
教
室
の
内
外

(5
)

︱
︱
『
竹
取
物
語
﹄
・
﹃
伊
勢
物
語
﹄・﹃
枕
草
子
』
︱
︱

吉

海

直

人

【要
旨
︼
こ
れ
ま
で
高
校
古
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
平
安
朝
の
散
文
を
題

材
に
し
︑
そ
の
読
み
を
提
起
し
た
﹁
教
室
の
内
外
﹂
を
四
回
発
表
し
て
き

た
︒
こ
れ
は
そ
の
五
回
目
で
あ
る
︒
内
容
は
﹃
竹
取
物
語
﹄
を
三
分
し
て

そ
の
面
白
さ
を
解
説
し
た
も
の
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
六
段
の
読
み
を
提
起

し
た
も
の
︑﹃
枕
草
子
﹄﹁
う
つ
く
し
き
も
の
﹂
章
段
を
分
析
し
た
も
の
の

三
つ
で
あ
る
︒

『竹
取
物
語
﹄
の
面
白
さ
①

︱
︱
か
ぐ
や
姫
の
登
場
︱
︱

一
︑
竹
取
翁
の
出
自

『源
氏
物
語
﹄
絵
合
巻
で
﹁
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
﹂
と
規
定
さ

れ
て
い
る
﹃
竹
取
物
語
﹄
は
︑
﹃
か
ぐ
や
姫
﹄
と
い
う
別
称
で
も
親
し
ま

れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
比
較
的
平
易
な
物
語
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
︑

い
ざ
真
剣
に
取
り
組
ん
で
み
る
と
︑
案
外
や
っ
か
い
な
作
品
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
く
る
︒
試
み
に
︑
冒
頭
部
分
か
ら
問
題
点
を
五
つ
程
提
示
し

て
︑
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
︒

い
ま
は
む
か
し
︑
た
け
と
り
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
︒
野
山

に
ま
じ
り
て
竹
を
と
り
つ
つ
︑
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
つ
か
ひ
け
り
︒
名

を
ば
︑
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と
な
む
い
ひ
け
る
︒
そ
の
竹
の
中
に
︑

も
と
光
る
竹
な
む
一
す
ぢ
あ
り
け
る
︒
あ
や
し
が
り
て
︑
寄
り
て
見

る
に
︑
筒
の
中
光
り
た
り
︒
そ
れ
を
見
れ
ば
︑
三
寸
ば
か
り
な
る
人
︑

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
︒

翁
い
ふ
や
う
︑﹁
我
朝
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る

六
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に
て
知
り
ぬ
︒
子
に
な
り
た
ま
ふ
べ
き
人
な
め
り
﹂
と
て
︑
手
に
う

ち
入
れ
て
︑
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
︒
妻
の
媼
に
あ
づ
け
て
や
し
な
は
す
︒

う
つ
く
し
き
こ
と
︑
か
ぎ
り
な
し
︒
い
と
を
さ
な
け
れ
ば
︑
籠
に
入

れ
て
や
し
な
ふ
︒

(新
編
全
集
17
頁
)

第
一
に
︑﹁
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
と
﹂
る
翁
に
つ
い
て
考
え
て
お
き

た
い
︒
お
そ
ら
く
彼
は
︑
自
ら
の
田
畑

(財
産
)
を
所
有
し
て
い
な
い
下

層
階
級
に
属
す
る
人
物
で
あ
り
︑
ま
た
小
作
人
と
し
て
農
耕
に
従
事
す
る

こ
と
さ
え
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
そ
の
た
め
元
手
の
一
切
か

か
ら
な
い
竹

(村
の
共
有
物
)
を
伐
採
し
︑
そ
れ
を
実
用
的
な
籠
な
ど
に

加
工
し
て
商
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
か
ろ
う
じ
て
糊
口
を
し
の
い
で
い
た
と

読
み
た
い
︒

そ
ん
な
身
分
低
く
貧
し
い
翁
が
︑﹁
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
﹂
(散
吉
の
造

−

大
和
国
さ
ぬ
き
郷
の
里
長
)
と
い
う
由
緒
あ
る
姓
や
地
位
を
有
し
て
い

る
は
ず
も
な
か
ろ
う

(没
落
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
)︒
そ
う
す
る
と
こ

こ
で
掲
げ
ら
れ
た
名
は
︑
翁
が
最
初
か
ら
所
有
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
︑

か
ぐ
や
姫
を
手
に
入
れ
た
後
﹁

勢
い
き
ほ
ひ

︑
猛ま
う

の
者
﹂
(19
頁
)
に
な
っ
て
か

ら
獲
得
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る

(そ
の
際
︑
同
時
に
﹁
な
よ
竹
の

か
ぐ
や
姫
﹂
と
い
う
名
も
付
け
ら
れ
た
)︒

あ
る
い
は
も
っ
と
後
の
求
婚
譚
の
中
で
︑
帝
か
ら
賜
わ
っ
た
も
の
か
も

し
れ
な
い
︒
と
に
か
く
元
来
は
︑
ま
さ
し
く
名
も
な
い
一
介
の
︿
竹
取
の

翁
﹀
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
貧
し
い
翁
が
か
ぐ
や
姫
と
い
う
﹁
如
意

宝
珠
﹂
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で

(原
初
的
に
は
夫
婦
と
な
る
可
能
性
も
あ

る
)︑
や
が
て
富
裕
に
な
る

(
成
り
上
が
る
)
と
い
う
至
福
長
者
譚
と
し

て
見
る
と
︑
役
割
を
終
え
た
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
も
す
ん
な
り
納
得
さ
れ
る
︒

昔
話
な
ら
ば
そ
れ
で
め
で
た
し
め
で
た
し
な
の
だ
が
︑
そ
の
別
離
を
悲
哀

と
し
て
強
調
し
て
い
る
点
に
︑
文
学
と
し
て
の
﹃
竹
取
物
語
﹄
が
存
す
る

わ
け
で
あ
る
︒

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
望
外
な
富
を
得
た
翁
が
︑
以
前
と
は
別
人
の
よ
う
に

な
り
︑
い
や
が
る
か
ぐ
や
姫
を
利
用
し
て
権
力
と
地
位
の
獲
得
を
め
ざ
し

た
の
で
︑
神
仏
の
加
護
が
消
失
し
た
と
い
う
昔
話

(
た
と
え
ば
﹁
夕
鶴
﹂
)

的
な
読
み
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
︒
も
っ
と
も
﹃
竹
取
物
語
﹄
が
貴
族
文

学
で
あ
る
以
上
︑
理
想
の
求
婚
者
の
条
件
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
は
︑
人

間
性
の
善
し
悪
し
な
ど
で
は
な
く
︑
ま
さ
に
上
流
貴
族

(高
貴
な
血
)
と

い
う
そ
の
一
点
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
王
子
様
を
理
想
化
し
た
シ
ン
デ
レ
ラ

ス
ト
ー
リ
ー
と
も
共
通
す
る
︒

二
︑
平
安
朝
の
竹
の
大
き
さ

二
つ
目
に
﹁
竹
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒

教
室
の
内
外

(5
)
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そ
の
竹
の
中
に
︑
も
と
光
る
た
け
な
む
一
す
ぢ
あ
り
け
る
︒
あ
や
し

が
り
て
︑
寄
り
て
見
る
に
︑
筒
の
中
光
り
た
り
︒
そ
れ
を
見
れ
ば
︑

三
寸
ば
か
り
な
る
人
︑
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
︒
(17
頁
)

妙
な
疑
問
か
も
し
れ
な
い
が
︑
竹
取
の
翁
は
こ
の
時
実
際
に
竹
を
切
っ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
本
文
の
ど
こ
を
読
ん
で
も
﹁
そ
れ
を
見
れ
ば
﹂
と
あ
る

だ
け
で
︑
切
っ
た
か
否
か
の
答
え
は
得
ら
れ
な
い

(血
だ
ら
け
︑
あ
る
い

は
首
の
な
い
か
ぐ
や
姫
で
は
困
る
)︒
ま
し
て
こ
こ
に
出
て
い
る
竹
の
具

体
的
な
太
さ
な
ど
︑
ほ
と
ん
ど
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
︒

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
近
代
の
子
供
絵
本
を
見
る
と
︑
必
ず
と
言
っ

て
い
い
ほ
ど
太
く
て
大
き
な
竹

(孟
宗
竹
？
)
と
︑
手
に
ナ
タ
な
ど
の
刃

物
を
持
っ
た
翁
が
描
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
だ
け
大
き
な
竹
で

あ
れ
ば
︑
三
寸
く
ら
い
の
か
ぐ
や
姫
も
十
分
中
に
入
れ
る
だ
ろ
う
︒
す
べ

て
は
絵
師
の
合
理
的
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
絵
は
物
語
の
理
解
を
助

け
て
く
れ
る
が
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
本
文
の
解
釈
を
歪
め
る
︑
あ
る
い
は

方
向
付
け
る
こ
と
も
あ
る
︒

な
お
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
子
﹂﹁
児ち
ご

﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑

赤
ん
坊
の
姿
な
の
か
童
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
大
人
の
縮
小
サ
イ
ズ
な
の
か
︑

ま
た
着
物
を
着
て
い
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
︒
絵
本
の
絵
は
様
々
に

書
か
れ
て
い
る
が
︑
す
べ
て
は
創
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
唯
一
︑
本
文

に
﹁
ゐ
た
り
﹂
と
あ
る
の
で
︑
か
ぐ
や
姫
は
す
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

そ
う
な
る
と
︑
寝
か
さ
れ
た
赤
ん
坊
で
は
間
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
太
い
孟
宋
竹
は
︑
中
国
の
二
十
四
孝
説
話

に
見
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
︑
決
し
て
日
本
産
の
竹
で
は
な
か
っ
た
︒
江
戸

時
代
中
期
の
正
徳
頃

(
一
七
一
○
年
代
)
に
な
っ
て
︑
よ
う
や
く
中
国
か

ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
平
安
朝
に
は
日
本
に
な
か
っ
た
竹
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
﹃
竹
取
物
語
﹄
に
そ
の
名
が
見
え
る
の
は
︑﹁
な
よ
竹
﹂
(19

頁
)
と
︑
清
涼
殿
に
植
え
ら
れ
て
い
る
細
い
﹁
呉
竹
﹂
(33
頁
)
だ
け
で

あ
る
︒
そ
の
呉
竹
で
す
ら
﹁
天
下
呉
竹
実
如
麥
其
後
枯
盡
﹂
(﹃
日
本
紀

略
﹄
弘
仁
四
年

(八
一
三
年
)
十
二
月
条
)
と
︑
平
安
朝
初
期
に
実
を
付

け
た
後
で
枯
絶
し
て
い
た
︒
仮
に
こ
の
﹁
呉
竹
﹂
だ
と
す
る
と
︑
か
ぐ
や

姫
は
絶
対
に
中
に
は
入
れ
ま
い
︒
普
通
に
は
﹁
真
竹
﹂
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
こ
れ
な
ら
な
ん
と
か
は
い
り
そ
う
だ
︒

本
来
︑
竹
の
中
と
い
う
の
は
特
殊
な
聖
的
空
間
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
具

体
的
な
広
さ
を
必
要
と
は
し
な
い
︒
だ
か
ら
竹
を
切
る
必
要
も
な
い
の
で

あ
る
︒
た
だ
し
こ
の
問
題
は
︑
さ
ら
に
竹
の
中
に
見
出
さ
れ
る
黄
金
の
量

と
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
︒
竹
の
サ
イ
ズ
が
小
さ
け
れ
ば
︑
一
回
に
得
ら

れ
る
金
の
量
が
減
少
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

教
室
の
内
外

(5
)
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三
︑
敬
語
は
読
み
を
助
け
る
も
の

続
い
て
少
々
や
っ
か
い
な
敬
語
の
問
題
に
注
目
し
て
お
こ
う
︒
翁
が
か

ぐ
や
姫
を
発
見
し
た
際
︑
そ
れ
が
ま
っ
た
く
の
初
対
面
で
あ
り
︑
相
手
の

氏
素
性
な
ど
未
詳
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

翁
い
ふ
や
う
︑﹁
我
朝
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に

て
知
り
ぬ
︒
子
に
な
り
た
ま
ふ
べ
き
人
な
め
り
﹂
と
て
︑
手
に
う
ち

入
れ
て
︑
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
︒

(17
頁
)

と
︑
最
初
か
ら
﹁
お
は
す
る
﹂
と
か
﹁
た
ま
ふ
﹂
な
ど
と
尊
敬
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
発
言
が
一
体
誰
に
向
け
て
の
も
の
か
も
検
討
の
余
地

が
あ
る
︒
か
ぐ
や
姫
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
す
っ
き
り
し

な
い

(赤
ん
坊
な
ら
な
お
さ
ら
の
こ
と
)︒
あ
る
い
は
自
分
自
身
を
納
得

さ
せ
る
た
め
の
独
り
言
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
う
い
っ
た
敬
語
の
使
用
は
︑
尋
常
な
ら
ざ
る
相
手
に
対
す
る
畏
敬
の

念
と
も
と
れ
る
︒
ま
た
物
語
の
視
点
か
ら
す
る
と
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹃
竹
取

物
語
﹄
の
主
人
公
で
あ
る
︒
そ
の
主
人
公
が
い
か
な
る
登
場
の
仕
方
を
し

よ
う
と
も
︑
物
語
の
論
理
と
し
て

(翁
の
意
向
を
超
え
て
)︑
最
初
か
ら

か
ぐ
や
姫
に
敬
語
表
現
を
与
え
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
翁
の
側
か
ら
言
う
と
︑
翁
の
家
に
は
子
供
が
い
な
か
っ
た

(昔
話

に
多
い
パ
タ
ー
ン
)
︒
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
︑
物
語
に
は
一
切
描
か
れ

て
い
な
い
け
れ
ど
も
︑
前
提
と
し
て
翁
と
嫗
は
た
び
た
び
神
仏
に
子
授
け

を
祈
願
し
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
︑
今
こ
う
し
て
か
ぐ

や
姫
が
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
申
し
子
は
し
ば
し
ば
異
形

(こ
こ
で
は

小
人
)
で
あ
ら
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
と
察
し
た
か
ら
こ
そ
︑
翁
は
﹁
子

(籠
)
に
な
り
た
ま
ふ
べ
き
人
な
め
り
﹂
と
合
点
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
い
っ
た
描
か
れ
ざ
る
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
翁
は
即
座
に
か
ぐ

や
姫
を
神
仏
の
申
し
子
と
判
断
し
︑
敬
語
を
付
け
た
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る

(そ
れ
故
に
翁
は
︑
か
ぐ
や
姫
を
強
制
的
に
結
婚
さ
せ
ら
れ
な
い
)
︒

か
ぐ
や
姫
は
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
︿
如
意
宝
珠
﹀
で
あ
り
︑
そ
れ
を

養
う
こ
と
は
︑
必
然
的
に
翁
の
家
の
繁
栄
を
保
証
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
敬

語
表
現
一
つ
と
っ
て
も
︑
物
語
世
界
は
読
み
の
広
が
り
を
有
す
る
の
で
あ

る
︒

四
︑
黄
金
か
ら
小
判
へ
の
変
化

四
つ
め
に
︑
黄
金
に
関
し
て
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
︒

た
け
と
り
の
翁
︑
竹
を
取
る
に
︑
こ
の
子
を
見
つ
け
て
後
に
竹
取
る

に
︑
節
を
へ
だ
て
て
︑
よ
ご
と
に
︑
黄
金
あ
る
竹
を
見
つ
く
る
こ
と

か
さ
な
り
ぬ
︒

(18
頁
)

教
室
の
内
外

(5
)
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そ
も
そ
も
竹
の
中
に
入
っ
て
い
た
金

(神
仙
譚
で
は
不
老
不
死
の
秘

薬
)
は
︑
か
ぐ
や
姫
の
養
育
費
な
の
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
は
金
塊
で
は
な

く
砂
金
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
翁
は
そ
の
金
を
ど
れ
く
ら
い
所
有
し
︑
か

つ
ど
の
よ
う
に
活
用

(処
分
)
し
て
﹁
勢
︑
猛
の
者
﹂
(19
頁
)
に
な
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
金
の
収
集
期
間
と
し
て
は
︑﹁
(黄
金
入

り
の
)
竹
を
取
る
こ
と
︑
久
し
く
な
り
ぬ
﹂
(同
頁
)
と
あ
る
け
れ
ど
も
︑

か
ぐ
や
姫
の
成
長
に
準
じ
て
考
え
る
と
︑
ほ
ぼ
三
ケ
月
で
裕
福
に
な
っ
た

こ
と
に
な
る
︒
も
っ
と
も
急
に
金
回
り
が
良
く
な
っ
た
ら
︑
周
囲
の
人
々

に
怪
し
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(竹
の
中
の
金
は
見
つ
け
た
人
の

も
の
？
)
︒

当
時
︑
日
本
は
世
界
的
に
有
名
な
金
産
出
国
で
あ
り
︑
対
外
貿
易
の
交

換
品
と
し
て
た
い
そ
う
重
宝
が
ら
れ
て
い
た

(物
語
中
で
は
貿
易
商
人
の

﹁
王
け
い
﹂
が
参
考
に
な
る
)︒
し
か
し
な
が
ら
国
内
に
お
い
て
は
︑
仏
像

の
鍍
金
や
装
身
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
以
外
︑
そ
れ
ほ
ど
需
要
が
あ
っ
た

と
も
思
え
な
い
︒
ま
し
て
平
安
時
代
前
期
に
お
い
て
は
︑
貨
幣
と
し
て
は

ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
果
た

し
て
金
イ
コ
ー
ル
富

(豊
か
さ
)
と
い
う
現
代
的
な
等
式
が
簡
単
に
成
り

立
つ
の
か
ど
う
か
︑
そ
の
点
に
関
し
て
も
明
快
な
回
答
は
提
示
さ
れ
て
い

な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
江
戸
期
以
降
の
奈
良
絵
本
に
お
い
て
︑
よ
り
具
体
性

を
持
た
せ
る
た
め
に
︑
金
が
小
判

(貨
幣
)
に
変
貌
す
る
の
で
あ
る
︒
こ

れ
も
絵
師
の
合
理
的
解
釈
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
明
治
期
以
降
は
︑
さ
ら
に

そ
れ
が
金
貨

(コ
イ
ン
)
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
︒
時
代

に
合
わ
せ
た
流
動
的
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
︒

そ
も
そ
も
金
の
発
掘
は
︑
百
済
系
帰
化
人
の
進
ん
だ
技
術
に
よ
っ
て
︑

初
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
特
に
聖
武
天
皇
の
東
大
寺
大
仏
建

立
の
折
に
︑
九
百
両
も
の
黄
金
を
献
上
し
た
百
済
王
敬
福
は
有
名
で
あ
る

(﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
神
護
二
年
六
月
二
十
八
日
条
)
︒
金
と
い
う
こ
と
を

重
視
す
れ
ば
︑
そ
し
て
何
よ
り
竹
そ
の
も
の
が
渡
来
植
物
で
あ
る
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
︑
竹
取
の
翁
は
百
済
系
帰
化
人
の
末
裔
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
︒
そ
う
考
え
る
と
︑﹁
あ
や
べ
の
内
麻
呂
﹂
(34
頁
)
・﹁
高
野
の
お
ほ

く
に
﹂
(68
頁
)・﹁
つ
き
の
い
は
が
さ
﹂
(
77
頁
)
と
い
っ
た
渡
来
人
的
な

名
字
を
持
っ
た
人
々
の
登
場
と
も
通
底
し
て
く
る
︒

竹
と
い
い
黄
金
と
い
い
︑
辞
書
的
な
知
識
だ
け
で
は
﹃
竹
取
物
語
﹄
の

読
み
に
は
全
く
歯
が
立
た
な
い
︒
だ
か
ら
読
者
は
︑
古
典
文
学
を
現
代
の

感
覚

(特
に
幼
児
体
験
)
で
か
っ
て
に
誤
読
し
て
い
る
危
険
性
が
あ
る
︒

自
ら
の
常
識
を
疑
い
︑
語
学
や
文
学
の
素
養
の
み
な
ら
ず
︑
植
物
学
・
経

済
学
・
歴
史
学
な
ど
の
幅
広
い
視
野
と
豊
か
な
教
養
を
身
に
付
け
な
け
れ

ば
︑
真
に
古
典
を
読
み
解
く
こ
と
な
ど
不
可
能
の
よ
う
で
あ
る

(こ
れ
は

教
室
の
内
外

(5
)

六
九



私
自
身
の
反
省
で
も
あ
る
)︒

五
︑
裳
着
の
再
検
討

と
こ
ろ
で
か
ぐ
や
姫
は
︑
わ
ず
か
三
カ
月
で
一
人
前
の
大
き
さ
に
成
長

し
て
い
る
︒

こ
の
児
︑
や
し
な
ふ
ほ
ど
に
︑
す
く
す
く
と
大
き
に
な
り
ま
さ
る
︒

三
月
ば
か
り
に
な
る
ほ
ど
に
︑
よ
き
ほ
ど
な
る
人
に
な
り
ぬ
れ
ば
︑

髪
あ
げ
な
ど
と
か
く
し
て
髪
あ
げ
さ
せ
︑
裳
着
す
︒

(18
頁
)

こ
の
成
長
は
︿
筍
﹀
を
模
し
た
も
の
で
︑
人
間
と
し
て
は
異
常
で
あ
る

が
︑
竹
の
精
霊
た
る
か
ぐ
や
姫
と
し
て
は
順
調
な
発
育
な
の
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
し
あ
ま
り
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
︑
か
ぐ
や
姫
の
体
の
成

長
は
こ
こ
で
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
︒
そ
の
後
は

昇
天
ま
で
の
二
十
年
間
︑
歳
も
と
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(逆
に
か
ぐ
や
姫
の
光
を
浴
び
た
翁
は
︑
七
十
歳
か
ら
五
十
歳
に
若
返
っ

て
い
る
？
)︒

翁
は
成
長
し
た
か
ぐ
や
姫
の
成
人
式
を
計
画
し
︑
髪
上
げ
と
裳
着
を

行
っ
た
︒
実
は
か
ぐ
や
姫
の
性
別
は
こ
の
時
点
ま
で
未
詳
・
曖
昧
で
あ
り
︑

こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
女
性
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ

で
女
性
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
当
然
か
ぐ
や
姫
の

結
婚
話
が
こ
の
後
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
読
者
に
期
待
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
裳
着
が
済
ん
で
も
︑
か
ぐ
や
姫
は
依
然
﹁
こ
の
児
﹂

﹁
こ
の
子
﹂
(
18
頁
)
と
称
さ
れ
て
お
り
︑
ど
う
も
話
が
ス
ム
ー
ズ
に
流
れ

て
い
な
い
︒

続
い
て
三
室
戸
斎
部
の
秋
田
に
よ
っ
て
︑
か
ぐ
や
姫
の
命
名
式
が
行
わ

れ
︑
そ
れ
を
契
機
に
し
て
よ
う
や
く
求
婚
譚
へ
と
展
開
し
て
い
る
︒

こ
の
子
い
と
大
き
に
な
り
ぬ
れ
ば
︑
名
を
︑
御
室
戸
斎
部
の
秋
田
を

よ
び
て
︑
つ
け
さ
す
︒
秋
田
︑
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
と
︑
つ
け
つ
︒

こ
の
ほ
ど
︑
三
日
︑
う
ち
あ
げ
遊
ぶ
︒
よ
ろ
づ
の
遊
び
を
ぞ
し
け
る
︒

男
は
う
け
き
ら
は
ず
招
び
集
へ
て
︑
い
と
か
し
こ
く
遊
ぶ
︒
(19
頁
)

つ
ま
り
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
場
合
︑
一
般
的
な
女
の
成
人
式

(
裳
着
)
が

結
婚
と
直
結
し
て
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
と
い
う
命
名
儀
式
の

方
が
︑
成
人
式
以
上
に
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
女
性
の

名
前
は
秘
せ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
ら
︑
そ
の
こ
と
自
体
尋
常
で

は
な
い
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
求
婚
者
達
は
︑
最
初
か
ら
身
分
を
含
め
て

尋
常
な
ら
ざ
る
女
性
と
承
知
の
上
で
︑
か
ぐ
や
姫
に
接
近
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒
こ
こ
に
も
平
安
朝
初
期
の
百
済
王
家
の
女
性

(美
人
)
に
対
す
る

憧
憬
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
見
た
い
︒

こ
う
し
て
み
る
と
︑
裳
着
の
衣
装
す
ら
も
怪
し
く
な
っ
て
く
る
︒
ほ
と

教
室
の
内
外

(5
)

七
〇



ん
ど
の
注
釈
書
は
︑
こ
の
裳
を
十
二
単
衣
の
後
方
に
付
け
る
裳
と
し
て
全

く
疑
問
視
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
時
代
設
定
が
文
武
朝

(奈
良
時
代
)
だ
と
す
れ
ば
︑
か
ぐ
や
姫
は
唐
様
の
衣
装

(朝
服
)
の
は

ず
で
︑
十
二
単
衣
で
は
時
代
錯
誤
に
な
っ
て
し
ま
う

(百
人
一
首
の
歌
仙

絵
で
は
︑
何
と
持
統
天
皇
が
十
二
単
衣
姿
に
な
っ
て
い
る
)︒

平
安
朝
で
あ
っ
て
も
︑
仁
明
天
皇
の
時
代
あ
た
り
ま
で
は
中
国
様
式

だ
っ
た
ら
し
い
︒
小
野
小
町
に
し
て
も
唐
様
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
︒
こ
の

場
合
の
裳
は
︑
当
然
﹁
裙く
ん

﹂
(ス
カ
ー
ト
)
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
︒

つ
い
で
な
が
ら
﹁
裳
着
﹂
の
用
例
に
し
て
も
︑
醍
醐
天
皇
以
降
に
し
か
認

め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い

(髪
上
げ
の
方
は
古
い

用
例
が
あ
る
)︒﹃
竹
取
物
語
﹄
の
難
し
さ
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
で
あ

ろ
う
か
︒

『竹
取
物
語
﹄
の
面
白
さ
②

︱
︱
求
婚
譚
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

一
︑
語
り
の
時
制

次
に
語
り
の
古
代
性

(伝
統
)
を
押
さ
え
て
お
こ
う
︒
そ
れ
は
第
一
文

の
文
末
に
﹁
あ
り
け
り
﹂
と
助
動
詞
﹁
け
り
﹂
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
︒
そ
の
過
去
の
時
制
が
次
に
﹁
光
り
た
り
﹂
と
﹁
た
り
﹂
に
変
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
物
語
は
現
在
完
了
形
へ
と
推
移
し
て
い
る
︒
続
い
て

﹁
ぬ
﹂
が
登
場
し
︑
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
現
在
形
と
な
る
こ
と
で
︑
読

者
は
物
語
世
界
の
現
在
へ
誘
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
重
要
視
さ

れ
て
い
る
﹁
け
り
﹂
は
︑
必
ず
し
も
物
語
を
貫
く
時
制
で
は
な
く
︑
む
し

ろ
語
り
出
し
の
パ
タ
ー
ン

(
約
束
事
)
と
見
て
お
き
た
い
︒

そ
の
後
は
﹁
け
り
﹂
の
変
形
で
あ
る
﹁
な
り
け
り
﹂
が
目
に
つ
く
︒
具

体
的
に
は
︑

・
こ
の
人
々
な
り
け
り
︒

(
20
頁
)

〈五
人
の
求
婚
者
の
紹
介
﹀

・
年
ご
ろ
見
え
た
ま
は
ざ
り
け
る
な
り
け
り
︒

(
37
頁
)

〈く
ら
も
ち
の
皇
子
の
出
奔
﹀

・
か
ぐ
や
姫
て
ふ
大
盗
人
の
奴
が
人
を
殺
さ
む
と
す
る
な
り
け
り
︒

(
49
頁
)

〈大
伴
の
大
納
言
の
顛
末
﹀

な
ど
だ
が
︑
こ
れ
は
単
な
る
時
制
で
は
な
く
︑
状
況
説
明

(種
明
か
し
)

の
用
法
が
主
と
な
っ
て
い
る

(い
わ
ゆ
る
﹁
草
子
地
﹂
に
近
い
)
︒
続
く

求
婚
譚
で
は
意
識
的
に
会
話
文
が
多
出
さ
れ
︑
臨
場
感
溢
れ
る
求
婚
者
達

の
語
り
が
展
開
す
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
現
実
的
か
つ
写

実
的
描
写
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る

(会
話
的
展
開
は
か
ぐ
や
姫
の
昇
天

の
段
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
て
い
る
)︒

教
室
の
内
外

(5
)

七
一



た
だ
し
求
婚
失
敗
の
末
尾
を
見
る
と
︑
み
な
言
語
遊
戯
的
な
語
源
説

(落
語
の
﹁
落
ち
﹂
)
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
や
は
り
﹁
け
り
﹂
(け
る
)

が
統
一
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
︒

1
石
作
の
皇
子

面
な
き
こ
と
を
ば
︑﹁
は
ぢ
を
す
つ
﹂
と
は
い
ひ
け
る
︒

(27
頁
)

2
く
ら
も
ち
の
皇
子

こ
れ
を
な
む
︑﹁
た
ま
さ
か
に
﹂
と
は
い
ひ
は
じ
め
け
る
︒

(37
頁
)

3
阿
倍
御
主
人

と
げ
な
き
も
の
を
ば
︑﹁
あ
へ
な
し
﹂
と
い
ひ
け
る
︒

(42
頁
)

4
大
伴
御
行

世
に
あ
は
ぬ
こ
と
を
ば
︑﹁
あ
な
︑
た
へ
が
た
﹂
と
は
い
ひ
は
じ

め
け
る
︒

(50
頁
)

5
石
上
の
中
納
言

す
こ
し
う
れ
し
き
こ
と
を
ば
︑﹁
か
ひ
あ
り
﹂
と
は
い
ひ
け
る
︒

(56
頁
)

や
や
細
か
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
う
い
っ
た
助
動
詞
の
法
則
や

変
化
に
注
目
す
る
こ
と
が
︑
物
語
を
深
く
味
わ
う
た
め
に
必
要
な
作
業
な

の
で
あ
る
︒
高
校
で
古
典
文
法
を
学
習
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

二
︑
天
皇
制
の
危
機

平
安
朝
と
言
わ
ず
︑
日
本
は
天
皇
に
よ
っ
て
古
く
か
ら
統
治
さ
れ
て
き

た
︒
そ
の
天
皇
制
社
会
に
お
い
て
︑
貴
族

(特
に
藤
原
氏
)
の
姫
君
は
天

皇
の
後
宮
に
入
内
し
︑
寵
愛
を
受
け
て
皇
子
を
出
産
す
る
こ
と
が
至
上
の

幸
福
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
か
ぐ
や
姫
は
︑
そ
の
天
皇
の
求
婚
さ
え
拒
否

し
︑

帝
の
召
し
て
の
た
ま
は
む
こ
と
︑
か
し
こ
し
と
も
思
は
ず
︒
(57
頁
)

と
か
︑国

王
の
仰
せ
ご
と
を
そ
む
か
ば
︑
は
や
︑
殺
し
た
ま
ひ
て
よ
か
し
︒

(
58
頁
)

と
主
張
し
︑
姫
君
ら
し
く
な
い
過
激
な
言
動
に
よ
っ
て
逆
ら
っ
て
い
る
︒

こ
れ
は
明
ら
か
に
絶
対
的
な
天
皇
制
に
対
す
る
反
抗
で
あ
り
︑
そ
れ
が
た

と
え
物
語
世
界
で
あ
っ
て
も
非
常
に
危
険
な
思
想
で
あ
っ
た
︒

天
皇
は
︑
天
皇
制
に
反
す
る
も
の
は
徹
底
的
に
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
か
ぐ
や
姫
と
い
う
危
険
人
物
に
関
し
て
も
︑
本
来
な
ら
ば
翁
と
も

ど
も
死
罪
か
︑
少
な
く
と
も
流
罪
に
処
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
︒
と
こ
ろ
が
帝
は
逆
に
そ
の
か
ぐ
や
姫
に
心
ひ
か
れ
︑

か
ぐ
や
姫
の
み
御
心
に
か
か
り
て
︑
た
だ
独
り
住
み
し
た
ま
ふ
︒
よ

教
室
の
内
外

(5
)
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し
な
く
御
方
々
に
も
渡
り
た
ま
は
ず
︒

(63
頁
)

と
い
う
状
態
が
三
年
も
続
い
て
い
た
︒
こ
れ
で
は
後
宮
が
瓦
解
し
か
ね
な

い
し
︑
大
切
な
跡
継
ぎ
の
誕
生
も
お
ぼ
つ
か
な
い
︒
天
皇
の
か
ぐ
や
姫
思

慕
は
︑
実
の
と
こ
ろ
天
皇
制
の
危
機
で
あ
り
︑
天
皇
失
格
で
も
あ
っ
た
の

だ
︒そ

れ
は
五
人
の
求
婚
者
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
︒
彼
等
は
皇
子

(年

齢
的
に
見
て
今
上
の
皇
子
で
は
あ
る
ま
い
が
︑
兄
弟
と
も
考
え
に
く
い
)

と
上
達
部
と
い
う
要
職
に
あ
り
な
が
ら
︑
三
年
以
上
も
政
務
を
ほ
っ
た
ら

か
し
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
そ
の
当
時
非
常
に
平
和
な
時
代

だ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
で
は
政
務
の
遂
行
も
お
ぼ
つ
か
な
い
︒
そ
の
間

に
他
の
勢
力
が
台
頭
し
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
︑
三
年
後
に
は
彼
等
の
ポ
ス

ト
な
ど
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
石
上
麻
呂
足
な
ど
︑
求
婚
の
た
め
に

死
去
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
か
ぐ
や
姫
へ
の
懸
想
は
︑
他
の
全
て
を
放
棄

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
り
︑
男
社
会
に
と
っ
て
こ
れ
ほ

ど
危
険
な
誘
惑
は
あ
る
ま
い
︒
あ
る
い
は
そ
の
裏
に
︑
藤
原
氏
に
よ
る
他

氏
排
斥
の
歴
史
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

幸
い
こ
の
問
題
は
︑
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
が
︑
天

皇
は
か
ぐ
や
姫
を
失
っ
た
悲
し
み
の
中
で
︑
不
死
の
薬
の
服
用
を
拒
否
し

て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
天
皇
は
ま
さ
に
天
皇
の
尊
厳
死
を
選
び
と
っ
た
わ
け

で
︑
そ
れ
が
二
十
五
歳
で
崩
御
し
た
文
武
天
皇
モ
デ
ル
説
を
一
層
強
化
す

る
こ
と
に
な
る

(そ
の
後
し
ば
ら
く
女
帝
時
代
が
続
く
)
︒

も
っ
と
も
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
拒
否
を
逆
手
に
と
っ
て
︑
む
し
ろ
天
皇
制

の
中
で
結
婚
で
き
な
い
女
性
︑
つ
ま
り
天
皇
制
の
基
盤
を
支
え
る
た
め
に

神
に
奉
仕
す
る
斎
王
の
喩
と
し
て
も
十
分
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
点
に
つ
い

て
金
田
元
彦
氏
は
︑
﹃
竹
取
物
語
﹄
を
嵯
峨
天
皇
の
皇
女
有
智
子
内
親
王

に
奉
ら
れ
た
物
語
と
考
え
て
お
ら
れ
る

(﹃
源
氏
物
語
私
記
Ⅱ
﹄
風
間
書

房
・
平
成
2
年
11
月
)︒

三
︑
竹
取
の
翁
の
家

と
こ
ろ
で
︑
竹
取
の
翁
の
家
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
唯
一

の
手
が
か
り
は
︑

み
や
つ
こ
ま
ろ
が
家
は
︑
山
も
と
近
か
な
り
︒
御
狩
の
御
幸
し
た
ま

は
む
や
う
に
て
︑
見
て
む
や
︒

(60
頁
)

と
い
う
帝
の
言
葉
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
場
所
を
特
定
す
る
こ

と
は
困
難
だ
し
︑
ま
し
て
か
ぐ
や
姫
発
見
以
前
か
ら
︑
翁
が
ず
っ
と
そ
こ

に
住
ん
で
い
た
と
い
う
確
証
は
な
い
︒
少
な
く
と
も
邸
は
立
派
に
建
て
直

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
︑﹁
勢
︑
猛
の
者
﹂
(19
頁
)
に
相
応
し
い
と
こ
ろ

へ
転
居
し
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る

(
も
は
や
﹁
竹
取
の
翁
﹂
で
は
な

教
室
の
内
外

(5
)
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く
な
っ
て
い
る
)
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
は
さ
て
お
き
︑
従
来
﹁
山
も
と
﹂
は
普
通
名
詞

(山
の
麓
)
と
さ

れ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
こ
れ
を
重
視
す
る
こ
と
な
く
︑
別
の
観
点

(た
と

え
ば
竹
の
産
地
な
ど
)
か
ら
︑
奈
良
の
広
瀬
神
社
や
京
都
の
向
日
市

(竹

の
産
地
)
な
ど
が
︑
か
ぐ
や
姫
の
故
郷
と
し
て
名
乗
り
を
あ
げ
て
い
た
︒

そ
れ
に
対
し
て
本
田
義
憲
氏
は
︑
綴
喜
郡
田
辺
町

(現
京
田
辺
市
)
の

﹁
山
本
﹂
こ
そ
は
︑
竹
取
の
翁
の
家
が
あ
っ
た
場
所
と
し
て
も
っ
と
も
ふ

さ
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る

(﹁
か
ぐ
や
姫
の
家
﹂
叙
説
・
昭
和
54
年
10
月
)︒

し
か
し
こ
の
説
は
軽
視
さ
れ
て
お
り
︑
か
ろ
う
じ
て
小
沢
正
夫
氏
が
賛
意

を
表
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
た

(﹁﹃
竹
取
﹄
に
現
れ
る
地
名
﹂﹃
万
葉

集
と
古
今
集
﹄
新
典
社
・
平
成
4
年
10
月
)︒

も
し
﹁
山
本
﹂
が
普
通
名
詞
で
は
な
く
固
有
名
詞
で
あ
る
な
ら
ば
︑
間

違
い
な
く
田
辺
の
そ
れ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
︒
何
故
な
ら
ば
田
辺
の
山
本

は
︑
奈
良
時
代
早
々
に
条
里
制
の
駅
が
設
置
さ
れ
た
由
緒
あ
る
場
所
だ
か

ら
で
あ
る
︒
現
在
は
近
鉄
線
三
山
木
駅
近
く
に
﹁
山
本
駅
跡
﹂
の
碑
が
あ

る
が
︑
そ
も
そ
も
三
山
木
と
い
う
地
名
は
︑
三
つ
の
山

(山
本
・
山
崎
・

南
山
)
と
高
木
が
合
体
し
て
で
き
た
新
し
い
地
名
で
あ
っ
た
︒

そ
こ
か
ら
程
近
い
同
志
社
大
学
京
田
辺
キ
ャ
ン
パ
ス
の
敷
地
内
に
は
︑

第
二
十
六
代
継
体
天
皇
の
筒
城
の
宮
跡
比
定
地
の
碑
も
あ
る
︒﹁
か
ぐ
や

姫
﹂
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
︑
同
名
の
﹁
迦
具
夜
比
売
命
﹂
(
垂
仁
天
皇
妃
)

が
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
実
は
﹃
古
事
記
﹄
(﹃
日
本
書
紀
﹄
に
は

記
載
な
し
)
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
父
は
﹁
大
筒
木
垂
根
王
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

父
の
名
の
﹁
筒
木
﹂
は
﹁
筒
城
の
宮
﹂
と
同
一
で
あ
り
︑
こ
れ
が
後
に

﹁
綴
喜
﹂
と
表
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
い
っ
た
関
連
に
よ
り
︑
最
近
で
は
京
田
辺
市
が
山
本
を
か
ぐ
や
姫

の
故
郷
と
し
て
宣
伝
し
て
い
る
が
︑
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
︒
つ
ま

り
﹁
迦
具
夜
比
売
命
﹂
は
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
の
妃
で
あ
る
か
ら
︑﹃
竹

取
物
語
﹄
の
時
代
設
定
と
さ
れ
て
い
る
壬
申
の
乱

(六
七
二
年
)
か
ら
で

も
数
百
年
以
前
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
ま
た
﹁
迦
具
夜
比
売
命
﹂
の
父
は

﹁
王
﹂
と
あ
っ
て
皇
族
で
あ
る
か
ら
︑
養
父
で
あ
る
竹
取
の
翁
と
は
身
分

的
に
も
系
図
的
に
も
相
違
し
て
し
ま
う
︒
第
一
︑
帝
の
妃
と
な
っ
た
﹁
迦

具
夜
比
売
命
﹂
と
︑
帝
の
求
婚
を
拒
否
し
た
か
ぐ
や
姫
と
を
単
純
に
結
び

つ
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
︒
そ
れ
を
承
知
の
上
で
︑
そ
れ
で
も

﹁
か
ぐ
や
姫
﹂
と
い
う
名
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

四
︑
﹁
お
の
が
﹂
の
用
法

と
こ
ろ
で
か
ぐ
や
姫
は
︑
帝
に
連
れ
去
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
︑

お
の
が
身
は
︑
こ
の
国
に
生
れ
て
は
べ
ら
ば
こ
そ
︑
使
ひ
給
た
ま
は

教
室
の
内
外

(5
)
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め
︑
い
と
率
て
お
は
し
ま
し
が
た
く
や
は
べ
ら
む
︒

(61
頁
)

と
口
に
し
て
い
る
︒
別
れ

(昇
天
)
に
際
し
て
翁
に
も
︑

お
の
が
身
は
︑
こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
︒

(65
頁
)

と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
そ
の
後
に
も
︑

お
の
が
心
な
ら
ず
ま
か
り
な
む
と
す
る
︒

(66
頁
)

と
口
に
し
て
い
る
︒
何
気
な
い
言
葉
の
よ
う
だ
が
︑
実
は
こ
れ
は
非
常
に

珍
し
い
自
称
表
現
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
男
性

(老
人
)
な
ら
ば
︑
翁
も

﹁
お
の
が
生
さ
ぬ
子
﹂
(21
頁
)
と
言
っ
て
お
り
︑
何
ら
問
題
は
な
い
︒
し

か
し
当
時
の
若
い
女
性
は
︑
ど
う
や
ら
自
分
の
こ
と
を
﹁
お
の
﹂
と
は
言

わ
な
か
っ
た
ら
し
い
︒

反
対
に
老
女
と
か
尋
常
な
ら
ざ
る
も
の

(物
の
怪
・
妖
怪
な
ど
)
に
用

例
が
固
定
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
﹃
源
氏
物
語
﹄
夕
顔
巻
で
夕
顔
の
枕
元

に
出
現
し
た
物
の
怪
も
︑

お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
を
ば
尋
ね
思
ほ
さ
で
︑

(
164
頁
)

と
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
物
の
怪
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
︑
多
く
の
読
者
は
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
︒

ま
た
﹃
更
級
日
記
﹄
で
は
︑
迷
い
猫
が
姉
の
夢
の
中
で
︑

お
の
れ
は
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め
の
︑
か
く
な
り
た
る
な
り
︒

(
302
頁
)

と
︑
大
納
言

(行
成
)
の
姫
君
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て

い
る
︒
こ
れ
も
尋
常
な
ら
ざ
る
も
の
の
言
葉
で
あ
る
︒
と
す
る
と
︑
こ
の

時
点
で
か
ぐ
や
姫
は
普
通
の
人
間
で
は
な
く
︑
本
性
を
む
き
だ
し
に
し
て

異
類

(月
世
界
人
)
と
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
︒
そ

れ
だ
け
緊
迫
し
た
場
面
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
り
た
い
︒

こ
の
﹁
お
の
が
﹂
と
対
に
な
る
の
が
︑
﹁
変
化
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
ろ

う
︒
翁
は
か
ぐ
や
姫
に
向
か
っ
て

・
変
化
の
人
と
申
し
な
が
ら
︑
(
21
頁
)

・
変
化
の
人
と
い
ふ
と
も
︑
(同
頁
)

と
言
っ
て
お
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
か
ぐ
や
姫
は
︑

・
変
化
の
者
に
て
は
べ
り
け
む
身
と
も
知
ら
ず
︒
(同
頁
)

と
答
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
表
現
に
は
︑
神
話
的
に
は
あ
る
特
殊

な
能
力
を
有
す
る
主
人
公
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
︒
反
面
︑
非
人
間
的
な

面
も
含
ん
で
お
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
か
ぐ
や
姫
は
地
上
の
人
間
と
の
結
婚
を

拒
否
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
眼
前
で
﹁
き
と
影
に
﹂
(61
頁
)
な
っ
た
か
ぐ
や
姫
を
見

て
︑
全
く
仰
天
し
な
い
帝
の
設
定
も
異
常
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
ん
な

化
け
物
の
よ
う
な
か
ぐ
や
姫
だ
か
ら
︑
本
来
な
ら
ば
正
体
を
現
わ
し
た
時

教
室
の
内
外

(5
)
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点
で
物
語
か
ら
去
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
貴
族
で
も
な
く
︑
し
か
も

尋
常
な
ら
ざ
る
か
ぐ
や
姫
が
︑
何
故
そ
の
後
も
帝
の
思
慕
の
対
象
で
あ
り

続
け
る
の
か
︑
い
さ
さ
か
不
可
解
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
た
と
え
そ
れ

が
物
語
の
論
理
だ
と
し
て
も
︒

五
︑
実
母
と
養
母

か
ぐ
や
姫
は
決
し
て
孤
児
で
は
な
く
︑
両
親
は
月
の
世
界
に
健
在
で

あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
は
別
れ
に
際
し
て
︑

月
の
都
の
人
に
て
父
母
あ
り
︒
か
た
時
の
間
と
て
︑
か
の
国
よ
り
ま

う
で
来
し
か
ど
も
︑
か
く
こ
の
国
に
は
あ
ま
た
の
年
を
経
ぬ
る
に
な

む
あ
り
け
る
︒

(66
頁
)

と
告
げ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
地
上
の
世
界
で
は
︑
竹
取
の
翁
と
嫗
に

よ
っ
て
養
育
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
育
て
の
親
た
る
翁
と
嫗
に
︑
か
ぐ
や
姫

は
惜
し
み
な
い
愛
情
を
抱
い
て
い
る
が
︑
対
照
的
に
実
の
親
に
対
し
て
は

﹁
か
の
国
の
父
母
の
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
﹂
(同
頁
)
と
︑
愛
情
ら
し
い
も
の

を
感
じ
て
い
な
い
︒
実
は
こ
の
枠
組
み
こ
そ
︑
平
安
朝
の
貴
族
の
も
っ
と

も
一
般
的
な
養
育
法
な
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
実
母
は
決
し
て
子
供
を
自
分
の
手
で
は
養
育
せ
ず
︑
必
ず
複
数

の
乳
母
を
雇
っ
て
育
児
全
般
を
委
ね
て
い
た
︒
竹
取
の
翁
に
し
て
も
︑
も

し
最
初
か
ら
家
が
裕
福
で
あ
り
︑
貴
族
的
な
生
活
を
し
て
い
た
と
し
た
ら
︑

か
ぐ
や
姫
の
養
育
に
は
適
当
な
乳
母
を
雇
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が

ら
貧
乏
だ
っ
た
の
で
乳
母
を
雇
え
ず
︑
や
む
な
く
自
分
達
で
育
て
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
か
ぐ
や
姫

(異
星
人
)
の
養
育
に
よ
り
︑
翁
は
徐
々
に
富
と
地
位

を
獲
得
す
る
が
︑
そ
の
有
り
様
も
乳
母
の
構
図
と
ピ
ッ
タ
リ
一
致
す
る

(吉
海
直
人
﹃
平
安
朝
の
乳
母
達
﹄
世
界
思
想
社
・
平
成
7
年
9
月
)
︒
つ

ま
り
乳
母
と
そ
の
一
族
は
︑
養
君
の
出
世
に
伴
っ
て
計
り
知
れ
な
い
恩
恵

を
被
る
か
ら
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
利
害
関
係
だ
け
で
は
な
く
︑

養
父
母
と
養
君
と
の
間
は
︑
実
の
親
子
に
も
勝
る
深
い
愛
情
で
繋
が
っ
て

い
た
︒

授
乳
し
な
い
嫗
は
か
ぐ
や
姫
の
乳
母
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
役
割
と
し

て
は
養
母
で
あ
り
乳
母
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
し
か
も
ど
う
や
ら

か
ぐ
や
姫
に
は
︑
心
を
許
せ
る
よ
う
な
親
密
な
侍
女
も
存
在
し
な
い
よ
う

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
非
貴
族
的
な
養
育
故
に
︑
養
父
母
と
か
ぐ
や
姫
は

確
か
な
人
間
愛
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
う

考
え
て
は
じ
め
て
︑
何
故
翁
や
嫗
が
あ
れ
程
異
常
に
別
離
を
悲
し
む
か
が

納
得
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

た
だ
問
題
な
の
は
︑
も
し
嫗
が
か
ぐ
や
姫
の
教
育
係
だ
と
し
た
場
合
︑

教
室
の
内
外

(5
)
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は
た
し
て
貴
族
的
な
社
交
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う

か
︒
平
安
朝
の
物
語
で
は
︑
裕
福
な
成
り
上
が
り
の
受
領
が
し
ば
し
ば
笑

い
者
に
な
っ
て
お
り
︑
か
ぐ
や
姫
に
も
そ
の
恐
れ
が
あ
る
︒
嫗
が
実
は
没

落
貴
族
出
身
で
あ
っ
た
と
で
も
種
明
か
し
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
︑
和
歌
・

琴
・
書
道
等
の
習
得
は
説
明
が
付
か
な
い
︒
誰
か
適
当
な
家
庭
教
師
を

雇
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
か
ぐ
や
姫
は
︑
習
わ
ず
し
て
先
天
的

に
あ
ら
ゆ
る
教
養
を
身
に
付
け
て
い
た
と
読
む
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
︒

『竹
取
物
語
﹄
の
面
白
さ
③

︱
︱
月
に
帰
る
︱
︱

一
︑
観
月
の
変
貌

『竹
取
物
語
﹄
の
終
盤
に
な
る
と
︑
唐
突
に
月
の
記
述
が
増
加
す
る
︒

三
年
ば
か
り
あ
り
て
︑
春
の
は
じ
め
よ
り
︑
か
ぐ
や
姫
︑
月
の
お
も

し
ろ
う
い
で
た
る
を
見
て
︑
つ
ね
よ
り
も
︑
物
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
︒

在
る
人
の
﹁
月
の
顔
見
る
は
︑
忌
む
こ
と
﹂
と
制
し
け
れ
ど
も
︑
と

も
す
れ
ば
︑
人
間
に
も
︑
月
を
見
て
は
︑
い
み
じ
く
泣
き
た
ま
ふ
︒

(64
頁
)

か
ら
始
ま
っ
て
︑
八
月
十
五
夜
に
向
か
っ
て
月
を
め
ぐ
る
問
答
が
続
い
て

い
る
︒
翁
が
﹁
月
な
見
た
ま
ひ
そ
︒
こ
れ
を
見
た
ま
へ
ば
︑
物
思
す
気
色

は
あ
る
ぞ
﹂
(
65
頁
)
と
制
止
す
る
と
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
い
か
で
月
を
見

で
は
あ
ら
む
﹂
(
同
頁
)
と
反
論
す
る
︒
そ
し
て
遂
に
﹁
お
の
が
身
は
︑

こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
︒
月
の
都
の
人
な
り
﹂
(同
頁
)
と
告
白
す
る
︒

こ
の
間
に
か
ぐ
や
姫
は
︑
過
去
の
記
憶
を
取
り
戻
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

他
の
作
品
に
も
﹁
月
を
あ
は
れ
と
い
ふ
は
忌
む
な
り
﹂
(﹃
後
撰
集
﹄
六

八
四
番
)
と
か
︑
﹁
月
を
あ
は
れ
と
忌
み
ぞ
か
ね
つ
る
﹂
(﹃
小
町
集
﹄
三

六
番
)︑﹁
ひ
と
り
月
は
な
見
た
ま
ひ
そ
﹂
(﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木
巻
402

頁
)・﹁
月
見
る
は
忌
み
は
べ
る
も
の
を
﹂
(同
404
頁
)
と
い
っ
た
類
似
表

現
が
見
ら
れ
る
︒
ど
う
も
古
代
に
お
い
て
﹁
月
見
﹂
は
忌
避
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
証
拠
に
︑
﹃
万
葉
集
﹄
や
﹃
古
今
集
﹄
に
は
中
秋
の

名
月
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
見
ら
れ
な
い
︒

と
こ
ろ
が
漢
詩
な
ど
の
中
国
文
化
の
輸
入
に
伴
い
︑
貞
観
年
間

(八
六

○
年
頃
)
か
ら
観
月
の
詩
宴
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
延
喜
五
年

(九
○
五
年
)
に
は
初
め
て
宮
廷
行
事
と
し
て
観
月
の
宴
が
開
催
さ
れ
て

い
る
︒
そ
れ
が
次
第
に
広
が
っ
て
一
般
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
も

ち
ろ
ん
中
国
に
お
い
て
も
古
く
か
ら
観
月
の
風
習
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
︑
盛
唐
頃
を
そ
の
起
源
と
し
て
い
る
︒﹃
白
氏
文
集
﹄
の
﹁
三
五
夜
中

新
月
の
色
︑
二
千
里
外
故
人
の
心
﹂
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
︒

教
室
の
内
外

(5
)
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同
じ
く
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
四
﹁
贈
内
﹂
に
﹁
月
明
に
対
し
て
往
時
を

思
ふ
な
か
れ
︑
君
が
顔
色
を
損
じ
君
が
年
を
減
せ
ん
﹂
と
あ
り
︑
中
国
に

お
い
て
も
必
ず
し
も
陽
性
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒﹃
古

今
集
﹄
所
収
の
在
原
業
平
の
﹁
大
方
は
月
を
も
め
で
じ
こ
れ
ぞ
こ
の
つ
も

れ
ば
人
の
老
と
な
る
も
の
﹂
(八
七
九
番
)
歌
は
︑
こ
の
﹃
白
氏
文
集
﹄

の
影
響
下
に
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
月
を
否
定
的
に
不
吉
な
も
の
と

と
ら
え
る
見
方
は
︑
必
ず
し
も
日
本
固
有
の
民
俗
信
仰
と
は
言
い
き
れ
な

い
わ
け
で
あ
る
︒

さ
ら
に
古
代
の
月
は
畏
怖
と
憧
憬
の
対
象
で
も
あ
り
︑﹃
万
葉
集
﹄
の

﹁
月
夜
見
の
持
て
る
変
若
水
﹂
(三
二
四
五
番
)
な
ど
︑
死
と
再
生
の
象
徴

と
し
て
考
え
ら
れ
る

(だ
か
ら
こ
そ
月
の
使
者
は
不
死
の
薬
を
携
帯
し
て

い
た
の
で
あ
る
)︒
た
だ
し
﹁
月
読
の
命
﹂
(﹃
古
事
記
﹄
上
巻
)︑﹁
月
読

を
と
こ
﹂
(﹃
万
葉
集
﹄
九
八
五
番
)︑
あ
る
い
は
﹁
桂
男
﹂
(﹃
狭
衣
物

語
﹄
)
と
あ
る
よ
う
に
︑
月
の
性
別
は
男
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
も
中
国
の
影

響
で
あ
ろ
う
か
︒

以
上
の
よ
う
に
中
国
の
神
仙
譚
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
が
︑
そ
れ
よ

り
も
﹃
竹
取
物
語
﹄
こ
そ
は
浪
漫
性
を
醸
成
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
︑

月
の
イ
メ
ー
ジ
を
巧
妙
に
折
衷
・
創
造
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
正
し
か

ろ
う
︒﹁
月
の
顔
見
る
は
︑
忌
む
こ
と
﹂
は
︑
後
に
昇
天
す
る
か
ぐ
や
姫

の
手
紙
に
は
﹁
月
の
い
で
た
ら
む
夜
は
︑
見
お
こ
せ
た
ま
へ
﹂
(73
頁
)

と
記
さ
れ
る
の
だ
が
︑
し
か
し
そ
れ
で
も
タ
ブ
ー
性
は
打
ち
消
せ
な
い
︒

む
し
ろ
月
へ
の
タ
ブ
ー
は
︑
か
ぐ
や
姫
の
月
へ
の
昇
天
を
経
る
こ
と
に
よ

り
︑
地
上
世
界
で
確
立
し
た
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二
︑
天
上
の
理
想
郷
と
地
上
の
情
け

天
上
界
は
理
想
郷
で
あ
り
︑
人
間
の
求
め
て
や
ま
ぬ
至
上
の
世
界
で
あ

る
︒
か
ぐ
や
姫
は
そ
こ
で
何
ら
か
の
罪

(姦
通
罪
？
)
を
犯
し
︑
そ
れ
を

償
う
た
め
に
地
上
に
流
さ
れ
て
き
た
︒
だ
か
ら
罪
が
消
え
た
今
︑
本
来
な

ら
ば
喜
び
い
さ
ん
で
帰
郷
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

か
ぐ
や
姫
は
︑

さ
る
所
へ
ま
か
ら
む
ず
る
も
︑
い
み
じ
く
は
べ
ら
ず
︒
老
い
お
と
ろ

へ
た
ま
へ
る
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ
恋
し
か
ら
め
︒

(
70
頁
)

と
述
べ
︑
汚
れ
た
人
間
界
の
中
に
未
練
を
残
し
︑﹁
お
の
が
心
な
ら
ず
﹂

(66
頁
)・
﹁
心
に
も
あ
ら
で
﹂
(73
頁
)
月
へ
帰
る
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
て

い
る
︒

天
上
界
は
絶
対
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
地
上
は
ま
っ
た
く
無
力
で

あ
っ
た
︒
天
人
は
こ
の
地
上
を
﹁
穢
き
所
﹂
(72
頁
)
と
し
て
︑
大
地
に

教
室
の
内
外

(5
)

七
八



足
を
つ
け
よ
う
と
も
し
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
か
ぐ
や
姫
は
︑
天
の
羽
衣

を
着
る
前
に
︑
帝
に
別
れ
の
手
紙
を
書
く
︒

御
衣
を
と
り
い
で
て
着
せ
む
と
す
︒
そ
の
時
に
︑
か
ぐ
や
姫
︑﹁
し

ば
し
待
て
﹂
と
い
ふ
︒﹁
衣
着
せ
つ
る
人
は
︑
心
異
に
な
る
と
い
ふ
︒

物
一
言
い
ひ
置
く
べ
き
こ
と
あ
り
け
り
﹂
と
い
ひ
て
︑
文
書
く
︒
天

人
︑
﹁
遅
し
﹂
と
︑
心
も
と
な
が
り
た
ま
ふ
︒
か
ぐ
や
姫
︑﹁
物
知
ら

ぬ
こ
と
︑
な
の
た
ま
ひ
そ
﹂
と
て
︑
い
み
じ
く
静
か
に
︑
朝
廷
に
御

文
奉
り
た
ま
ふ
︒
あ
わ
て
ぬ
さ
ま
な
り
︒

(74
頁
)

天
人
が
﹁
遅
し
﹂
と
急
か
し
た
時
︑
か
ぐ
や
姫
は
﹁
物
知
ら
ぬ
こ
と
︑

な
の
た
ま
ひ
そ
﹂
と
言
っ
て
逆
に
天
人
を
た
し
な
め
て
い
る
︒
理
想
的
で

あ
る
は
ず
の
天
人
が
︑
む
し
ろ
情
け
を
わ
き
ま
え
ぬ
者
と
し
て
批
判
さ
れ
︑

そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
人
間
界
の
﹁
あ
は
れ
﹂
が
強
調
・
評
価
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
か
ぐ
や
姫
を
や
る
ま
い
と
す
る
翁
の
言
葉
や
行
為
は
︑
確
か
に
愚

か
に
は
違
い
な
い
︒
し
か
し
そ
の
行
為
の
源
に
は
︑
溢
れ
ん
ば
か
り
の
人

間
愛
と
深
い
悲
し
み
が
あ
っ
た
︒
汚
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
地
上
の
生
活

を
通
し
て
﹁
あ
は
れ
﹂
の
心
を
知
っ
た
か
ぐ
や
姫
は
︑
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
を
肯
定
し
︑
む
し
ろ
理
想
的
な
は
ず
の
天
人
の
所
作
を
批
判
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
決
し
て
仏
教
的
な
思
想
と
は
相
入
れ
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
︑
物
語
に
通
底
す
る
宮
廷
批
判
・
社
会
風
刺
と
同
様
︑
作
者
の

最
大
の
主
張
・
抵
抗
と
し
て
受
け
止
め
て
お
き
た
い
︒

結
局
﹃
竹
取
物
語
﹄
が
発
見
し
た
の
は
︑
か
ぐ
や
姫
に
よ
っ
て
相
対
化

さ
れ
た
人
間
の
営
み
で
あ
り
︑
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

三
︑
か
ぐ
や
姫
の
罪

か
ぐ
や
姫
は
︑
翁
の
功
徳
の
褒
美
と
し
て
翁
の
前
に
姿
を
現
わ
し
た
の

で
あ
る
が
︑
も
う
一
方
で
は
か
ぐ
や
姫
自
身
が
罪
人
で
あ
り
︑
犯
し
た
罪

を
償
う
た
め
に
地
上
に
放
逐
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
は

迎
え
に
来
た
王
と
お
ぼ
し
き
人
が
︑

か
ぐ
や
姫
は
罪
を
つ
く
り
た
ま
へ
れ
ば
︑
か
く
賤
し
き
お
の
れ
が
も

と
に
︑
し
ば
し
お
は
し
つ
る
な
り
︒

(
72
頁
)

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
︒
つ
ま
り
か
ぐ
や
姫
の
登
場
に
は
︑

天
上
と
地
上
の
論
理
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め

翁
が
富
と
権
力
を
獲
得
す
れ
ば
す
る
程
︑
そ
の
反
対
に
か
ぐ
や
姫
の
罪
は

軽
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
︒

翁
に
と
っ
て
み
れ
ば
︑
自
ら
の
日
毎
の
繁
栄
が
︑
実
は
か
ぐ
や
姫
と
の

別
離
を
早
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
昔
話
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
︑

富
を
手
中
に
し
た
翁
が
︑
神
仏
に
対
す
る
敬
虔
さ
を
忘
れ
て
奢
り
高
ぶ
っ

教
室
の
内
外

(5
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た
た
め
︑
せ
っ
か
く
手
に
入
れ
た
も
の
を
失
う
と
い
う
筋
書
な
の
か
も
し

れ
な
い

(す
る
と
か
ぐ
や
姫
昇
天
後
の
生
活
は
悲
惨
な
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
)︒

と
こ
ろ
で
か
ぐ
や
姫
の
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
は
︑
具
体
的
な
こ
と
は
何

一
つ
記
述
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
か
注
釈
書
を
見
渡
し
て
も
︑
か
ぐ

や
姫
の
身
分
の
高
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
罪
に
関
し
て
は
ほ
と

ん
ど
沈
黙
し
て
い
る
︒
た
だ
地
上
に
お
け
る
結
婚
拒
否

(物
忌
み
？
)
の

裏
返
し
と
し
て
︑
愛
欲
の
罪

(密
通
？
)
か
と
想
定
さ
れ
て
い
る
く
ら
い

で
あ
る
︒

し
か
し
月
の
世
界
は
理
想
郷
の
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
理
想
世
界
に
人
間

的
な
罪
な
ど
存
在
す
る
は
ず
も
な
か
ろ
う
︒
ま
し
て
薬
を
嘗
め
る
と
喜
怒

哀
楽
の
感
情
は
消
失
す
る
の
だ
か
ら
︑
愛
欲
の
罪
が
存
在
し
て
は
理
想
郷

た
り
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
理
想
的
な
天
上
界
に
も
︑

そ
れ
な
り
の
悪
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
皮
肉
な
設
定
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ど
う
も
こ
の
罪
は
︑
地
上
的
な
視
点
か
ら
の
論
理
の
よ
う
で
あ
り
︑

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
作
者
の
勇
み
足
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
も
っ
と
も
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
原
罪
と
同
じ
く
︑
か
ぐ
や
姫
が
人
間
の
罪
を
か
ぶ
っ
て

い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
︒
そ
う
し
て
天
上
界
か
ら
追
放
さ
れ
︑

汚
な
い
地
上
で
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
新
た
な
る
力
を
得
て
再
生
す

る
と
す
れ
ば
︑
か
ぐ
や
姫
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
貴
種
流
離
譚
に
他
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
こ
と
は
迎
え
に
来
た
王
と
お
ぼ
し
き
人
が
か
ぐ
や

姫
に
敬
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
︒
こ
う
し
て
月
に

戻
っ
た
か
ぐ
や
姫
は
︑
天
照
大
神
の
ご
と
く
月
の
女
王

(支
配
者
)
に
な

る
の
だ
︒

も
っ
と
も
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
を
死
の
喩
と
見
な
せ
ば
︑
天
人
達
の
登
場

は
ま
さ
に
仏
教
の
来
迎
図
と
合
致
す
る
︒
地
上
の
死
こ
そ
が
天
上
に
お
け

る
再
生
・
不
死
を
可
能
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
だ
か
ら
こ
そ
帝

の
権
力
を
も
っ
て
し
て
も
︑
か
ぐ
や
姫
の
死
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

わ
け
で
あ
る
︒

四
︑
﹁
君
を
衣
﹂
︱
︱

江
戸
時
代
の
版
本
の
誤
り

『竹
取
物
語
﹄
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
以
降
あ
ま
り
享
受
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ

れ
は
か
ぐ
や
姫
が
帝
の
求
婚
を
拒
否
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
摂
関
家
の
姫
君

に
と
っ
て
︑
宮
中
に
入
内
し
て
帝
の
寵
愛
を
得
て
皇
子
を
出
産
す
る
こ
と

は
︑
至
上
の
幸
福
で
あ
っ
た

(そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
)︒
そ

ん
な
姫
君
に
︑
た
と
え
ど
ん
な
に
面
白
い
物
語
で
あ
ろ
う
と
も
︑
帝
の
求

婚
・
入
内
を
拒
否
す
る
﹃
竹
取
物
語
﹄
を
読
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
︒

こ
の
よ
う
な
事
情
で
︑
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
古
写
本
は
ま
っ
た
く
存
在
し

教
室
の
内
外
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な
い
︒
室
町
後
期
の
写
本
が
わ
ず
か
に
断
片
的
に
存
す
る
く
ら
い
で
︑
あ

と
は
す
べ
て
江
戸
期
以
降
の
も
の
で
あ
る

(奈
良
絵
本
も
少
な
く
な
い
)︒

特
に
古
活
字
本
と
し
て
流
布
し
︑
以
後
絵
入
版
本
と
し
て
広
範
に
享
受
さ

れ
て
い
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
︑
か
ぐ
や
姫
の
︑

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る

(75
頁
)

の
歌
に
誤
植
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

古
活
字
本
ま
で
は
正
し
い
本
文
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ

れ
が
版
木
に
彫
ら
れ
る
際
︑

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
衣
と
思
ひ
い
で
け
る

に
な
っ
て
い
る
︒
二
句
目
の
﹁
羽
衣
﹂
に
ひ
か
れ
た
ら
し
く
︑﹁
哀

(あ

は
れ
)﹂
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
四
句
目
を
︑
誤
っ
て
﹁
衣
﹂
と
彫
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
君
を
衣
と
﹂
で
は
字
数
は
一
致
す
る
も

の
の
︑
歌
と
し
て
は
全
く
意
味
が
通
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
の
ま
ま
出
版
さ
れ
︑
流
布
本
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
の
は

な
ん
と
も
不
思
議
で
あ
る

(ま
と
も
に
読
ん
で
い
な
い
？
)︒

今
で
は
逆
に
こ
れ
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
︑
こ
こ
が
﹁
衣
﹂
と
な
っ

て
い
る
写
本
な
ど
は
︑
版
本
以
後
の
比
較
的
新
し
い
本
文
と
い
う
こ
と
に

さ
れ
て
い
る
︒

『伊
勢
物
語
﹄
第
六
段
を
読
む

一
︑
﹁
暗
き
﹂
に
つ
い
て

﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
六
段
は
︑
昔
男
が
盗
ん
で
き
た
お
姫
様
を
鬼
に
食
わ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
内
容
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
︒
そ
の
た
め
﹁
鬼
一
口
﹂
章
段
と
か
﹁
芥
川
﹂
章
段
と
称
さ
れ
て
い
る
︒

ま
ず
本
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
︒

む
か
し
︑
男
あ
り
け
り
︒
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
︑
年
を
経
て

よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
︑
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
︑
い
と
暗
き
に

来
け
り
︒
芥
河
と
い
ふ
河
を
率
て
い
き
け
れ
ば
︑
草
の
上
に
置
き
た

り
け
る
露
を
︑﹁
か
れ
は
何
ぞ
﹂
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
︒
ゆ
く
先

お
ほ
く
︑
夜
も
更
け
に
け
れ
ば
︑
鬼
あ
る
所
と
も
し
ら
で
︑
神
さ
へ

い
と
い
み
じ
う
鳴
り
︑
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
︑
あ
ば
ら
な
る
倉

に
︑
女
を
ば
奥
に
お
し
入
れ
て
︑
男
︑
弓
︑
胡
簶
を
負
ひ
て
戸
口
に

を
り
︑
は
や
夜
も
明
け
な
む
と
思
ひ
つ
つ
ゐ
た
り
け
る
に
︑
鬼
は
や

一
口
に
食
ひ
て
け
り
︒
﹁
あ
な
や
﹂
と
い
ひ
け
れ
ど
︑
神
鳴
る
さ
わ

ぎ
に
︑
え
聞
か
ざ
り
け
り
︒
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
︑
見
れ
ば

率
て
来
し
女
も
な
し
︒
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
か
ひ
な
し
︒

白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
つ
ゆ
と
こ
た
え
へ
て
消
え
な
ま

教
室
の
内
外
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し
も
の
を

こ
れ
は
二
条
の
后
の
︑
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
︑
仕
う
ま
つ
る

や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
を
︑
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し

け
れ
ば
︑
盗
み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
︑
御
兄
︑
堀
河
の
大
臣
︑

太
郎
国
経
の
大
納
言
︑
ま
だ
下
臈
に
て
︑
内
裏
へ
参
り
た
ま
ふ
に
︑

い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る
を
聞
き
つ
け
て
︑
と
ど
め
て
と
り
か
へ
し
た

ま
う
て
け
り
︒
そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な
り
け
り
︒
ま
だ
い
と
若

う
て
︑
后
の
た
だ
に
お
は
し
け
る
時
と
や
︒

(新
編
全
集
119
頁
)

ま
ず
こ
の
章
段
の
成
立
に
つ
い
て
︑
片
桐
洋
一
氏
の
三
段
階
成
立
論
に

よ
れ
ば
︑
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
白
玉
か
﹂
歌
は
︑﹃
新
撰
和
歌
﹄

所
収
歌
だ
が
︑
作
者
は
在
原
業
平
と
は
無
縁
の
よ
う
な
の
で
︑
﹃
伊
勢
物

語
﹄
に
取
り
込
ま
れ
た
時
期
は
か
な
り
遅
れ
る
こ
と
に
な
る

(第
三
次
成

立
)︒そ

の
た
め
も
あ
っ
て
︑
合
理
的
に
理
解
で
き
な
い
部
分
が
多
々
存
す
る
︒

た
と
え
ば
視
覚
的
な
明
る
さ
に
注
目
し
て
み
よ
う
︒
真
っ
先
に
﹁
か
ら
う

じ
て
盗
み
い
で
て
︑
い
と
暗
き
に
来
け
り
﹂
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
夜

で
問
題
あ
る
ま
い
︒
そ
れ
に
続
い
て
女
が
﹁
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露

を
︑
か
れ
は
何
ぞ
﹂
と
男
に
質
問
し
て
い
る
︒
普
通
は
露
を
知
ら
な
い
お

姫
様
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
露
は
貴
族
の
前
栽
に
も
置
く
し
︑
歌

に
も
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
︑
女
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

そ
れ
よ
り
問
題
な
の
は
︑
果
た
し
て
暗
い
夜
に
草
の
上
の
露
が
見
え
た

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
国
学
者
の
賀
茂
真
淵
は
︑
す
ぐ
後
に
﹁
神
さ
へ

い
と
い
み
じ
う
鳴
り
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
稲
光
で
露
が
光
っ
て
見
え
た

と
合
理
的
に
解
し
て
い
る
︒
た
だ
し
天
気
が
崩
れ
る
の
は
時
系
列
的
に
質

問
の
後
だ
か
ら
︑
こ
の
時
ま
だ
雷
は
鳴
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
と
な

る
と
本
文
に
は
な
い
が
︑
月
の
光
で
見
え
た
と
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な

い
︒
た
だ
し
﹁
暗
き
に
﹂
を
闇
夜
あ
る
い
は
雨
雲
が
か
か
っ
て
い
る
と
す

る
と
︑
月
は
見
え
な
い
︒

二
︑
描
か
れ
な
い
小
道
具

第
一
学
習
社
の
教
科
書
で
は
こ
れ
を
︑

｢い
と
暗
き
﹂
闇
夜
な
の
に
︑﹁
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
﹂
(3

行
)
が
見
え
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒

と
い
う
設
問
に
仕
立
て
て
い
る
︒
指
導
書
に
よ
れ
ば
そ
の
正
解
は
︑

男
の
従
者
が
持
つ
松
明
の
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
光
っ
た
の
で
あ
ろ

う
︒

で
あ
っ
た
︒
し
か
し
本
文
に
な
い
﹁
従
者
﹂
や
﹁
松
明
﹂
を
こ
こ
で
持
ち

出
す
の
は
︑
設
問
と
し
て
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

教
室
の
内
外

(5
)

八
二



つ
い
で
に
高
校
古
文
の
教
科
書
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
芥
川
章

段
に
は
俵
屋
宗
達
の
﹁
伊
勢
物
語
図
色
紙
﹂
が
図
版
と
し
て
掲
載
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
︒
そ
の
絵
に
は
女
を
背
負
っ
て
い
る
直
衣
姿
の
男
が
描

か
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
う
な
る
と
松
明
を
持
つ
従
者
ど
こ
ろ
か
︑
男
が

蔵
に
立
て
こ
も
っ
た
際
に
身
に
付
け
て
い
る
﹁
弓
・
胡
簶

や
な
ぐ
ひ

﹂
が
ど
こ
か
ら

出
て
き
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
︒
こ
の
挿
絵
は
本
文
を
解
釈
す
る
上
で
参

考
に
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
か
え
っ
て
邪
魔
に
な
る
︒
何
故
︑
松
明
を

持
っ
た
従
者
や
弓
・
胡
簶
を
付
け
た
挿
絵
を
探
し
て
で
も
載
せ
な
い
の
だ

ろ
う
か
︒

こ
の
点
に
つ
い
て
第
一
学
習
社
の
指
導
書
で
は
︑

男
は
武
官
の
装
束
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒
在
原
業
平
が
近

衛
中
将
で
あ
っ
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
︒

と
ま
こ
と
し
や
か
に
説
明
し
た
上
で
︑

男
は
弓
や
胡
簶
を
背
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
女
を
背
負
っ
て

逃
げ
た
は
ず
は
な
く
︑
馬
で
逃
げ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒

と
︑
や
は
り
本
文
中
に
は
出
て
い
な
い
﹁
馬
﹂
ま
で
出
し
て
き
て
い
る
︒

前
に
﹁
従
者
﹂
の
存
在
に
触
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
こ
も
従
者
に
持
た
せ

て
い
た
と
す
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

三
︑
﹁
夜
も
明
け
な
む
﹂
の
解
釈

と
こ
ろ
で
最
初
に
﹁
い
と
暗
き
に
来
け
り
﹂
を
あ
げ
た
が
︑
男
は
一
体

ど
こ
に
﹁
来
た
﹂
の
で
あ
ろ
う
か
︒
素
直
に
読
め
ば
﹁
芥
河
と
い
ふ
河
﹂

の
辺
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
し
か
し
﹁
ゆ
く
先
お
ほ
く
﹂
(﹁
遠
く
﹂
で

は
な
い
)
と
あ
る
以
上
︑
男
は
も
っ
と
先
を
目
指
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

芥
河
は
あ
く
ま
で
通
過
点
で
あ
っ
て
︑
到
達
点

(
目
的
地
)
と
は
読
め
そ

う
も
な
い
︒
こ
こ
で
待
ち
構
え
て
い
た
の
は
鬼
だ
か
ら
︑
こ
の
﹁
来
け

り
﹂
は
む
し
ろ
鬼
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
︒
そ
も
そ

も
こ
の
﹁
芥
河
﹂
と
は
ど
こ
に
あ
る
川
な
の
だ
ろ
う
か
︒
歌
枕
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
の
は
︑
摂
津
の
国

(現
在
の
高
槻
市
)
に
あ
る
芥
河
で
あ
る
︒

前
述
の
第
一
学
習
社
の
指
導
書
は
︑
京
都
と
摂
津
の
距
離
を
考
慮
し
て
︑

馬
を
出
し
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
し
芥
河
に
鬼
が
棲
む
と
い
う

話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
︒
ま
た
掛
詞
と
し
て
も
機
能
し
て
い
な
い
︒

｢夜
も
更
け
﹂
︑
加
え
て
天
候
が
悪
化
し
た
こ
と
で
︑
男
は
女
を
﹁
あ
ば

ら
な
る
倉
﹂
に
押
し
入
れ
︑﹁
は
や
夜
も
明
け
な
む
﹂
と
念
じ
て
い
る
︒

こ
こ
も
仮
に
従
者
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
男
は
女
と
一
緒
に
倉
に
入
り
︑

弓
・
胡
簶
を
付
け
た
従
者
に
外
を
守
ら
せ
る
は
ず
で
あ
る
︒

従
来
こ
の
﹁
夜
も
明
け
な
む
﹂
は
︑
﹁
は
や
く
夜
も
明
け
て
ほ
し
い
﹂

教
室
の
内
外

(5
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と
訳
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
小
林
賢
章
氏
は
︑﹁
は
や
く
午
前
三

時
に
な
っ
て
ほ
し
い
﹂
と
訳
す
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る(1
)

︒
そ
の
根

拠
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
明
く
﹂
に
は
夜
が
明
け
る
と
︑
翌
日
に
な
る

(午
前

三
時
に
な
る
)
の
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
加
え
て

﹁
鬼
の
類
は
ま
だ
真
っ
暗
な
午
前
三
時
に
退
場
し
て
い
た
﹂
こ
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
る(2
)

︒

小
林
氏
は
︑
そ
の
後
の
﹁
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
﹂
に
つ
い
て
も

同
様
と
し
て
お
ら
れ
る
︒
午
前
三
時
に
な
る
こ
と
で
︑
女
を
食
っ
た
鬼
も

消
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
し
時
間
の
経
過
を
表
す
﹁
や
う
や
う
﹂

に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
真
っ
暗
な
は
ず
の
時
間
に
も
か
か
わ
ら

ず
﹁
見
れ
ば
率
て
来
し
女
も
な
し
﹂
と
あ
っ
て
︑
女
を
見
て
い
る

(見
え

て
い
る
)
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
も
欠
け
て
い
る
︒
こ
れ
も
描
か
れ
て
は

い
な
い
が
︑
紙
燭
あ
る
い
は
松
明
な
ど
を
用
い
て
見
た
と
で
も
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
小
林
氏
に
よ
っ
て
新
し
い
解
釈
が
提
案
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
︑
そ
の
是
非
に
つ
い
て
十
分
議
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

四
︑
後
日
譚
と
の
整
合
性

も
う
一
つ
︑
こ
の
話
の
末
尾
に
は
︑

こ
れ
は
二
条
の
后
の
︑
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
︑
仕
う
ま
つ
る

や
う
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
け
る
を
︑
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し

け
れ
ば
︑
盗
み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
︑
御
兄
︑
堀
河
の
大
臣
︑

太
郎
国
経
の
大
納
言
︑
ま
だ
下
臈
に
て
︑
内
裏
へ
参
り
た
ま
ふ
に
︑

い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る
を
聞
き
つ
け
て
︑
と
ど
め
て
と
り
か
へ
し
た

ま
う
て
け
り
︒
そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な
り
け
り
︒
ま
だ
い
と
若

う
て
︑
后
の
た
だ
に
お
は
し
け
る
時
と
や
︒

(
119
頁
)

と
い
う
な
ま
な
ま
し
い
現
実

(
種
明
か
し
)
が
付
加
さ
れ
て
い
る
︒
今
ま

で
の
話
は
全
て
虚
構
で
あ
り
喩
え
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
依

拠
す
れ
ば
︑
﹁
芥
河
﹂
は
内
裏
の
﹁
塵
芥
を
流
す
川
﹂
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
︒
そ
う
で
な
い
と
参
内
の
途
中
で
女
に
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
︒

ま
た
こ
こ
で
は
︑
女
が
﹁
い
み
じ
う
泣
く
人
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
を
信
じ

れ
ば
︑﹁
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
て
﹂
と
い
う
の
は
︑
女
の
気
持
ち
な
ど

無
視
し
て
無
理
や
り
に
略
奪
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
︒
と
こ
ろ
が
道
の
途

中
で
︑
女
は
男
に
﹁
か
れ
は
何
ぞ
﹂
と
質
問
し
て
い
る
︒
無
理
や
り
盗
み

出
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
ん
な
ゆ
と
り
の
あ
る
質
問
な
ど
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
︒
そ
れ
も
深
窓
の
姫
君
故
と
い
う
こ
と
で
説
明
が
つ
く
の
か
も

し
れ
な
い
が
︑
普
通
だ
っ
た
ら
そ
れ
は
女
も
了
解
済
み
だ
か
ら
こ
そ
の
余

教
室
の
内
外

(5
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裕
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
女
は
納
得
ず
く
で
男
に
盗
み
出
さ
れ
た
の
だ
︒
そ

れ
は
い
わ
ゆ
る
駆
け
落
ち
に
近
い
も
の
だ
っ
た
︒

こ
う
し
て
第
六
段
は
︑
相
反
す
る
二
つ
の
磁
力

(虚
実
)
に
よ
っ
て
︑

解
釈
が
二
つ
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
そ
れ
と
い
う
の

も
︑
こ
の
章
段
が
︑
物
語
を
呼
び
お
こ
す
﹁
白
玉
か
﹂
歌
を
核
に
し
て
醸

成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
本
来
は
女
性
の
歌
と
す
る
の
が
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
だ
が
︑
そ
れ
を
昔
男
の
歌
と
し
て
据
え
直
し
︑
さ
ら
に
こ
の
歌

を
引
き
出
す
た
め
に
︑
あ
え
て
女
の
﹁
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
を
︑

か
れ
は
何
ぞ
﹂
と
い
う
詞
書
の
よ
う
な
問
い
が
案
出
さ
れ
︑
そ
こ
に
略
奪

話
が
巧
妙
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
芥
河
章
段
は
︑
か
な

り
無
理
を
し
て
二
条
の
后
章
段
の
後
日
譚
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

〔注
︺

(1
)
小
林
賢
章
氏
﹁﹁
芥
川
﹂
の
段
私
解
︱
︱
｢夜
の
明
く
﹂
と
い
う
こ
と
﹂

国
語
教
室
98
・
平
成
25
年
11
月

(2
)
小
林
賢
章
氏
﹁
妖
怪
の
活
躍
時
間
﹂
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報

67
・
平
成
28
年
12
月
︒
た
だ
し
昔
男
は
︑
鬼
が
出
る
こ
と
も
襲
わ
れ
る

こ
と
も
警
戒
し
て
い
な
い
︒

『枕
草
子
﹄
﹁
う
つ
く
し
き
も
の
﹂
章
段
を
読
む

一
︑
﹁
う
つ
く
し
﹂
の
意
味

『枕
草
子
﹄
一
四
五
段
﹁
う
つ
く
し
き
も
の
﹂
は
︑

う
つ
く
し
き
も
の
︑
瓜
に
書
き
た
る
ち
ご
の
顔
︒
雀
の
子
の
ね
ず
鳴

き
す
る
に
を
ど
り
来
る
︒
二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご
の
︑
い
そ
ぎ

て
這
ひ
来
る
道
に
︑
い
と
小
さ
き
塵
の
あ
り
け
る
を
︑
目
ざ
と
に
見

つ
け
て
︑
い
と
を
か
し
げ
な
る
指
に
と
ら
へ
て
︑
大
人
ご
と
に
見
せ

た
る
︑
い
と
う
つ
く
し
︒

(新
編
全
集
271
頁
)

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
う
つ
く
し
き
も
の
﹂
章
段
は
︑
ほ
と
ん
ど

の
人
が
高
校
の
古
文
の
授
業
で
習
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
こ
で
ま
ず

形
容
詞
﹁
う
つ
く
し
﹂
が
︑
現
代
語
の
﹁
美
人
﹂
の
意
味
で
は
な
く
︑

﹁
か
わ
い
ら
し
い
﹂
と
訳
す
べ
き
こ
と
を
教
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ

は
上
か
ら
目
線
で
は
あ
る
が
︑
小
さ
き
も
の
・
未
熟
な
も
の
に
対
す
る
慈

し
み
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
本
文
の
中
に
も
︑﹁
何

も
何
も
︑
小
さ
き
も
の
は
︑
み
な
う
つ
く
し
︒﹂
(
271
頁
)
と
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
︒

教
室
の
内
外

(5
)
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二
︑
﹁
う
つ
く
し
﹂
と
﹁
ら
う
た
し
﹂

そ
の
上
で
︑
類
義
語
の
﹁
ら
う
た
し
﹂
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
︑﹁
ら

う
た
し
﹂
の
対
象
が
人
間
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑﹁
う
つ
く
し
﹂
は

人
間
以
外
の
も
の
に
も
用
い
ら
れ
る
便
利
な
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

な
る
ほ
ど
﹁
ら
う
た
し
﹂
は
こ
の
章
段
に
も
一
例
だ
け
だ
が
︑

を
か
し
げ
な
る
ち
ご
の
︑
あ
か
ら
さ
ま
に
抱
き
て
︑
遊
ば
し
う
つ
く

し
む
ほ
ど
に
︑
か
い
つ
き
て
寝
た
る
︑
い
と
ら
う
た
し
︒

(
271
頁
)

と
﹁
ち
ご
﹂
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
﹁
う
つ
く
し
﹂
は
︑
冒
頭
か
ら
し
て
﹁
瓜
﹂﹁
雀
﹂
と

い
う
非
人
間
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
﹁
瓜
﹂
そ
の
も
の
が
﹁
う
つ

く
し
﹂
い
わ
け
で
は
な
く
︑﹁
瓜
﹂
に
書
か
れ
て
い
る
﹁
ち
ご
の
顔
﹂
が

﹁
う
つ
く
し
﹂
い
の
で
あ
る
か
ら
︑
人
間
か
ら
そ
ん
な
に
離
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
︒
こ
の
章
段
に
お
け
る
﹁
ら
う
た
し
﹂
は
﹁
う
つ
く
し
﹂
と

ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
よ
さ
そ
う
だ
が
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
な
る
と
既
に
女
性

美
表
現
へ
と
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
違
い
も
重
要
か
も
し
れ
な

い
︒こ

こ
ま
で
き
て
︑
こ
の
章
段
に
﹁
ち
ご
﹂
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
い
て
ほ
し
い
︒

・
瓜
に
か
き
た
る
ち
ご
の
顔

・
二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご

・
頭
は
あ
ま
そ
ぎ
な
る
ち
ご

・
を
か
し
げ
な
る
ち
ご

・
い
み
じ
う
白
く
肥
え
た
る
ち
ご

他
に
﹁
大
き
に
は
あ
ら
ぬ
殿
上
童
﹂・﹁
八
つ
九
つ
十
ば
か
り
な
ど
の
を

の
子
ご
﹂
と
も
あ
る
︒
ど
う
や
ら
こ
れ
は
十
歳
以
下
の
子
供
が
対
象
ら
し

い
が
︑
そ
れ
こ
そ
﹁
う
つ
く
し
き
も
の
﹂
で
あ
っ
た
︒

三
︑
﹁
雀
の
子
﹂
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
冒
頭
の
﹁
雀
の
子
﹂
と
い
う
表
現
︑
気
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う

か
︒
と
い
う
の
も
﹁
鳥
の
子
﹂
と
い
う
の
は
鳥
の
卵
の
意
味
だ
か
ら
で
あ

る
︒
こ
の
章
段
の
末
尾
に
も
唐
突
に
﹁
か
り
の
こ
﹂
と
あ
る
が
︑
そ
の
意

味
は
﹁
か
る
が
も
の
卵
﹂
で
あ
る
︒
博
多
銘
菓
に
﹁
鶴
の
子
﹂
が
あ
る
が
︑

こ
れ
も
鶴
の
卵
を
餡
入
り
の
菓
子
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
雀
の
子
﹂
は
︑﹁
雀
の
子
﹂
以
外
に
訳
し
よ

う
が
な
い
ら
し
い

(卵
で
は
な
い
？
)
︒﹃
枕
草
子
﹄
に
は
﹁
心
と
き
め
き

す
る
も
の
﹂
章
段
に
も
﹁
雀
の
子
飼
ひ
﹂
が
出
て
い
る
︒
そ
う
な
る
と

﹁
う
つ
く
し
き
も
の
﹂
章
段
の
﹁
雀
の
子
﹂
に
し
て
も
︑
野
生
の
雀
で
は

教
室
の
内
外

(5
)
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な
く
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
わ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

そ
こ
で
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
若
紫
巻
の
︑

雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
︒
伏
籠
の
う
ち
に
籠
め
た
り
つ
る
も

の
を
︒

で
あ
る
︒
紫
の
上
に
﹁
雀
の
子
飼
ひ
﹂
を
さ
せ
て
い
る
の
は
︑﹃
枕
草
子
﹄

を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
た
だ
し
こ
こ
で
は
伏
籠
か
ら

逃
げ
て
い
る
点
︑
既
に
飛
べ
る
雀

(成
鳥
)
の
よ
う
で
あ
る
︒﹁
子
雀
﹂

と
い
っ
て
も
そ
れ
は
小
さ
い
だ
け
で
あ
っ
て
︑
決
し
て
雀
の
雛
で
は
あ
る

ま
い
︒

｢雛
﹂
に
関
し
て
は
︑﹁
鶏
の
雛
﹂
に
つ
い
て
も
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
ち

ら
は
﹁
ひ
よ
こ
﹂
で
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
鶏
は
成
鳥
に
な
っ
て

も
飛
べ
な
い
の
だ
が
︑﹁
雛
﹂
の
間
は
羽
の
色
も
違
う
の
で
︑
見
分
け
は

つ
き
や
す
い
︒
そ
の
雛
に
つ
い
て
﹁
人
の
後
先

し
り
さ
き

に
立
ち
て
あ
り
く
も
を
か

し
﹂
と
評
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
だ
け
﹁
う
つ
く
し
﹂
で
は
な
く
﹁
を
か

し
﹂
と
な
っ
て
い
る
点
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
ひ
よ
こ
そ
の
も
の

で
は
な
く
︑
そ
の
動
き
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

四
︑
読
者
参
加
型

全
体
の
流
れ
か
ら
察
す
る
に
︑﹁
何
も
何
も
︑
小
さ
き
も
の
は
︑
み
な

う
つ
く
し
﹂
ま
で
で
完
結
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
︒
そ
の
後
の
﹁
大
き

に
は
あ
ら
ぬ
﹂
以
下
は
︑﹁
う
つ
く
し
き
も
の
﹂
章
段
に
後
か
ら
増
補
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
鶏
の
雛
の
﹂
以
下
も
同
様
で
あ
る
︒

特
に
末
尾
の
﹁
か
り
の
こ
︒
瑠
璃
の
壺
﹂
は
言
葉
だ
け
が
投
げ
出
さ
れ
て

お
り
︑
こ
れ
を
も
っ
て
章
段
を
閉
じ
る
の
は
︑
読
者
に
と
っ
て
や
や
納
得

し
が
た
い
︒

も
と
も
と
﹃
枕
草
子
﹄
は
清
少
納
言
単
独
の
著
作
と
い
う
よ
り
︑
定
子

の
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
共
有
物
で
あ
る
︒
そ
れ
は
単
に
読
者
層
と
い

う
だ
け
で
な
く
︑
全
員
参
加
型
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
う
つ

く
し
き
も
の
﹂
に
し
て
も
︑
定
子
の
御
前
で
女
房
達
が
思
い
つ
い
た
答
え

を
出
し
合
い
︑
そ
の
中
か
ら
入
選
作
が
ど
ん
ど
ん
決
ま
っ
て
文
章
化
さ
れ

た
と
考
え
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

そ
れ
を
清
少
納
言
が
ま
と
め
た
わ
け
だ
が
︑
そ
の
後
も
引
き
続
き
答
え

が
出
さ
れ
た
た
め
︑
そ
れ
を
末
尾
に
付
け
足
し
た
結
果
︑
現
在
の
よ
う
な

章
段
に
な
っ
た
と
見
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
︒
特
に
類
従
章
段
は
︑
女
房

参
加
型

(
読
者
参
加
型
)
と
い
う
視
点
も
必
要
で
あ
ろ
う
︒

教
室
の
内
外

(5
)

八
七
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