は

薫
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
肯
定
的
だ
ろ
う
か
」（
吉
岡
一
九
七
二
）
と
い
う
問
を
改
め

て
想
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

例
１
の
再
検
討
か
ら
、
弁
と
老
人
一
般
の
描
き
別
け
、
そ
し
て
薫
の
語
り
方
と
、

二
つ
の
方
向
に
問
題
は
展
開
し
た
の
だ
が
、
そ
の
過
程
で
女
房
の
三
者
（
弁
・
老

人
一
般
・
若
い
女
房
）
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
見
出
す
事
と
な
っ
た
。
前
二
者
の
対

照
は
大
君
と
い
う
一
登
場
人
物
の
思
考
と
対
置
さ
れ
、
後
者
は
語
り
手
と
表
裏
す

る
等
、
機
能
す
る
次
元
も
区
々
で
あ
る
が
、
両
者
共
に
薫
へ
の
言
及
を
避
け
る
語

り
手
の
隠
れ
蓑
に
な
る
事
が
あ
る
。

こ
う
し
て
多
様
に
語
り
方
が
使
い
分
け
ら
れ
る
中
、
語
り
手
は
死
に
往
く
大
君

に
対
し
て
は
最
大
の
賛
辞
を
贈
っ
た
。

26

夕
暮
の
空
の
け
し
き
い
と
す
ご
く
し
ぐ
れ
て
、
木
の
下
吹
き
払
ふ
風
の
音
な

ど
に
、
た
と
へ
ん
方
な
く
、
来
し
方
行
く
先
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
、
添
ひ
臥
し

た
ま
へ
る
さ
ま
あ
て
に
限
り
な
く
見
え
た
ま
ふ
。
白
き
御
衣
に
、
髪
は
梳
る
こ

と
も
し
た
ま
は
で
ほ
ど
経
ぬ
れ
ど
、
迷
ふ
筋
な
く
う
ち
や
ら
れ
て
、
日
ご
ろ
に

す
こ
し
青
み
た
ま
へ
る
し
も
、
な
ま
め
か
し
さ
ま
さ
り
て
、
な
が
め
出
だ
し
た

ま
へ
る
ま
み
額
つ
き
の
ほ
ど
も
、
見
知
ら
ん
人
に
見
せ
ま
ほ
し
。（
総
角
・
三
一

一
）

当
然
な
が
ら
彼
女
を
こ
そ
美
し
く
語
っ
た
の
だ
っ
た
。
彼
女
の
悲
劇
が
美
し
く
、

正
し
く
悲
劇
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
、
当
時
に
於
い
て
砕
い
た
苦
心
の
一
つ
に
、

如
上
の
語
り
方
の
多
様
さ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
は
や
大
君
を
巡
る
女

房
を
一
括
し
て
捉
え
た
り
、
醜
い
と
い
う
一
面
の
み
を
強
調
し
て
指
弾
す
る
よ
り

も
、
物
語
が
世
俗
の
道
理
と
相
剋
す
る
が
如
く
に
駆
使
し
た
語
り
の
手
法
と
し
て

見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注
１
　
掲
載
の
本
文
は
以
下
に
拠
っ
た
。
源
氏
物
語
・
大
和
物
語
…
新
全
集
（
源

氏
物
語
引
用
例
の
巻
名
の
後
の
数
字
は
新
全
集
の
頁
数
。）

蜻
蛉
日
記
・
枕

草
子
…
新
大
系

２
　
「
弁た

ら

は
ず
。
知
識
で
あ
れ
、
宝
物
、
家
財
の
何
で
あ
れ
、
そ
れ
が
不
足
し

欠
乏
し
て
い
る
こ
と
。」（
日
葡
辞
書
）

３
　
孟
津
抄
は
同
時
に
「
さ
は
い
へ
と
ふ
か
か
ら
ぬ
け
に
老
ひ
か
め
る
に
や
」

一
〇



へ
の
注
と
し
て
「
さ
は
い
へ
と
年
老
た
る
人
は
遠
慮
有
へ
き
に
さ
も
な
く
て

あ
さ
く
老
ひ
か
め
る
心
し
ら
ひ
な
り
と
い
へ
り
」
と
述
べ
て
分
裂
気
味
で
あ

る
。
湖
月
抄
は
孟
津
抄
の
注
が
細
流
抄
（
さ
は
い
へ
ど
と
は
年
老
い
た
る
人

は
遠
慮
の
あ
る
べ
き
に
さ
も
な
く
て
老
い
ひ
が
め
る
心
し
ら
ひ
な
り
と
い
へ

り
）
に
同
じ
と
述
べ
、
も
う
一
方
を
無
視
す
る
が
如
く
で
あ
る
。

４
　
三
巻
本
・
能
因
本
の
間
に
異
同
は
な
い
が
、
前
田
本
・
堺
本
は
「
つ
い
で
」

を
欠
く
。
な
お
「
つ
い
で
」
の
用
例
は
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
蜻
蛉
日

記
・
宇
津
保
物
語
・
枕
草
子
・
源
氏
物
語
の
全
例
を
検
索
・
検
討
し
た
が
、

挙
例
は
当
然
そ
の
一
部
の
み
。

５
　
前
掲
外
山
（
二
〇
〇
二
）
参
照
。
な
お
、
こ
こ
の
薫
の
姿
勢
も
先
に
例
１

等
に
見
た
薫
の
「
冷
や
や
か
な
視
線
」
に
通
ず
る
。
ま
た
例
10
の
「
ね
た
く

も
い
と
ほ
し
く
も
お
ぼ
ゆ
る
に
ぞ
…
」
も
第
一
節
で
考
察
し
た
「
お
ぼ
ゆ
・

見
ゆ
」
の
類
と
同
用
法
で
あ
る
。

６
　
大
朝
（
一
九
八
二
）。
こ
れ
を
含
む
大
朝
氏
の
一
連
の
論
考
に
本
稿
は
大
き

な
示
唆
を
受
け
た
。
更
に
次
の
橋
姫
巻
の
場
面
か
ら
、
八
宮
の
意
図
は
女
房

に
も
伝
わ
っ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。

宮
に
も
、
か
く
御
消
息
あ
り
き
な
ど
人
々
聞
こ
え
さ
せ
御
覧
ぜ
さ
す
れ
ば
、

「
何
か
は
。
懸
想
だ
ち
て
、
も
て
な
い
た
ま
は
ん
も
、
な
か
な
か
う
た
て
あ

ら
ん
。
例
の
若
人
に
似
ぬ
御
心
ば
へ
な
め
る
を
、
亡
か
ら
む
後
も
な
ど
、

一
言
う
ち
ほ
の
め
か
し
て
し
か
ば
、
さ
や
う
に
て
心
ぞ
と
め
た
ら
む
」
な

ど
の
た
ま
ひ
け
り
。（
橋
姫
・
153
）

７
　
篠
原
（
一
九
六
五
）
に
「
傍
観
者
的
立
場
」
の
女
房
に
関
す
る
指
摘
が
あ

る
が
、
本
稿
の
考
察
と
は
内
容
が
大
き
く
異
な
る
。

〔
参
考
文
献
〕

石
田
穣
二
（
一
九
七
一
）「
大
い
君
の
死
に
つ
い
て
」『
学
苑
』
昭
和
四
三
‐
一

一
、
後
『
源
氏
物
語
論
集
』
桜
楓
社
に
所
収
。

大
朝
雄
二
（
一
九
七
六
）「
宇
治
の
女
は
ら
か
ら
論
」『
文
学
』
五
四
‐
三
・
六
、

後
『
源
氏
物
語
続
篇
の
研
究
』
桜
楓
社
に
所
収
。

―
―
（
一
九
八
二
）「
薫
と
大
君
の
物
語
―
橋
姫
巻
か
ら
椎
本
巻
へ
の
展
開
―
」

『
文
学
』
五
〇
‐
八
、
後
『
源
氏
物
語
続
篇
の
研
究
』
桜
楓
社
に
所
収
。

後
藤
祥
子
（
一
九
七
五
）「
薫
像
試
論
―
出
生
・
道
心
結
婚
観
」『
日
本
文
学
』

昭
和
五
〇
‐
一
一
、
後
「
不
義
の
子
の
視
点
―
「
橋
姫
」
〜
「
総
角
」
の

薫
」
と
し
て
『
源
氏
物
語
の
史
的
空
間
』
東
京
大
学
出
版
会
に
所
収
。

篠
原
昭
二
（
一
九
六
五
）「
大
君
の
周
辺
　
―
源
氏
物
語
女
房
論
―
」『
国
語
と

国
文
学
』
昭
和
四
十
年
九
月
号

外
山
敦
子
（
二
〇
〇
二
）「
呼
称
が
紡
ぐ
〈
物
語
〉
―
宇
治
十
帖
「
弁
の
君
」
を

基
軸
と
し
て
―
」『
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
・
文
学
研
究
科
編
―
』

第
二
七
号
、
後
『
源
氏
物
語
の
老
女
房
』
新
典
社
に
所
収
。

吉
岡
曠
（
一
九
六
五
）「
匂
宮
巻
に
お
け
る
薫
像
」『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究

年
報
』
一
一
Ⅱ
の
十
、
後
『
源
氏
物
語
論
』
笠
間
書
院
に
所
収
。

―
―
（
一
九
七
二
）「「
薫
論
」
補
遺
」『
源
氏
物
語
論
』
笠
間
書
院

『
歌
物
語
　
伊
勢
物
語
・
平
中
物
語
・
大
和
物
語
綜
合
語
彙
索
引
』
西
端
幸

雄
・
木
村
雅
則
、
勉
誠
社

一
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『
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』
佐
伯
梅
友
・
伊
牟
田
経
久
、
風
間
書
房

『
宇
津
保
物
語
本
文
と
索
引
本
文
編
・
索
引
編
』
宇
津
保
物
語
研
究
会
、
笠
間

書
院

『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
　
自
立
語
編
』
上
田
英
代
他
、
勉
誠
社

『
校
本
枕
冊
子
』
田
中
重
太
郎
校
訂
、
古
典
文
庫

岷
江
入
楚
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
一
四
巻
』
中
田
武
司
編
、
桜
楓
社

孟
津
抄
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
六
巻
』
野
村
精
一
編
、
桜
楓
社

湖
月
抄
『
増
註
源
氏
物
語
湖
月
抄
下
巻
』
有
川
武
彦
校
訂
、
弘
文
社

『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
、
岩
波
書
店

〔
附
記
〕

本
稿
は
「
源
氏
物
語
を
読
む
会
」
最
終
回
（
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）
で

の
発
表
に
基
づ
く
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
同
会
へ
の
十
年
に
も
亘
る
野
口
元

大
先
生
の
御
指
導
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
東
京
を
離
れ
て
定
期
的

な
参
加
が
叶
わ
く
な
っ
た
私
に
、
初
回
の
発
表
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

最
後
の
発
表
を
担
当
さ
せ
て
く
れ
た
同
会
の
参
加
者
に
も
、
当
日
の
有
意
義

な
意
見
と
併
せ
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
特
に
栗
田
岳
氏
に
は
成
稿
中
に

も
懇
切
な
指
摘
を
賜
っ
た
。

（
ほ
し
の
　
よ
し
ゆ
き
／
本
学
講
師
）

一
二


