
『伊
勢
物
語
﹄
六
十
段
﹁
花
橘
﹂
小
論

︱
︱
女
子
大
学
の
教
室
か
ら
︑
注
釈
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
を
考
え
る
︱
︱

大

津

直

子

は
じ
め
に

コ
ロ
ナ
禍
に
入
っ
て
か
ら
二
年
︑
大
学
に
お
い
て
も
授
業
の
方
法
や
内

容
に
つ
い
て
様
々
な
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
︒
平
時
で
は
受
講
生

た
ち
が
作
品
を
選
択
し
グ
ル
ー
プ
発
表
を
す
る
﹁
古
典
文
学
入
門
﹂
も
︑

資
料
調
査
や
レ
ジ
ュ
メ
作
成
時
の
接
触
を
最
小
限
に
す
べ
く
︑
個
人
発
表

へ
と
切
り
替
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
作
品
研
究
の
負
担
を
減
ら
す
た
め

に
︑
現
在
は
対
象
を
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
定
め
て
輪
読
を
行
っ
て
い
る
︒

『伊
勢
物
語
﹄
は
︑
在
原
業
平
と
目
さ
れ
る
昔
男
の
恋
を
中
心
に
展
開

す
る
︑
平
安
初
期
の
歌
物
語
で
あ
る
︒
業
平
の
実
作
と
見
ら
れ
る
歌
に

よ
っ
て
成
る
章
段
が
あ
る
一
方
で
︑
他
の
歌
集
に
見
ら
れ
る
古
歌
や
他
の

人
物
の
詠
歌
を
取
り
込
ん
だ
章
段
も
散
見
さ
れ
︑
現
在
は
段
階
的
な
増
補

を
経
て
成
立
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
小
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
六
十

段
﹁
花
橘
﹂
で
あ
る
︒

む
か
し
︑
男
あ
り
け
り
︒
宮
仕
へ
い
そ
が
し
く
︑
心
も
ま
め
な
ら

ざ
り
け
る
ほ
ど
の
家
刀
自
︑
ま
め
に
思
は
む
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
︑

人
の
国
へ
い
に
け
り
︒
こ
の
男
︑
宇
佐
の
使
に
て
い
き
け
る
に
︑
あ

る
国
の
祗
承
の
官
人
の
妻
に
て
な
む
あ
る
と
聞
き
て
︑﹁
女
あ
る
じ

に
か
は
ら
け
と
ら
せ
よ
︒
さ
ら
ず
は
飲
ま
じ
﹂
と
い
ひ
け
れ
ば
︑
か

は
ら
け
と
り
て
い
だ
し
た
り
け
る
に
︑
さ
か
な
な
り
け
る
橘
を
と
り

て
︑

さ
つ
き
待
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
む
か
し
の
人
の
袖
の

六
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香
ぞ
す
る

と
い
ひ
け
る
に
ぞ
思
ひ
い
で
て
︑
尼
に
な
り
て
山
に
入
り
て
ぞ
あ
り

け
る
︒

(一
六
二
～
一
六
三
頁
)

本
章
段
に
登
場
す
る
の
は
︑﹁
男
﹂
(以
下
︑﹁
昔
男
﹂
)
と
﹁
家
刀
自
﹂︑

そ
の
再
婚
相
手
の
﹁
官
人
﹂
で
あ
る
︒﹁
家
刀
自
﹂
は
現
在
︑
家
事
を
つ

か
さ
ど
る
婦
人
︑
主
婦
と
訳
さ
れ
る
︒
昔
男
の
多
忙
と
不
実
の
せ
い
で
︑

両
者
の
仲
が
途
絶
え
て
し
ま
う
と
︑
彼
女
は
今
度
こ
そ
誠
意
の
あ
る
夫
を

持
ち
た
い
と
思
い
︑﹁
大
切
に
し
よ
う
﹂
と
言
っ
て
く
れ
た
﹁
官
人
﹂
に

つ
い
て
地
方
へ
下
っ
た
︒
昔
男
は
勅
使
と
な
り
︑
宇
佐
へ
と
向
か
う
中
途

の
国
に
か
つ
て
の
妻

(以
下
︑︿
橘
の
女
﹀
で
統
一
す
る
)
が
暮
ら
し
て

い
る
こ
と
を
知
る
︒
接
待
の
場
に
﹁
女
あ
る
じ
﹂
と
し
て
呼
び
出
し
再
会

を
果
た
し
た
後
に
︿
橘
の
女
﹀
は
尼
に
な
っ
た
︑
と
い
う
の
が
あ
ら
す
じ

で
あ
る
︒
昔
男
の
詠
と
し
て
末
尾
に
配
さ
れ
た
詠
み
人
知
ら
ず
の
古
今
集

歌
﹁
五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
嗅
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
﹂
は
︑
曾

て
睦
ま
じ
い
仲
で
あ
っ
た
相
手
に
昔
を
思
い
起
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
し
て

機
能
し
て
い
る
︒

さ
て
︑
問
題
は
﹁
と
い
ひ
け
る
に
ぞ
思
ひ
い
で
て
︑
尼
に
な
り
て
山
に

入
り
て
ぞ
あ
り
け
る
﹂
と
い
う
最
後
の
一
文
で
あ
る
︒﹁
思
ひ
い
で
て
﹂

﹁
尼
に
な
り
て
﹂
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
手
近
の
注
釈
書
の
解
釈
を
列
記

し
て
み
る
︒

①
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
(
岩
波
書
店
)
⁝
自
分
の
過
去
の
行
を

恥
し
い
と
︒
一
説
︑
も
と
の
夫
で
あ
る
こ
と
を
女
が
思
い
出
し
て
︒

過
去
の
行
を
悔
い
た
の
で
あ
る
︒

②
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
(小
学
館
)
⁝
女
は
心
う
つ
歌
を
詠
む

男
を
目
の
前
に
し
て
︑
昔
の
こ
と
︑
わ
が
身
の
軽
薄
さ
を
思
い
起
こ

し
て
発
心
す
る
︒

③
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
(新
潮
社
)
⁝
過
去
の
行
為
を
思
い
出

し
て
︒
﹁
発
心
し
て

(尼
に
な
る
)
﹂
と
解
す
る
説
も
あ
る
︒

④
﹃
完
訳

日
本
の
古
典
﹄
(
小
学
館
)
⁝
女
は
身
の
軽
薄
さ
を
恥

じ
て
発
心
し
て
尼
に
な
っ
た
こ
と
を
い
う
︒

⑤
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
(
岩
波
書
店
)
⁝
も
と
の
夫
の
変
ら

ぬ
情
愛
を
思
い
起
し
︑
自
分
の
軽
卒
を
悔
い
︑
こ
れ
ま
で
の
生
活
を

清
算
し
よ
う
と
し
た
︒
山
寺
に
籠
っ
て
余
生
を
過
ご
し
た
︒︻
場
面

評
︼
一
〇
九
番
歌
は
人
口
に
膾
炙
し
た
古
歌
を
男
の
詠
作
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
る
︒
公
務
繁
忙
の
た
め
家
を
顧
み
る
こ
と
が
疎
か
に

な
っ
た
男
と
︑
家
を
守
り
夫
の
情
愛
に
よ
り
す
が
る
妻
と
が
余
儀
な

く
別
れ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
生
き
た
後
の
い
た
わ
し
い
再
会
︒

男
は
意
趣
あ
っ
て
一
〇
九
番
歌
を
詠
み
か
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
︒
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語
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な
つ
か
し
さ
の
あ
ま
り
の
行
為
が
女
を
出
家
へ
と
導
い
た
の
だ
が
︑

そ
の
女
の
心
内
・
人
柄
︑
ま
た
男
と
別
れ
て
以
来
の
こ
れ
ま
で
の
生

活
は
平
安
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
等
々
︑
あ
れ
こ
れ
と
読
者
は
想
像

を
誘
発
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

⑥
﹃
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
(小
学
館
)
⁝
女
は
こ
の
秀
歌
を

詠
む
男
を
目
の
前
に
し
て
︑
昔
の
こ
と
︑
わ
が
身
の
軽
薄
さ
を
思
い

起
こ
し
て
発
心
す
る
︒

【現
代
語
訳
︼
と
詠
ん
だ
の
を
聞
い
て
︑
そ
の
女
は
︑
こ
の
優
雅
な

貴
人
は
昔
の
夫
だ
っ
た
と
思
い
出
し
︑
わ
が
身
を
恥
じ
︑
尼
に
な
っ

て
山
に
籠
っ
て
暮
し
た
の
だ
っ
た
︒

諸
注
は
一
様
に
︑︿
橘
の
女
﹀
が
自
分
の
﹁
過
去
の
行
を
恥
し
い
と
﹂

思
い
︑﹁
わ
が
身
の
軽
薄
さ
﹂﹁
身
の
軽
薄
さ
﹂﹁
自
分
の
軽
卒
﹂
を
悔
い

て
尼
に
な
っ
た
︑
と
解
し
て
い
る
︒
は
た
と
考
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
︒
果

た
し
て
彼
女
は
︑
出
家
せ
ず
に
は
生
き
る
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
大
き
な

過
ち
を
犯
し
た
だ
ろ
う
か
︒
稿
者
自
身
は
学
生
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま

で
︑
従
来
の
こ
う
し
た
解
釈
を
違
和
感
な
く
受
容
し
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が

女
子
大
学
の
教
壇
に
立
っ
て
み
る
と
︑
ど
う
に
も
語
り
に
く
さ
が
こ
み
あ

げ
て
く
る
︒
こ
こ
に
女
性
の
自
己
決
定
︑
主
体
的
な
判
断
を
浅
知
恵
︑
軽

卒
と
決
め
つ
け
る
バ
イ
ア
ス
が
働
い
て
は
い
ま
い
か
︒﹁
古
典
文
学
入
門
﹂

の
時
間
に
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
︑
受
講
生
た
ち
か
ら
は
﹁
言
わ
れ
て
み
る

と
違
和
感
が
あ
る
﹂
﹁︿
橘
の
女
﹀
に
対
し
て
あ
ま
り
に
辛
辣
だ
﹂
と
い
う

回
答
が
返
っ
て
き
た
︒

注
釈
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
︱
︱
こ
の
題
目
は
︑
平
成
二
七
年

(二
〇
一
五
)
度
に
開
催
さ
れ
た
中
古
文
学
会
春
季
大
会
に
お
け
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
﹁
女
性
文
学
と
し
て
の
中
古
文
学
﹂
で
扱
っ
た
テ
ー
マ
﹁
注
釈

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
を
問
う
﹂
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る(1
)
︒
稿
者
は

い
ま
一
つ
の
テ
ー
マ
の
パ
ネ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
正
直
な
と

こ
ろ
あ
の
折
に
は
ピ
ン
と
来
な
い
ま
ま
に
拝
聴
し
て
い
た
︒
し
か
し
な
が

ら
七
年
の
歳
月
が
経
過
し
︑
社
会
も
少
し
ず
つ
変
化
し
て
き
た
︒
女
子
学

生
た
ち
と
古
典
を
読
む
近
年
︑
ふ
と
生
じ
る
違
和
感
は
い
や
増
す
ば
か
り

で
あ
る
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
運
動
や
研
究
に
は
膨

大
な
蓄
積
が
あ
り
︑
ま
た
丁
寧
で
繊
細
な
論
じ
方
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は

承
知
し
て
い
る(2
)

︒
小
稿
は
あ
く
ま
で
門
外
漢
の
立
場

(と
も
す
れ
ば

﹁
漢
﹂
と
い
う
言
い
方
も
偏
り
が
あ
ろ
う
か
)
か
ら
︑
秀
歌
を
詠
む
風
雅

な
男
と
そ
れ
を
捨
て
た
浅
は
か
な
女
と
い
う
構
図
が
固
着
化
し
て
し
ま
っ

て
い
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
六
十
段
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
︒

『伊
勢
物
語
﹄
六
十
段
﹁
花
橘
﹂
小
論
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一
︑
昔
男
の
ふ
る
ま
い
は
本
当
に
﹁
優
雅
﹂
だ
っ
た
か

既
述
の
通
り
︑
注
釈
史
上
︑
か
つ
て
の
妻
に
懐
旧
の
情
を
詠
み
込
ん
だ

歌
を
呼
び
か
け
る
男
の
ふ
る
ま
い
は
一
様
に
礼
賛
さ
れ
て
い
る
︒
昔
男
の

詠
と
と
ら
え
る
べ
き
か
︑
古
歌
と
し
て
口
遊
ん
だ
と
見
る
べ
き
か
に
つ
い

て
は
揺
れ
が
あ
る
も
の
の
﹁
優
雅
﹂
と
評
価
さ
れ
て
い
る
点
は
一
致
し
て

い
る
︒
こ
う
し
た
傾
向
は
﹃
愚
見
抄
﹄
以
来
︑
近
世
以
前
よ
り
の
主
要
な

見
方
で
あ
る
と
い
う(3
)

︒

さ
て
︑
こ
の
歌
は
本
当
に
﹁
変
ら
ぬ
情
愛
﹂
か
ら
詠
ま
れ
た
歌
な
の
だ

ろ
う
か
︒
昔
男
は
︑
自
ら
の
正
体
を
明
か
さ
ず
に
﹁
女
あ
る
じ
﹂
と
し
て

︿
橘
の
女
﹀
を
呼
び
出
し
︑
接
待
を
さ
せ
た
︒
確
か
に
︑
妻
が
自
ら
客
人

を
も
て
な
す
ケ
ー
ス
は
他
に
も
存
在
す
る
︒
四
十
四
段
﹁
馬
の
は
な
む

け
﹂
で
あ
る
︒

む
か
し
︑
あ
が
た
へ
ゆ
く
人
に
︑
馬
の
は
な
む
け
せ
む
と
て
︑
呼

び
て
︑
う
と
き
人
に
し
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
︑
家
刀
自
さ
か
づ
き
さ
さ

せ
て
︑
女
の
さ
う
ぞ
く
か
づ
け
む
と
す
︒
あ
る
じ
の
男
︑
歌
よ
み
て

裳
の
腰
に
ゆ
ひ
つ
け
さ
す
︒

い
で
て
ゆ
く
君
が
た
め
に
と
ぬ
ぎ
つ
れ
ば
わ
れ
さ
へ
も
な
く
な

り
ぬ
べ
き
か
な

こ
の
歌
は
︑
あ
る
が
な
か
に
お
も
し
ろ
け
れ
ば
︑
心
と
ど
め
て
よ
ま

ず
︑
腹
に
あ
ぢ
は
ひ
て
︒

(一
五
二
頁
)

作
中
で
﹁
家
刀
自
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
︑
右
の
女
性
と
︿
橘
の
女
﹀
だ

け
で
あ
り
︑
注
目
さ
れ
る
章
段
で
あ
る(4
)

︒
た
だ
し
︑
傍
線
部
の
通
り
﹁
あ

が
た
へ
ゆ
く
人
﹂
と
﹁
家
刀
自
﹂
と
が
親
し
い
間
柄
で
あ
り
そ
れ
ゆ
え
に

媒
酌
を
し
た
と
い
う
説
明
が
あ
る
︒
今
問
題
と
す
る
六
十
段
は
ど
う
だ
ろ

う
か
︒︿
橘
の
女
﹀
の
再
婚
相
手
は
﹁
あ
る
国
の
祗
承
の
官
人
﹂
で
あ
り
︑

昔
男
と
は
面
識
が
な
い
︒﹁
祗
承
﹂
の
初
期
の
用
例
は
︑
つ
つ
し
ん
で
も

て
な
し
仕
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞
と
し
て
散
見
さ
れ
る(5
)
︒
例
え
ば

﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
筑
波
の
郡
で
あ
る
︒

更
に
︑
筑
波

つ
く
は

の
岳や
ま

に
登
り
ま
し
て
︑
亦
容
止

や
ど
り

を
請
ひ
た
ま
ひ
き
︒
こ

の
時
︑
筑
波
の
神
答
へ
て
曰
し
し
く
︑
﹁
今
夜

こ
よ
ひ

は
新に
ひ

粟な

甞へ

す
れ
ど
も
︑

敢あ

へ
て
尊
旨

み
こ
と

に

奉
つ
か
へ
ま
つ

ら
ず
は
あ
ら
じ
﹂
と
ま
を
し
き
︒
爰こ
こ

に
飲
食

を
し
も
の

を
設ま

け
て
︑
敬ゐ
や

び
拝
を
ろ
が

み
祗

つ
つ
し

み
承 つ

か

へ
ま
つ
り
き
︒

(﹁
筑
波
の
郡
﹂
三
六
一
頁
)

御
祖
の
尊
が
富
士
山
を
訪
れ
一
夜
の
宿
を
求
め
る
の
だ
が
︑
富
士
山
は

新
嘗
祭
で
多
忙
を
極
め
る
た
め
に
こ
れ
を
拒
ん
で
し
ま
う
︒
次
に
筑
波
山

を
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
︑
同
じ
事
情
を
抱
え
る
筑
波
山
は
心
を
籠
め
て
歓
待

し
た
と
い
う
︒
所
謂
異
人
歓
待
�
に
あ
た
る
右
の
く
だ
り
に
お
い
て
は
︑
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御
祖
の
尊
に
奉
仕
す
る
筑
波
山
の
ふ
る
ま
い
が
﹁
祗
み
承
﹂
ふ
と
描
か
れ

て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
大
和
物
語
﹄
に
小
異
歌
が
見
え
る
こ
と
で
知
ら
れ
る

﹃
万
葉
集
﹄
三
八
〇
七
番
歌
に
も
注
目
し
た
い
︒

安
積
山

影
さ
へ
見
ゆ
る

山
の
井
の

浅
き
心
を

我
が
思
は
な

く
に

右
の
歌
︑
伝
へ
て
云
は
く
︑
葛
城

か
つ
ら
ぎ
の

王
お
ほ
き
み

︑
陸
奥

み
ち
の
く
の

国く
に

に
遣
は

さ
れ
け
る
時
に
︑
国
司
の
祗
承

し
じ
よ
う

︑
緩
怠

く
わ
ん
た
い

な
る
こ
と
異
甚

は
な
は

だ

し
︒
こ
こ
に
王
の

意
こ
こ
ろ

悦
よ
ろ
こ

び
ず
し
て
︑
怒
り
の

色
お
も
へ
り

面
お
も
て

に

顕
れ
ぬ
︒
飲
饌

い
ん
ざ
ん

を
設ま
う

け
た
れ
ど
︑
首あ

へ
て
宴
楽
せ
ず
︒
こ
こ

に
前さ
き

の
采
女
あ
り
︑
風
流

み

や

び
た
る
娘
子

を
と
め

な
り
︒
左
手
に

觴

さ
か
づ
き

を
捧
げ
︑
右
手
に
水
を
持
ち
︑
王
の
膝
を
撃
ち
て
︑
こ
の
歌

を
詠
む
︒
す
な
は
ち
王
の

意
こ
こ
ろ

解と

け
悦
び
て
︑
楽
飲
す
る
こ

と
終
日
な
り
︑
と
い
ふ
︒

(﹁
巻
一
六
﹂
四−

一
〇
二
～
一
〇
三
頁
)

左
注
に
よ
る
と
︑
葛
城
王
が
陸
奥
国
を
訪
れ
た
時
︑
国
司
の
接
待
に
非

礼
が
あ
っ
た
︒
腹
を
立
て
た
葛
城
王
が
宴
席
を
拒
む
と
︑
宮
廷
の
作
法
を

知
悉
し
た
﹁
前
の
采
女
﹂
が
こ
の
歌
を
詠
み
怒
り
を
鎮
め
た
と
い
う
︒
こ

れ
ら
の
用
例
か
ら
﹁
祗
承
﹂
が
特
定
の
官
職
で
は
な
く
役
割
を
指
し
て
い

た
と
知
ら
れ
る
︒
重
要
な
の
は
︑
客
人
と
﹁
祗
承
﹂
を
担
当
す
る
者
と
の

絶
対
的
な
権
力
勾
配
で
あ
る
︒

昔
男
は
﹁
宇
佐
の
使
﹂
と
し
て
再
来
し
︑
か
つ
て
の
﹁
家
刀
自
﹂
を

﹁
女
あ
る
じ
﹂
と
呼
び
接
待
を
命
じ
た
︒
宇
佐
の
使
は
奈
良
時
代
中
期
以

来
即
位
や
国
家
の
大
事
︑
天
変
地
異
な
ど
の
あ
る
場
合
に
使
わ
さ
れ
た
勅

使
で
あ
る
︒
古
語
﹁
あ
る
じ
﹂
に
は
馳
走
︑
饗
応
の
意
味
も
あ
り
︑
男
性

が
女
性
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
暗
に
夜
伽
を
命
じ
る
意
に
も
通
じ
た
こ

と
だ
ろ
う
︒︿
橘
の
女
﹀
は
︑
﹁
さ
つ
き
待
つ
﹂
の
歌
を
耳
に
す
る
ま
で
勅

使
が
昔
男
だ
と
気
付
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
︑
﹁
女
あ
る
じ
に
か
は
ら
け

と
ら
せ
よ
︒
さ
ら
ず
は
飲
ま
じ
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
そ
う
し
た
要
求
と
も

受
け
取
ら
れ
る
暴
力
性
を
孕
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
前
掲
の
注
釈
の

通
り
︑
昔
男
の
言
動
は
︿
橘
の
女
﹀
に
向
け
た
な
つ
か
し
さ
や
未
練
︑
あ

る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
一
言
恨
み
言
を
い
っ
て
や
り
た
い
﹂
気
持
ち(6
)

と
解

釈
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
ふ
る
ま
い
か
ら
は
自
分
を
捨
て

て
格
下
の
男
に
つ
い
て
行
っ
た
女
へ
の
陰
湿
な
執
着
心
を
読
み
取
る
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か(7
)

︒

二
︑
︿
橘
の
女
﹀
の
行
動
は
﹁
軽
薄
﹂
だ
っ
た
か

こ
こ
で
今
一
度
︑
︿
橘
の
女
﹀
と
昔
男
と
が
別
離
し
た
理
由
に
立
ち
返

り
た
い
︒
物
語
は
そ
の
契
機
を
男
の
﹁
宮
仕
へ
い
そ
が
し
く
︑
心
も
ま
め
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な
ら
ざ
り
け
る
﹂
態
度
に
求
め
て
い
る
︒︿
橘
の
女
﹀
は
﹁
官
人
﹂
の

﹁
ま
め
に
思
は
む
﹂
と
い
う
思
い
に
応
え
て
︑
再
婚
を
し
た
︒
当
時
は
制

度
上
も
慣
習
上
も
︑
一
定
期
間
を
も
っ
て
女
性
側
か
ら
婚
姻
を
解
消
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
︑︿
橘
の
女
﹀
の
行
動
に
は
筋
が

通
っ
て
い
る(8
)

︒
つ
ま
り
︑
関
係
解
消
の
理
由
は
二
つ
︑
一
つ
は
昔
男
の

﹁
宮
仕
へ
﹂
の
多
忙
さ
︑
今
一
つ
は
﹁
ま
め
﹂
さ
を
軽
ん
じ
る
男
性
と
重

ん
じ
る
女
性
と
い
う
価
値
観
の
違
い
で
あ
る
︒

こ
の
物
語
に
お
い
て
﹁
宮
仕
へ
﹂
が
恋
や
愛
の
妨
げ
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
夙
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り(9
)
︑
贅

言
を
要
し
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
︑
今
一
度
八
例
存
在
す
る
﹁
宮
仕

へ
﹂
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

一
例
目
は
十
九
段
﹁
天
雲
の
よ
そ
﹂
で
あ
る
︒

む
か
し
︑
男
︑
宮
仕
へ
し
け
る
女
の
方
に
︑
御
達
な
り
け
る
人
を

あ
ひ
し
り
た
り
け
る
︑
ほ
ど
も
な
く
離
れ
に
け
り
︒
同
じ
所
な
れ
ば
︑

女
の
目
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら
︑
男
は
︑
あ
る
も
の
か
と
も
思
ひ
た

ら
ず
︒

(一
三
〇
～
一
三
一
頁
)

｢宮
仕
へ
し
け
る
女
﹂
は
女
御
更
衣
を
指
す
と
さ
れ

(新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
頭
注
)︑
昔
男
の
相
手
は
そ
こ
に
出
仕
し
て
い
る
女
性
で
あ
る
︒

二
人
の
関
係
が
途
絶
え
が
ち
に
な
っ
た
後
も
﹁
同
じ
所
な
れ
ば
﹂
女
性
側

が
昔
男
の
姿
を
た
び
た
び
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
︑
未
練
が
搔
き
立
て
ら

れ
て
い
る
と
い
う
点
に
留
意
し
た
い
︒
二
例
目
は
次
段
の
二
十
段
﹁
楓
の

も
み
ぢ
﹂
に
あ
る
︒

む
か
し
︑
男
︑
大
和
に
あ
る
女
を
見
て
︑
よ
ば
ひ
て
あ
ひ
に
け
り
︒

さ
て
ほ
ど
へ
て
︑
宮
仕
へ
す
る
人
な
り
け
れ
ば
︑
か
へ
り
来
る
道
に
︑

三
月
ば
か
り
に
︑
か
へ
で
の
も
み
ぢ
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
折
り
て
︑

女
の
も
と
に
︑
道
よ
り
い
ひ
や
る
︒

君
が
た
め
手
折
れ
る
枝
は
春
な
が
ら
か
く
こ
そ
秋
の
も
み
ぢ
し

に
け
れ

と
て
や
り
た
り
け
れ
ば
︑
返
り
ご
と
は
京
に
来
着
き
て
な
む
も
て
来

た
り
け
る
︒

い
つ
の
ま
に
う
つ
ろ
ふ
色
の
つ
き
ぬ
ら
む
君
が
里
に
は
春
な
か

る
ら
し

(一
三
一
～
一
三
二
頁
)

右
で
描
か
れ
る
の
は
﹁
大
和
に
あ
る
女
﹂
と
の
恋
で
あ
る
︒﹁
大
和
﹂

は
﹁
奈
良
辺
り
﹂
(
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
)
と
さ
れ
︑
帰
参
す

る
道
中
で
送
っ
た
手
紙
の
返
歌
が
京
に
着
い
て
か
ら
届
く
と
い
う
︒
時
間

の
経
過
は
楓
の
若
葉
の
色
の
変
化
へ
と
装
え
ら
れ
︑
細
や
か
な
や
り
と
り

に
よ
っ
て
距
離
と
い
う
障
壁
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
︑
前
章
段
と
対
照

的
な
関
係
性
が
紡
が
れ
て
い
る
︒
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三
例
目
は
二
十
四
段
﹁
梓
弓
﹂
で
あ
る
︒

む
か
し
︑
男
︑
か
た
ゐ
な
か
に
す
み
け
り
︒
男
︑
宮
仕
へ
し
に
と

て
︑
別
れ
惜
し
み
て
ゆ
き
に
け
る
ま
ま
に
︑
三
年
来
ざ
り
け
れ
ば
︑

待
ち
わ
び
た
り
け
る
に
︑
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い
ひ
け
る
人
に
︑﹁
今

宵
あ
は
む
﹂
と
ち
ぎ
り
た
り
け
る
に
︑
こ
の
男
来
た
り
け
り
︒

(一
三
八
～
一
三
九
頁
)

右
は
︑﹁
か
た
ゐ
な
か
﹂
に
住
ん
で
居
た
昔
男
が
﹁
宮
仕
へ
﹂
を
決
意

し
︑
戻
っ
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
状
況
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
る
︒
情
愛

が
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
︑
三
年
に
亘
り
関
係
が
絶
た
れ
て
い
る

点
は
六
十
段
と
共
通
し
て
お
り
︑
関
連
す
る
章
段
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ

と
が
多
い(10
)

︒﹁
か
た
ゐ
な
か
﹂
の
場
所
は
特
定
で
き
な
い
も
の
の(11
)

︑
京
と

の
往
来
が
困
難
な
京
外
の
地
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒
四
例
目
は
今
問

題
と
す
る
六
十
段
な
の
で
︑
五
例
目
の
七
十
八
段
﹁
山
科
の
宮
﹂
を
見
て

み
よ
う
︒
藤
原
常
行
が
﹁
山
科
の
禅
師
の
親
王
﹂
の
御
殿
に
参
上
し
た
折
︑

﹁
年
ご
ろ
よ
そ
に
は
仕
う
ま
つ
れ
ど
︑
近
く
は
い
ま
だ
仕
う
ま
つ
ら
ず
︒

こ
よ
ひ
は
こ
こ
に
さ
ぶ
ら
は
む
﹂
と
述
べ
た
︒

さ
る
に
︑
か
の
大
将
︑
い
で
て
た
ば
か
り
た
ま
ふ
や
う
︑﹁
宮
仕
へ

の
は
じ
め
に
︑
た
だ
な
ほ
や
は
あ
る
べ
き
︒

(中
略
)﹂
と
の
た
ま

ひ
て
︑

(一
八
〇
頁
)

右
は
山
科
を
﹁
宮
﹂
と
呼
ぶ
点
に
面
白
味
を
見
出
す
べ
き
用
例
で
あ
る
︒

六
例
目
は
︑
長
岡
に
暮
ら
す
﹁
宮
﹂
で
あ
る
母
が
﹁
宮
仕
へ
﹂
を
す
る
昔

男
に
手
紙
を
寄
越
す
八
十
四
段
﹁
さ
ら
ぬ
別
れ
﹂
に
あ
る
︒

む
か
し
︑
男
あ
り
け
り
︒
身
は
い
や
し
な
が
ら
︑
母
な
む
宮
な
り

け
る
︒
そ
の
母
︑
長
岡
と
い
ふ
所
に
す
み
た
ま
ひ
け
り
︒
子
は
京
に

宮
仕
へ
し
け
れ
ば
︑
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
︑
し
ば
し
ば
え
ま
う
で
ず
︒

(
一
八
七
～
一
八
八
頁
)

傍
線
部
﹁
子
は
京
に
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
︑
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
︑
し
ば

し
ば
え
ま
う
で
ず
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
や
は
り
母
の
こ
と
を
気
に
懸
け

つ
つ
も
﹁
宮
仕
へ
﹂
ゆ
え
に
な
か
な
か
訪
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
︒

恋
人
や
夫
婦
と
は
異
な
る
関
係
性
と
い
う
点
で
類
似
す
る
の
が
七
例
目
の

次
段
﹁
目
離
れ
せ
ぬ
雪
﹂
で
あ
る
︒

む
か
し
︑
男
あ
り
け
り
︒
わ
ら
は
よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
︑
御

ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
︒
正
月
に
は
か
な
ら
ず
ま
う
で
け
り
︒

お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
︑
つ
ね
に
は
え
ま
う
で
ず
︒
さ
れ
ど
︑

も
と
の
心
う
し
な
は
で
ま
う
で
け
る
に
な
む
あ
り
け
る
︒

(
一
八
八
～
一
八
九
頁
)

右
は
所
謂
惟
喬
親
王
章
段
で
あ
る
︒
親
王
に
﹁
わ
ら
は
﹂
の
時
か
ら
仕

え
︑
新
年
の
算
賀
に
は
必
ず
参
上
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑﹁
宮
仕
へ
﹂
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の
た
め
に
近
侍
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
︒﹁
お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
﹂
と
い

う
表
現
か
ら
は
︑
朝
廷
へ
の
奉
公
に
対
す
る
主
君
へ
の
奉
公
と
い
う
対
比

関
係
が
読
み
取
れ
る
︒
昔
男
は
そ
の
せ
め
ぎ
合
い
に
苦
悩
す
る
の
で
あ
る
︒

最
後
の
用
例
八
例
目
は
続
く
八
十
六
段
﹁
お
の
が
さ
ま
ざ
ま
﹂
に
あ
る
︒

む
か
し
︑
い
と
若
き
男
︑
若
き
女
を
あ
ひ
い
へ
り
け
り
︒
お
の
お

の
親
あ
り
け
れ
ば
︑
つ
つ
み
て
い
ひ
さ
し
て
や
み
に
け
り
︒
年
ご
ろ

経
て
︑
女
の
も
と
に
︑
な
ほ
心
ざ
し
果
た
さ
む
と
や
思
ひ
け
む
︑
男
︑

歌
を
よ
み
て
や
れ
り
け
り
︒

い
ま
ま
で
に
忘
れ
ぬ
人
は
世
に
も
あ
ら
じ
お
の
が
さ
ま
ざ
ま
年

の
経
ぬ
れ
ば

と
て
や
み
に
け
り
︒
男
も
女
も
︑
あ
ひ
は
な
れ
ぬ
宮
仕
へ
に
な
む
い

で
に
け
る
︒

(一
八
九
～
一
九
〇
頁
)

若
い
男
女
が
互
い
に
好
意
を
抱
い
て
い
た
が
︑
親
へ
打
ち
明
け
る
こ
と

が
出
来
ず
︑
思
い
を
遂
げ
ぬ
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
あ

ひ
は
な
れ
ぬ
宮
仕
へ
﹂
を
し
て
い
た
者
同
士
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
男
の
方

か
ら
﹁
い
ま
ま
で
に
﹂
の
歌
を
贈
っ
た
︑
と
い
う
話
で
あ
る
︒
同
じ
場
所

に
仕
え
る
が
ゆ
え
に
未
練
が
残
り
︑
音
信
が
あ
る
と
い
う
点
は
︑
一
例
目

の
十
九
段
﹁
天
雲
の
よ
そ
﹂
と
類
似
し
て
い
る
︒

ま
と
め
る
と
︑
以
下
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
︒﹁
宮
仕
へ
﹂
す
る
者
同

士
は
何
か
と
互
い
の
近
況
が
漏
れ
伝
わ
り
未
練
も
残
る
︒
他
方
︑
片
方
の

み
が
﹁
宮
仕
へ
﹂
を
し
て
い
る
場
合
は
︑
恋
人
夫
婦
関
係
に
限
ら
ず
深
い

情
愛
が
あ
っ
て
も
訪
れ
が
途
絶
え
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
ま
た
︑
後
者

の
場
合
︑
﹁
大
和
﹂
﹁
か
た
ゐ
な
か
﹂﹁
長
岡
﹂
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
待
つ

側
の
人
物
の
京
外
を
思
わ
せ
る
居
住
地
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
︒

た
だ
し
︑
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
描
か
れ
る
﹁
京
﹂
は
平
安
京
を
指
す
と
は

限
ら
ず(12
)
︑
し
た
が
っ
て
﹁
宮
仕
へ
﹂
先
に
つ
い
て
も
そ
の
実
態
が
つ
か
み

に
く
い
︒
参
照
し
た
い
の
は
八
十
七
段
﹁
布
引
の
滝
﹂
で
あ
る
︒

む
か
し
︑
男
︑
津
の
国
︑
菟
原
の
郡
︑
蘆
屋
の
里
に
し
る
よ
し
し

て
︑
い
き
て
す
み
け
り
︒
昔
の
歌
に
︑

蘆
の
屋
の
灘
の
し
ほ
焼
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
小
櫛
も
さ
さ
ず

来
に
け
り

と
よ
み
け
る
ぞ
︑
こ
の
里
を
よ
み
け
る
︒
こ
こ
を
な
む
蘆
屋
の
灘
と

は
い
ひ
け
る
︒
こ
の
男
︑
な
ま
宮
づ
か
へ
し
け
れ
ば
︑
そ
れ
を
た
よ

り
に
て
︑
衛
府
の
佐
ど
も
集
り
来
に
け
り
︒
(
中
略
)
か
へ
り
来
る

道
と
ほ
く
て
︑
う
せ
に
し
宮
内
Ó
も
ち
よ
し
が
家
の
前
来
る
に
︑
日

暮
れ
ぬ
︒

(一
九
〇
～
一
九
二
頁
)

摂
津
国
に
領
有
す
る
土
地
を
持
ち
︑
そ
こ
に
住
ん
で
居
た
昔
男
が
﹁
宮

仕
へ
﹂
を
思
い
立
つ
︒
や
は
り
こ
こ
で
も
﹁
か
へ
り
来
る
道
﹂
が
遠
く
︑
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往
来
に
あ
た
っ
て
は
日
が
暮
れ
て
し
ま
う
と
い
う
︒
注
目
し
た
い
の
は

﹁
な
ま
宮
づ
か
へ
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の

現
代
語
訳
は
﹁
さ
し
た
る
地
位
で
も
な
い
宮
廷
勤
め
﹂
と
訳
し
て
い
る
が
︑

こ
れ
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
︒﹁
さ
し
た
る
地
位
で
も
な
い
﹂
の
で
あ

れ
ば
︑﹁
衛
府
の
佐
ど
も
﹂
が
男
を
﹁
た
よ
り
﹂
に
し
て
集
ま
っ
て
く
る

の
は
不
自
然
だ
か
ら
だ
︒
接
頭
語
﹁
な
ま
﹂
は
ま
だ
十
分
で
な
い
さ
ま
︑

熟
し
て
い
な
い
さ
ま
を
表
わ
す
の
で
あ
り
︑﹁
な
ま
上
達
部
﹂
の
よ
う
に

人
に
関
わ
る
場
合
は
そ
の
地
位
に
就
任
し
た
て
の
人
間
を
指
す
︒
し
た

が
っ
て
﹁
な
ま
宮
づ
か
へ
﹂
も
﹁
宮
仕
へ
﹂
を
始
め
て
間
も
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
だ
か
ら
︑
同
じ
よ
う
に
衛
府
に
仕
え
る

男
た
ち
が
つ
て
を
頼
っ
て
集
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

遷
都
を
繰
り
返
し
た
頃
合
い
︑
京
外
に
暮
ら
す
者
が
思
い
立
つ
﹁
宮
仕

へ
﹂
と
は
︑
言
う
な
れ
ば
新
天
地
で
の
新
興
産
業
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
︒﹁
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
﹂
と
い
う
因
果
関
係
が
繰
り
返

さ
れ
る
の
は
︑
社
会
の
大
き
な
変
化
に
伴
い
︑
旧
来
の
親
し
い
関
係
性
が

途
絶
え
が
ち
で
あ
っ
た
当
時
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る(13
)
︒

分
断
さ
れ
や
す
い
人
間
関
係
を
永
続
さ
せ
る
鍵
は
︑
い
か
に
﹁
ま
め
﹂
で

い
ら
れ
る
か
︑
す
な
わ
ち
実
直
な
ふ
る
ま
い
に
か
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
︒
昔
男
は
そ
れ
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
︒
今
一
度
六
十
段
原
文
に
立
ち

返
っ
て
み
る
と
︑
実
の
と
こ
ろ
︿
橘
の
女
﹀
の
行
動
を
批
判
す
る
表
現
は

一
切
見
ら
れ
な
い
︒
物
語
は
﹁
宮
仕
へ
﹂
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
男
女
に

起
き
た
事
の
顛
末
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒

三
︑
六
十
段
の
関
連
章
段
と
そ
の
源
泉

六
十
段
を
解
釈
す
る
上
で
は
従
来
︑
類
似
の
筋
書
き
を
持
つ
前
掲
二
十

四
段
﹁
梓
弓
﹂
と
︑
六
十
二
段
﹁
こ
け
る
か
ら
﹂
と
の
関
連
性
が
重
視
さ

れ
て
き
た
︒
以
下
︑
全
文
を
引
く
︒

む
か
し
︑
年
ご
ろ
訪
れ
ざ
り
け
る
女
︑
心
か
し
こ
く
や
あ
ら
ざ
り

け
む
︑
は
か
な
き
人
の
言
に
つ
き
て
︑
人
の
国
な
り
け
る
人
に
つ
か

は
れ
て
︑
も
と
見
し
人
の
前
に
い
で
来
て
︑
も
の
食
は
せ
な
ど
し
け

り
︒
夜
さ
り
︑﹁
こ
の
あ
り
つ
る
人
た
ま
へ
﹂
と
あ
る
じ
に
い
ひ
け

れ
ば
︑
お
こ
せ
た
り
け
り
︒
男
︑
﹁
わ
れ
を
ば
し
ら
ず
や
﹂
と
て
︑

い
に
し
へ
の
に
ほ
ひ
は
い
づ
ら
桜
花
こ
け
る
か
ら
と
も
な
り
に

け
る
か
な

と
い
ふ
を
︑
い
と
は
づ
か
し
と
思
ひ
て
︑
い
ら
へ
も
せ
で
ゐ
た
る
を
︑

﹁
な
ど
い
ら
へ
も
せ
ぬ
﹂
と
い
へ
ば
︑
﹁
涙
の
こ
ぼ
る
る
に
目
も
見
え

ず
︑
も
の
も
い
は
れ
ず
﹂
と
い
ふ
︒

こ
れ
や
こ
の
わ
れ
に
あ
ふ
み
を
の
が
れ
つ
つ
年
月
経
れ
ど
ま
さ
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り
が
ほ
な
き

と
い
ひ
て
︑
衣
ぬ
ぎ
て
と
ら
せ
け
れ
ど
︑
捨
て
て
逃
げ
に
け
り
︒
い

づ
ち
い
ぬ
ら
む
と
も
し
ら
ず
︒

(一
六
三
～
一
六
四
頁
)

確
か
に
︑
男
の
訪
れ
の
な
い
間
に
自
己
の
判
断
に
よ
っ
て
﹁
人
の
国
﹂

に
下
っ
て
い
る
こ
と
︑
給
仕
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
昔
男
に
歌
を
詠
み
か
け

ら
れ
る
こ
と
︑
そ
の
後
出
奔
す
る
こ
と
等
︑﹁
女
﹂
の
身
の
上
に
起
こ
っ

た
こ
と
と
結
末
に
類
似
点
は
多
い
︒
た
だ
し
右
で
は
﹁
心
か
し
こ
﹂
か
ら

ざ
る
﹁
女
﹂
が
﹁
は
か
な
き
人
の
言
﹂
に
騙
さ
れ
て
地
方
に
下
っ
て
お
り
︑

昔
男
と
の
邂
逅
の
折
に
は
女
自
身
も
﹁
い
と
は
づ
か
し
﹂
と
悔
い
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︿
橘
の
女
﹀
の
場
合
︑
昔
男
と
の
離
縁
の
原
因
が
女
の
未
熟
さ

に
あ
る
と
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
さ
つ
き
待
つ
﹂
の
歌
を
詠
み
掛
け
ら

れ
た
折
の
心
中
も
語
ら
れ
な
い
︒
こ
の
違
い
は
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
六
十
段
の
源
泉
と
し
て
﹃
蒙
求
﹄︑﹃
漢
書
﹄︑﹃
史
記
﹄
な
ど
に

見
え
る
朱
買
臣
の
故
事
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
糸
井
久
氏(14
)

は
︑
①
朱
買

臣
と
の
貧
窮
の
暮
ら
し
︑
②
自
分
か
ら
夫
を
見
棄
て
て
の
離
別
︑
③
新

し
い
夫
と
の
再
婚
︑
④
高
官
と
な
っ
た
朱
買
臣
と
の
再
会
︑
⑤
自
死
の

五
点
を
挙
げ
︑
六
十
段
の
結
末
を
﹁
女
の
主
体
的
な
判
断
・
選
択
が
︑
以

後
の
人
生
を
没
落
︑
破
滅
と
い
っ
た
不
幸
な
方
向
に
決
定
づ
け
﹂
た
と
指

摘
す
る
︒
確
か
に
︑﹃
蒙
求
﹄﹁
買
妻
恥
醮
﹂
に
お
け
る
朱
買
臣
は
慈
悲
深

く
自
ら
の
短
慮
を
悔
い
る
愚
か
な
妻
と
は
対
照
的
な
人
物
で
あ
り
︑
こ
れ

を
前
提
と
し
た
場
合
︑
昔
男
は
優
れ
た
夫
︑︿
橘
の
女
﹀
は
そ
れ
に
気
づ

け
な
か
っ
た
浅
慮
な
妻
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
話
は
焦
点

を
朱
買
臣
と
妻
と
の
ど
ち
ら
に
置
く
か
に
よ
っ
て
印
象
が
変
わ
る
︒
各
出

典
間
の
差
異
を
精
査
し
た
後
藤
幸
良
氏
に
よ
れ
ば(15
)

︑﹃
漢
書
﹄︑﹃
史
記
﹄

に
お
け
る
朱
買
臣
は
︑
自
分
を
見
下
し
傷
つ
け
た
相
手
に
対
し
て
深
い
恨

み
を
抱
い
て
報
復
す
る
人
物
で
あ
り
︑
こ
ち
ら
を
ふ
ま
え
る
と
昔
男
に
も

︿
橘
の
女
﹀
に
対
す
る
﹁
加
害
者
的
一
面
﹂
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と

言
う
︒
確
か
に
︑
朱
買
臣
ほ
ど
の
高
官
で
は
な
く
と
も
昔
男
は
﹁
宮
仕

へ
﹂
に
打
ち
込
み
勅
使
と
な
っ
て
再
来
す
る
わ
け
で
︑︿
橘
の
女
﹀
を
夫

の
出
世
を
待
て
な
か
っ
た
妻
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒

﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
成
立
に
様
々
な
漢
文
学
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
論
を
俟

た
な
い
か
ら
︑
朱
買
臣
の
故
事
が
六
十
段
の
源
泉
と
な
っ
た
可
能
性
は
高

い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
や
は
り
大
切
な
の
は
朱
買
臣
伝
と
の
差
異
で
あ
る
︒

︿
橘
の
女
﹀
は
﹁
ま
め
﹂
な
る
夫
を
求
め
て
関
係
を
解
消
し
た
の
で
あ
り
︑

昔
男
の
体
た
ら
く
を
嘆
い
て
関
係
を
断
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
と
り
わ
け
︑

短
い
章
段
に
﹁
ま
め
﹂
と
い
う
表
現
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
注
目

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
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四
︑
﹁
家
刀
自
﹂
の
矜
持

あ
わ
せ
て
重
要
な
の
は
︿
橘
の
女
﹀
に
与
え
ら
れ
た
﹁
家
刀
自
﹂
と
い

う
属
性
で
あ
る
︒
女
性
に
対
す
る
尊
称
で
あ
っ
た
﹁
刀
自
﹂
と
い
う
言
葉

は
古
く
︑
そ
の
派
生
語
と
し
て
﹁
家
刀
自
﹂︑﹁
里
刀
自
﹂︑﹁
寺
刀
自
﹂
な

ど
が
あ
る
︒﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
﹄
(三
省
堂
)
や
﹃
日
本
国

語
大
辞
典
﹄
(ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
版

小
学
館
)
が
﹁
刀
自
﹂
の
初
期

の
用
例
と
し
て
挙
げ
る
の
が
次
の
允
恭
紀
で
あ
る
︒

時
に
闘
鶏
国
造

つ
け
の
く
に
の
み
や
つ
こ

︑
傍
ほ
と
り

の
径み
ち

よ
り
行
く
︒
馬
に
乗
り
て
籬か
き

に
莅の
ぞ

み
︑

皇
后
に
謂
り
て
︑
嘲
り
て
曰
く
︑﹁
能
く
園
を
作
る
か
︑
汝
な
び
と

や
﹂
と

い
ふ
︒︿
汝
︑
此
に
は
那な

鼻び

苔と

と
云
ふ
︒﹀
且ま
た

曰
く
︑﹁
圧
乞

い

で

︑
戸
母

ト

ジ

︑

其
の

蘭
あ
ら
ら
き

一
茎

ひ
と
も
と

﹂
と
い
ふ
︒︿
圧
乞
︑
此
に
は
異
提

い

で

と
云
ふ
︒
戸
母
︑

此
に
は
覩
自

ト

ジ

と
云
ふ
﹀(新

編
日
本
古
典
文
学
全
集

二−

一
〇
七
頁
)

允
恭
天
皇
二
年
二
月
︑
闘
鶏
(奈
良
県
の
旧
地
名
)の
国
造
が
︑
皇
后
を

﹁
戸
母

(刀
自
)﹂
と
勘
違
い
し
︑
無
礼
を
働
く
︒
当
時
皇
后
は
実
母
の
家

に
住
ん
で
居
た
︒
通
り
か
か
っ
た
国
造
は
︑
騎
乗
し
た
ま
ま
皇
后
に
向
け

て
お
前
は
園
を
作
る
の
が
上
手
い
か
︑
そ
の
野
蒜
を
ひ
と
茎
く
れ
︑
と
語

り
か
け
る
︒
興
味
深
い
の
は
﹁
戸
母

(刀
自
)﹂
と
い
う
属
性
と
野
蒜
の

育
て
る
能
力
と
の
関
わ
り
で
あ
る
︒
﹁
刀
自
﹂
の
語
源
は
﹁
戸

(
ト
)=

主

(ヌ
シ
)
﹂
と
す
る
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
︒﹁
戸
﹂
は
単
な
る
家
族

で
は
な
く
入
口

(
門
・
戸
)
あ
る
い
は
場
所

(処
)
を
意
味
す
る
︒﹁
一

戸
の
出
入
を
支
配
し
た
と
こ
ろ
か
ら
︑
一
戸
を
所
有
支
配
す
る
ヌ
シ
の
意

が
原
義
﹂
で
あ
り(16
)

︑
そ
こ
か
ら
戸
口
を
守
る
者
︑
即
ち
一
家
の
主
婦
権
を

持
つ
母
の
尊
称
と
い
う
意
味
が
生
じ
た
︒
彼
女
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
の
は

一
括
り
の
ま
と
ま
り
︑
空
間
な
り
共
同
体
な
り
を
管
理
︑
維
持
す
る
能
力

で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
皇
后
を
﹁
戸
母

(
刀
自
)
﹂
と
勘
違
い
し
た
国
造
は
︑

﹁
蘭
﹂
の
園
の
管
理
︑
統
率
者
と
し
て
の
能
力
の
有
無
を
か
ら
か
っ
た
の

で
あ
る
︒

｢家
刀
自
﹂
の
史
料
上
の
初
見
は
八
世
紀
前
半
の
碑
文
で
あ
る(17
)

︒﹁
刀

自
﹂
の
歴
史
的
変
遷
を
検
証
し
た
義
江
明
子
氏
は
︑
初
期
の
﹁
家
刀
自
﹂

の
率
い
る
〝
家
〟
に
女
性
の
夫
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
︑
夫
を
排
除
し
た
女

系
の
ま
と
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と

(①
)
︑
次
第
に
夫
と
構
成
す
る
﹁
家
﹂

の
ペ
ア
の
経
営
主
体
と
し
て
の
﹁
家
刀
自
﹂
が
登
場
す
る
こ
と

(②
)︑

最
終
的
に
夫
の
﹁
家
﹂
の
家
事
を
つ
か
さ
ど
る
主
婦
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と

(③
)
を
指
摘
し
︑
三
段
階
の
変
化
が
起
き
た
と
述
べ
る(18
)

︒
ま
た
︑
出
土

し
た
八
～
九
世
紀
の
木
簡
や
土
器
の
史
料
か
ら
﹁
里
刀
自
﹂
の
実
態
を
検

討
し
た
平
川
南
氏
は
︑﹁
家
﹂
と
は
﹁
ヤ
ケ
・
イ
ヘ
﹂
を
意
味
し
て
お
り
︑
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﹁
家
刀
自
﹂
と
は
﹁
家
を
支
配
す
る
主
婦
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
祭
祀
を

司
祭
﹂
す
る
女
性
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る(19
)

︒

文
学
史
上
︑﹁
家
刀
自
﹂
が
﹁
家
長

い
へ
ぎ
み

﹂
と
呼
ば
れ
る
夫
と
ペ
ア
と
し
て

現
れ
る

(義
江
氏
の
位
置
づ
け
で
い
え
ば
②
の
段
階
)
の
は
﹃
日
本
霊
異

記
﹄
で
あ
る
︒
欽
明
天
皇
の
時
代
︑
美
濃
の
国
を
舞
台
と
す
る
﹁
狐
を
妻め

と
し
て
子
を
生
ま
し
め
し
縁

第
二
﹂
を
見
て
み
た
い
︒

二
月
三
月
の
頃
に
︑
設
け
し
年
米
を
舂つ

き
し
時
に
︑
其
の

家
室

イ
ヘ
ノ
ト
ジ

︑

稲
舂
女

い
な
つ
き
め

等
に
間
食
を
充
て
む
と
し
て
碓
屋

か
ら
う
す
や

に
入
り
き
︒

(﹁
上
巻
﹂
二
七
頁
)

狐
の
妻
が
﹁
家
室

イ
ヘ
ノ
ト
ジ

(家
刀
自
)﹂
と
し
て
︑﹁
稲
舂
女

い
な
つ
き
め

﹂
た
ち
の
間
食

を
用
意
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
農
作
業
を
行
う
共
同
体
に
お
い
て
︑

﹁
家
室

イ
ヘ
ノ
ト
ジ

(家
刀
自
)﹂
が
働
き
手
を
束
ね
︑
そ
の
世
話
を
す
る
役
割
を

担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︑﹁
布
施
せ
ぬ
と
放
生
す
る
と
に
依
り
て
︑
現
に
善
悪
の
報
を
得

し
縁

第
十
六
﹂
に
も
︑
聖
武
天
皇
の
時
代
︑
讃
岐
の
国
に
暮
ら
す
夫
婦

が
登
場
す
る
︒

聖
武
天
皇
の
御
代
に
︑
讃
岐
国
香
川
郡
坂
田
の
里
に
︑
一
の
富
め

る
人
有
り
き
︒
夫
を
う
と

と
妻め

と
同
姓
に
し
て
綾
あ
や
の

君き
み

な
り
き
︒

(﹁
中
巻
﹂
一
六
七
頁
)

冒
頭
部
分
に
お
い
て
︑
こ
の
夫
婦
は
﹁
綾
﹂
と
い
う
同
じ
氏
を
持
ち

﹁
君
﹂
と
い
う
﹁
上
代
の
姓
の
一
つ
で
︑
地
方
豪
族
の
尊
称
﹂
(新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
頭
注
)
で
呼
ば
れ
て
い
る
︒
﹁
君
﹂
と
い
う
尊
称
か
ら
︑

﹁
家
室

イ
ヘ
ノ
ト
ジ

(家
刀
自
)
﹂
が
夫
と
対
等
の
発
言
権
を
持
つ
人
物
で
あ
る
こ
と

が
窺
え
る
︒
こ
の
夫
婦
の
隣
に
は
や
も
め
暮
ら
し
で
身
よ
り
の
な
い
年
よ

り
の
男
女
が
暮
ら
し
て
お
り
︑
毎
日
欠
か
さ
ず
物
乞
い
に
や
っ
て
き
て
い

た
︒
慈
悲
深
い
彼
女
は
次
の
よ
う
に
﹁
家
長
﹂
に
語
る
︒

家
室

イ
ヘ
ノ
ト
ジ

︑
家
長

い
へ
ぎ
み

に
告
げ
て
曰
は
く
︑﹁
此
の

二
ふ
た
り

の

耆

媼

お
き
な
お
う
な

︑
駈お

ひ
使

ふ
に

便
た
よ
り

非あ
ら

ざ
れ
ど
も
︑
我
︑
慈
悲
の
故
に
︑
家
の
児
の
数
に
入
れ

む
﹂
と
言
ふ
︒

(﹁
中
巻
﹂
一
六
八
頁
)

二
人
の
老
人
は
仮
に
働
か
せ
よ
う
と
し
て
も
使
い
よ
う
が
な
い
者
た
ち

だ
け
れ
ど
も
︑
召
使
の
数
に
入
れ
て
食
事
を
与
え
た
い
︒﹁
家
長
﹂
は

﹁
家
室

イ
ヘ
ノ
ト
ジ

(家
刀
自
)
﹂
の
意
見
を
聞
き
入
れ
︑
そ
し
て
家
の
者
全
員
に
向

け
て
︑
自
ら
の
分
け
前
を
割
い
て
︑
彼
ら
に
施
し
を
せ
よ
︑
と
告
げ
る
︒

彼そ

の
家い
へ

口び
と

の
中
に
︑
一
ひ
と
り

の
使
人

つ
か
ひ
び
と

有
り
︒
主
あ
る
じ

の
語
に
随
し
た
が

は
ず
し
て
︑

耆

媼

お
き
な
お
ウ
ナ

を
厭い
と

ふ
︒
漸や
や

く
諸
の

使
人

つ
か
ひ
び
と

︑
又
厭
ひ
て
施
さ
ず
︒
家
室

い
へ
の
と
じ

︑

窃
ひ
そ
か

に
分 わ

き

の
飯
を
鎖 と

り
て
養
ふ
︒

(﹁
中
巻
﹂
一
六
八
頁
)

当
初
は
皆
が
従
っ
た
も
の
の
︑
一
人
の
召
使
が
そ
れ
に
反
感
を
持
つ
と

召
使
集
団
は
皆
施
し
を
や
め
︑
老
人
た
ち
を
厭
う
よ
う
に
な
る
︒
し
か
し
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﹁
家
室

イ
ヘ
ノ
ト
ジ

(家
刀
自
)﹂
だ
け
は
傍
線
部
の
通
り
ひ
そ
か
に
意
思
を
貫
い
た
︒

こ
の
慈
悲
の
心
ゆ
え
に
︑
冥
界
に
は
彼
女
が
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の

﹁
金
こ
が
ね

の
宮
﹂
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹃
日
本
霊
異

記
﹄
に
お
け
る
﹁
家
室

イ
ヘ
ノ
ト
ジ

(家
刀
自
)﹂
は
︑
労
務
環
境
全
体
を
見
渡
し
︑

共
同
体
に
不
都
合
や
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
は
夫
に
進
言
し
自
主
的
な
判

断
を
下
し
て
い
る
︒
細
や
か
な
気
配
り
や
配
慮
す
る
立
場
で
あ
る
以
上
︑

﹁
ま
め
﹂
と
い
う
資
質
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

夫
の
世
話
を
す
る
主
婦

(義
江
氏
の
位
置
づ
け
で
い
え
ば
③
の
段
階
)

と
し
て
の
﹁
家
刀
自
﹂
の
様
相
が
窺
え
る
の
が
︑
光
源
氏
と
近
し
い
男
性

た
ち
が
理
想
の
女
性
に
つ
い
て
論
じ
︑
個
々
人
の
体
験
談
に
つ
い
て
も
披

瀝
す
る
﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
帚
木
﹂
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
で
あ
る
︒

(前
略
)
ま
た
︑
ま
め
ま
め
し
き
筋
を
立
て
て
︑
耳
は
さ
み
が
ち

に
︑
美
相
な
き
家
刀
自
の
︑
ひ
と
へ
に
う
ち
と
け
た
る
後
見
ば
か
り

を
し
て
︑
朝
夕
の
出
で
入
り
に
つ
け
て
も
︑
公
私
の
人
の
た
た
ず
ま

ひ
︑
よ
き
あ
し
き
こ
と
の
目
に
も
耳
に
も
と
ま
る
あ
り
さ
ま
を
︑
疎

き
人
に
わ
ざ
と
う
ち
ま
ね
ば
む
や
は
︒
近
く
て
見
む
人
の
聞
き
わ
き

思
ひ
知
る
べ
か
ら
む
に
語
り
も
あ
は
せ
ば
や
と
︑
う
ち
も
笑
ま
れ
︑

涙
も
さ
し
ぐ
み
︑
も
し
は
︑
あ
や
な
き
お
ほ
や
け
腹
立
た
し
く
︑
心

ひ
と
つ
に
思
ひ
あ
ま
る
こ
と
な
ど
多
か
る
を
︑
何
に
か
は
聞
か
せ
む

と
思
へ
ば
︑
う
ち
背
か
れ
て
︑
人
知
れ
ぬ
思
ひ
出
で
笑
ひ
も
せ
ら
れ
︑

﹃
あ
は
れ
﹄
と
も
う
ち
独
り
ご
た
る
る
に
︑
﹃
何
ご
と
ぞ
﹄
な
ど
あ
は

つ
か
に
さ
し
仰
ぎ
ゐ
た
ら
む
は
︑
い
か
が
は
口
惜
し
か
ら
ぬ
︒

(﹁
帚
木
﹂
一−

六
三
～
六
四
頁
)

右
は
﹁
物
定
め
の
博
士
﹂
(﹁
帚
木
﹂
一−

六
九
頁
)
と
し
て
議
論
を
牽

引
す
る
左
馬
頭
の
発
言
で
あ
る
︒
典
型
的
な
﹁
家
刀
自
﹂
の
ふ
る
ま
い
が

﹁
ま
め
ま
め
し
き
筋
を
立
て
﹂
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
点
線
を
付
し
た

箇
所
は
具
体
的
な
行
動
で
あ
る
︒
た
だ
ひ
た
す
ら
に
世
話
を
焼
く
こ
と
に

ば
か
り
熱
中
し
て
︑
夫
が
職
場
で
感
じ
た
面
白
お
か
し
い
こ
と
︑
腹
の

立
っ
た
こ
と
な
ど
を
語
り
か
け
よ
う
と
し
て
も
︑
そ
っ
け
な
く
返
事
を
す

る
ば
か
り
で
あ
る
︒
左
馬
頭
は
︑
家
政
の
管
理
能
力
の
高
さ
を
評
価
し
つ

つ
も
︑
夫
や
家
庭
の
世
話
の
た
め
に
髪
の
毛
を
耳
に
か
け
て
奔
走
す
る

﹁
美
相
な
き
家
刀
自
﹂
を
い
さ
さ
か
嘲
笑
的
に
語
る
︒
他
方
で
こ
の
前
後

で
は
︑
風
流
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
頼
り
に
は
な
ら
な
い
﹁
家
刀
自
﹂
と
は

対
照
的
な
﹁
あ
だ
﹂
な
る
女
性
が
話
の
俎
上
に
乗
っ
て
い
る(20
)

︒
最
終
的
に

左
馬
頭
の
話
は
︑
理
想
的
な
妻
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
結
論

に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
︒
確
か
な
生
活
力
と
風
流
を
解
す
る
感
性
と
が
対

比
的
に
捉
え
ら
れ
る
類
例
と
し
て
は
︑
平
中
か
ら
何
度
も
熱
心
に
手
紙
を

送
ら
れ
た
﹁
上
達
部
め
き
た
る
人
の
む
す
め
﹂
が
︑
詠
歌
も
筆
跡
も
稚
拙
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で
あ
っ
た
た
め
返
事
が
出
来
ず
︑﹁
人
の
家
刀
自
﹂
と
な
っ
た
と
い
う

﹃
平
中
物
語
﹄﹁
た
よ
れ
ぬ
文
使
い
﹂
(第
一
八
段

四
八
三
頁
)
が
挙
げ

ら
れ
る
︒
あ
る
共
同
体
︑
特
に
農
作
業
を
生
業
と
す
る
そ
れ
の
場
合
︑
構

成
員
へ
の
細
や
か
な
配
慮
は
必
須
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
平

安
時
代
は
基
本
的
に
京
内
に
田
畑
を
作
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
︑

﹁
家
刀
自
﹂
の
役
割
も
邸
宅
内
の
家
政
を
管
理
︑
統
率
す
る
こ
と
へ
と

移
っ
て
い
っ
た
︒﹁
ま
め
﹂
と
い
う
資
質
は
︑
貴
族
た
ち
の
目
に
は
古
め

か
し
く
田
舎
臭
い
︑
美
感
に
欠
け
る
も
の
と
し
て
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

平
安
時
代
も
︑
地
方
に
お
い
て
は
集
団
の
管
理
者
と
し
て
の
﹁
刀
自
﹂

の
始
原
的
な
役
割
は
維
持
さ
れ
て
お
り(21
)

︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
も
田
畑
を
耕

す
女
性
た
ち
が
登
場
し
て
く
る
︒﹁
官
人
﹂
と
再
婚
す
る
以
前
︑︿
橘
の

女
﹀
は
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
再
会
の
折
に
和

歌
を
詠
み
か
け
た
昔
男
の
態
度
は
︑﹁
宮
ぶ
﹂
つ
ま
り
宮
中
風
な
ふ
る
ま

い
そ
の
も
の
で
あ
る(22
)

︒﹁
ま
め
﹂
と
い
う
旧
来
の
美
徳
を
大
切
に
暮
ら
す

︿
橘
の
女
﹀
と
︑﹁
宮
仕
へ
﹂
に
注
力
し
京
の
価
値
観
を
吸
収
し
て
い
っ
た

で
あ
ろ
う
昔
男
と
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
︒
こ
の
物

語
は
︑
人
々
の
暮
ら
し
の
拠
点
が
移
り
そ
れ
が
定
着
し
て
ゆ
く
過
程
に
生

じ
た
様
々
な
心
の
あ
わ
い
を
描
く
︒
古
今
集
歌
に
装
え
な
が
ら
紡
が
れ
た

六
十
段
も
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
︒

｢羞
恥
心
﹂
で
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
︑
な
ぜ
︿
橘
の
女
﹀
は
尼
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
京
楽
真
帆
子
氏
に
よ
れ
ば
平
安
時
代
に
お
け
る
女
性
の

出
家
の
動
機
に
つ
い
て
は
︑
﹁
家
族
の
死
﹂
に
よ
る
出
家
︑
﹁
離
婚
︑
別
居
︑

さ
ら
に
は
男
性
と
の
性
関
係
の
終
了
を
願
っ
て
﹂
の
出
家
︑
﹁
女
主
人
の

出
家
︑
死
亡
を
契
機
と
す
る
女
房
の
出
家
﹂
と
い
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
る

と
い
う(23
)

︒
参
考
に
な
る
の
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹁
関
屋
﹂
巻
末
に
描
か
れ
る

空
蟬
の
出
家
で
あ
る
︒

女
君
︑
心
憂
き
宿
世
あ
り
て
︑
こ
の
人
に
さ
へ
後
れ
て
︑
い
か
な
る

さ
ま
に
は
ふ
れ
ま
ど
ふ
べ
き
に
か
あ
ら
ん
と
思
ひ
嘆
き
た
ま
ふ
を
見

る
に
︑
命
の
限
り
あ
る
も
の
な
れ
ば
︑
惜
し
み
と
ど
む
べ
き
方
も
な

し
︑
い
か
で
か
︑
こ
の
人
の
御
た
め
に
残
し
お
く
魂
も
が
な
︑
わ
が

子
ど
も
の
心
も
知
ら
ぬ
を
︑
と
う
し
ろ
め
た
う
悲
し
き
こ
と
に
言
ひ

思
へ
ど
︑
心
に
え
と
ど
め
ぬ
も
の
に
て
︑
亡
せ
ぬ
︒

し
ば
し
こ
そ
︑
さ
の
た
ま
ひ
し
も
の
を
な
ど
情
づ
く
れ
ど
︑
う
は

べ
こ
そ
あ
れ
︑
つ
ら
き
こ
と
多
か
り
︒
と
あ
る
も
か
か
る
も
世
の
道

理
な
れ
ば
︑
身
ひ
と
つ
の
う
き
こ
と
に
て
嘆
き
明
か
し
暮
ら
す
︒
た

だ
こ
の
河
内
守
の
み
ぞ
︑
昔
よ
り
す
き
心
あ
り
て
す
こ
し
情
が
り
け

る
︒﹁
あ
は
れ
に
の
た
ま
ひ
お
き
し
︑
数
な
ら
ず
と
も
︑
思
し
疎
ま

で
の
た
ま
は
せ
よ
﹂
な
ど
追
従
し
寄
り
て
︑
い
と
あ
さ
ま
し
き
心
の
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見
え
け
れ
ば
︑
う
き
宿
世
あ
る
身
に
て
︑
か
く
生
き
と
ま
り
て
︑
は

て
は
て
は
め
づ
ら
し
き
こ
と
ど
も
を
聞
き
添
ふ
る
か
な
と
人
知
れ
ず

思
ひ
知
り
て
︑
人
に
さ
な
む
と
も
知
ら
せ
で
尼
に
な
り
に
け
り
︒
あ

る
人
々
︑
い
ふ
か
ひ
な
し
と
思
ひ
嘆
く
︒
守
も
い
と
つ
ら
う
︑﹁
お

の
れ
を
厭
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
︑
残
り
の
御
齢
は
多
く
も
の
し
た
ま
ふ

ら
む
︑
い
か
で
か
過
ぐ
し
た
ま
ふ
べ
き
﹂
な
ど
ぞ
︒
あ
い
な
の
さ
か

し
ら
や
な
ど
ぞ
は
べ
る
め
る
︒

(﹁
関
屋
﹂
二−

三
六
三
～
三
六
五
頁
)

家
柄
の
見
合
わ
な
い
結
婚
を
し
た
矢
先
︑
う
ち
つ
け
に
十
七
歳
の
光
源

氏
と
た
っ
た
一
度
だ
け
の
関
係
を
持
っ
て
か
ら
十
二
年
︑
そ
れ
な
り
の
信

頼
を
寄
せ
て
い
た
老
夫
︑
常
陸
介
が
亡
く
な
る
︒
遺
し
て
ゆ
く
愛
妻
を
案

じ
る
常
陸
介
は
︑
子
供
た
ち
に
継
母
の
後
見
を
繰
り
返
し
遺
言
し
た
︒
し

か
し
懸
念
は
的
中
し
︑
空
蟬
を
待
っ
て
い
た
の
は
前
半
傍
線
部
﹁
つ
ら
き

こ
と
﹂︑
す
な
わ
ち
義
理
の
子
供
た
ち
か
ら
の
冷
遇
で
あ
っ
た
︒
辛
う
じ

て
耐
え
て
い
た
最
中
に
︑
あ
ろ
う
こ
と
か
義
理
の
息
子
河
内
守
が
彼
女
の

孤
立
に
漬
け
込
ん
で
言
い
寄
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
入
内
を
望
ま
れ
な
が

ら
実
父
と
の
死
別
に
よ
っ
て
受
領
の
妻
に
お
さ
ま
っ
た
︑
思
え
ば
そ
れ
だ

け
で
女
と
し
て
不
如
意
な
半
生
だ
っ
た
の
に
︑
こ
れ
以
上
侮
ら
れ
譏
り
を

受
け
る
こ
と
は
是
認
し
が
た
い
︒
空
蟬
に
残
さ
れ
た
選
択
肢
は
後
半
傍
線

部
の
通
り
︑
誰
に
も
知
ら
せ
ず
に
尼
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
周
囲
は
そ

の
真
意
に
気
付
く
こ
と
な
く
︑
あ
ま
り
に
あ
っ
け
な
い
こ
と
だ
と
彼
女
の

出
家
を
嘆
い
た
︒
原
因
と
な
っ
た
河
内
守
だ
け
が
そ
れ
が
自
分
へ
の
拒
絶

で
あ
る
こ
と
を
悟
る
︒
こ
う
し
た
事
例
が
あ
れ
ば
こ
そ
︑
女
の
出
家
が
浅

は
か
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う(24
)

︒

生
き
様
に
関
わ
る
選
択
肢
が
極
め
て
狭
か
っ
た
平
安
時
代
︑
自
己
の
名

誉
に
か
か
わ
る
時
︑
女
性
た
ち
は
躊
躇
な
く
俗
世
を
捨
て
る
︒
再
婚
相
手

の
﹁
女
あ
る
じ
﹂
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
︑
和
歌
を
詠
み
掛
け
ら
れ
た
末
に

世
を
捨
て
る
決
断
を
し
た
︿
橘
の
女
﹀
か
ら
も
︑
同
様
の
真
意
を
見
出
せ

は
し
ま
い
か
︒
関
連
章
段
と
は
異
な
り
︑
六
十
段
は
尼
と
な
る
彼
女
の
心

中
を
描
か
な
い
︒
い
か
よ
う
に
も
類
推
さ
せ
る
余
情
︑
含
蓄
こ
そ
が
こ
の

章
段
の
真
骨
頂
な
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

従
来
の
注
釈
は
︿
橘
の
女
﹀
に
対
し
て
あ
ま
り
に
懲
罰
的
で
あ
り
︑
明

ら
か
に
読
み
す
ぎ
の
感
が
あ
る(25
)
︒
と
り
わ
け
教
材
と
し
て
用
い
る
場
合
に

は
︑
女
性
の
意
思
決
定
は
軽
薄
な
も
の
で
愚
か
な
結
末
へ
と
つ
な
が
る
と

い
う
バ
イ
ア
ス
を
学
習
者
に
与
え
か
ね
な
い
︒
鎌
倉
期
以
来
の
﹁
伝
統
﹂

の
解
釈
に
つ
い
て
は
一
考
を
要
す
る
と
言
え
よ
う
︒
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『伊
勢
物
語
﹄
か
ら
千
年
︑
こ
の
社
会
に
お
け
る
女
性
の
自
己
決
定
権

は
︑
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
拡
張
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
実
社
会
の
み
な

ら
ず
︑
S
N
S
上
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
言
論
環
境
一
つ
を
見
て
も
︑
実

の
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
更
新
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
︒
そ

ん
な
社
会
の
構
造
を
稿
者
自
身
も
︑
無
意
識
に
受
け
入
れ
︑﹁
わ
き
ま
え
﹂︑

旧
習
を
温
存
す
る
側
に
加
担
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
忸
怩
た
る

思
い
も
あ
る
︒
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
に
つ
け
︑
落
胆
し
憂
慮
す
る

こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
︒

語
り
に
く
さ
と
い
う
指
標
を
通
し
て
︑
学
生
た
ち
は
︑
長
ら
く
ジ
ェ
ン

ダ
ー
と
い
う
視
座
に
蒙
昧
で
あ
っ
た
稿
者
に
た
く
さ
ん
の
気
づ
き
を
与
え

て
く
れ
る
︒
そ
の
こ
と
に
深
く
敬
意
を
表
し
未
来
あ
る
女
性
た
ち
の
た
め

に
出
来
る
こ
と
を
尽
く
し
た
い
︑
そ
ん
な
思
い
で
迎
え
る
同
志
社
女
子
大

学
に
奉
職
し
て
四
年
目
の
春
で
あ
る
︒

※
使
用
テ
キ
ス
ト

『万
葉
集
﹄﹃
風
土
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄﹃
日
本
霊
異

記
﹄﹃
平
中
物
語
﹄﹃
源
氏
物
語
﹄
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

(小

学
館
)︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
全
﹄
(お
う
ふ
う
)︑﹃
続

日
本
紀
﹄
は
﹃
国
史
大
系
﹄
(吉
川
弘
文
館
)
に
依
る
︒
な
お
︑
割
注

は
︿

﹀
を
付
し
て
記
し
︑
私
に
傍
線
・
傍
点
︑
ル
ビ
等
を
付
し
た
︒

〔注
︺

(1
)
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
︑
平
成
二
七
年

(
二
〇
一
五
)
五
月
三
十
日
︑
白

百
合
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
︒
稿
者
を
含
め
登
壇
者
は
全
て
女
性
と

い
う
画
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
︒
そ
の
成
果
は
﹁
中
古
文
学
﹂
第
九
六

号

(
平
成
二
七
年

(
二
〇
一
五
)
一
二
月
)
に
報
告
さ
れ
て
い
る
︒

(2
)
小
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
︑
飯
田
祐
子
氏
﹃
彼
ら
の
物
語
﹄
(名
古

屋
大
学
出
版
会

平
成
一
〇
年

(一
九
九
八
)
)
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大

き
か
っ
た
︒
同
書
に
倣
い
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
術
語
を
﹁
文
化
的
に

構
築
さ
れ
た
性
差
﹂
と
し
て
用
い
︑
セ
ッ
ク
ス

(
肉
体
的
︑
生
物
学
的

差
異
)
に
よ
る
分
類
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
作
ら
れ
維
持
さ
れ
て
き

た
と
い
う
認
識
を
以
て
論
を
進
め
た
い
︒

(3
)
後
藤
幸
良
﹁
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
六
十
段
の
二
面
的
男
像

︱
︱
朱
買
臣

像
の
重
層
的
引
用
︱
︱
﹂
(﹁
相
模
国
文
﹂
第
四
五
号

平
成
三
〇
年

(二
〇
一
八
)
三
月
)︒

(4
)﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
用
例
収
集
に
あ
た
っ
て
は
大
野
晋
・
辛
嶋
稔
子
編

﹃
伊
勢
物
語
総
索
引
﹄
(明
治
書
院

昭
和
四
七
年

(
一
九
七
二
)
)
を

使
用
し
た
︒

(5
)
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
三
年

(
七
三
一
)
一
一
月
二
八
日
に
も
﹁
鎮
撫
使

三
位
随
身
四
人
︑
四
位
二
人
︑
並
負
持
弓
箭
︑
朝
夕
祗
詐
﹂
と
あ
り
︑

や
は
り
﹁
祗
承
ス
﹂
と
読
み
下
す
︒
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
伊
勢
物

語
﹄
補
注
六
五
も
﹁
王
朝
時
代
に
︑
地
方
に
在
っ
て
︑
勅
使
が
下
る
時

に
宿
舎
や
饗
応
の
こ
と
な
ど
を
司
ど
っ
た
役
人
︒
特
に
定
ま
っ
た
官
名
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で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
﹂
と
指
摘
す
る
︒

(6
)
糸
井
久
氏
は
女
あ
る
じ
で
あ
っ
て
も
ご
く
親
し
い
人
を
供
応
す
る
私
的

な
宴
で
な
い
か
ぎ
り
宴
席
に
は
加
わ
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
勅
使
の

権
力
を
行
使
し
て
無
理
に
で
も
召
し
出
す
昔
男
の
あ
り
よ
う
を
論
じ
て

い
る
︒
そ
の
真
意
に
つ
い
て
は
﹁
愛
情
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な

い
し
︑
我
が
家
の
﹁
家
刀
自
﹂
と
い
う
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
自
分
か
ら
放
棄
し
て
他
の
男
の
許
に
走
っ
た
妻
に
︑
一
目

で
も
会
っ
て
恨
み
言
の
一
つ
も
い
い
た
く
な
る
の
は
自
然
な
感
情
で
は

な
か
ろ
う
か
﹂
と
述
べ
る

(﹁﹃
伊
勢
物
語
﹄
六
十
段
と
﹃
漢
書
﹄
朱
買

臣
伝
﹂﹁
日
本
文
学
誌
要
﹂
第
六
九
巻

平
成
一
六
年

(二
〇
〇
四
)

三
月
)︒

(7
)
原
國
人
氏
は
﹁
も
と
の
妻
の
前
に
姿
を
現
わ
し
︑
酒
を
つ
が
せ
︑
歌
を

よ
む
﹂
ふ
る
ま
い
に
昔
男
の
﹁
陰
湿
﹂
さ
を
見
出
し
︑﹁
さ
つ
き
待
つ
﹂

の
歌
を
﹁
去
っ
た
妻
へ
の
復
讐
﹂
と
評
し
て
お
り
首
肯
さ
れ
る

(﹁
花

た
ち
ば
な
﹂﹃
伊
勢
物
語

成
立
と
そ
の
世
界
﹄
笠
間
書
院

昭
和
四

九
年

(一
九
七
四
)
四
七
頁
)︒

(8
)
﹃
律
令
﹄
に
﹁
已
に
成
り
た
り
と
雖
も
︑
其
れ
夫
外
蕃
に
没
落
し
て
︑

子
有
る
は
五
年
︑
子
無
き
は
三
年
ま
で
に
帰
ら
ず
︑
及
び
逃
亡
し
て
︑

子
有
る
は
三
年
︑
子
無
き
は
二
年
ま
で
に
出
こ
ず
は
︑
並
に
改
嫁
聴

せ
﹂
と
あ
る

(﹁
戸
令
﹂
二
六

思
想
大
系

二
三
三
頁
)︒
こ
う
し
た

観
念
は
後
述
の
二
十
四
段
﹁
梓
弓
﹂
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒

(9
)
今
西
祐
一
郎
氏
は
︑
こ
の
物
語
に
は
一
貫
し
﹁
宮
仕
へ
﹂
と
恋
と
の
相

克
が
あ
る
と
指
摘
す
る

(﹁
﹁
ま
め
男
﹂
の
背
景

︱
︱
﹃
伊
勢
物
語
﹄

試
論
︱
︱
﹂
(﹃
伊
勢
物
語

︱
︱
諸
相
と
新
見
︱
︱
﹄
風
間
書
房

平
成
七
年

(一
九
九
五
)
一
三
一
頁
)︒
ま
た
︑
木
下
美
佳
氏
も
﹁
相

手
を
思
う
心
情
が
﹁
公
務
﹂
で
身
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
報
わ

れ
な
い
状
況
と
な
る
﹂
物
語
構
成
を
指
摘
し
て
い
る

(﹁﹁
宮
仕
へ
﹂
す

る
昔
男

︱
︱
『
伊
勢
物
語
﹄
に
お
け
る
機
能
︱
︱
﹂﹁
詞
林
﹂
第
四
〇

号

平
成
一
八
年

(二
〇
〇
六
)
一
〇
月
)︒

(10
)
注

(
9
)
木
下
論
文
な
ど
︒

(11
)
﹁
京
を
離
れ
た
辺
地
の
田
舎
﹂
(
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
)︒

(12
)
片
桐
洋
一
氏
は
︑
第
二
段
﹁
西
の
京
﹂
を
除
い
て
こ
の
物
語
の
作
中
人

物
た
ち
は
﹁
ど
の
よ
う
な
規
模
の
住
居
に
誰
と
住
ん
で
い
た
の
か
わ
か

ら
な
い
し
︑
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
経
済
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
か
も
全

く
記
さ
れ
て
い
な
い
﹂
と
指
摘
す
る

(﹁
伊
勢
物
語
と
う
つ
ほ
物
語
﹂

﹁
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹂
學
燈
社

第
四
三
巻
二
号

平
成

一
〇
年

(一
九
九
八
)
二
月
)︒

(13
)
類
例
と
し
て
は
﹁
お
ほ
や
け
ご
と
﹂
が
あ
る
︒
八
十
三
段
﹁
小
野
﹂
で

は
︑
比
叡
山
の
ふ
も
と
小
野
の
地
を
急
い
で
退
去
し
よ
う
と
す
る
﹁
馬

の
頭
な
る
お
き
な
﹂
が
﹁
惟
喬
の
親
王
﹂
に
引
き
留
め
ら
れ
る
も
の
の
︑

﹁
お
ほ
や
け
ご
と
﹂
が
あ
る
ゆ
え
に
﹁
泣
く
泣
く
﹂
退
去
す
る
姿
が
描

か
れ
て
い
る

(
一
八
六
～
一
八
七
頁
)︒

(14
)
注

(6
)
と
同
じ
︒

(15
)
注

(3
)
と
同
じ
︒

『伊
勢
物
語
﹄
六
十
段
﹁
花
橘
﹂
小
論

七
七



(16
)
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
日
本
書
紀
﹄
下
巻
補
注
一
六−

四

(下−

五
三

九
頁
)︒

(17
)
高
田
里
結
知
識
碑

(上
野
多
野
郡
八
幡
村
字
山
名
所
在
)
に
﹁
現
在
父

母
︑
現
在
侍
家
刀
自
﹂
(神
亀
三
年

(七
二
六
)
二
月
二
九
日
)
と
あ

る

(﹃
寧
楽
遺
文
﹄
下
巻

東
京
堂
出
版

昭
和
三
七
年

(一
九
六
二
)

九
六
八
頁
)︒

(18
)
﹁﹁
刀
自
﹂
考
﹂
(﹃
日
本
古
代
女
性
史
論
﹄
吉
川
弘
文
館

平
成
一
九

年

(二
〇
〇
七
)
五
一
頁
)︒

(19
)
平
川
南
﹁
里
刀
自
小
論

︱
︱
い
わ
き
市
荒
田
目
条
里
遺
跡
第
二
号
木

簡
か
ら
︱
︱
﹂
(﹁
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹂
第
六
六
集

平
成
八
年

(一
九
九
六
)
三
月
)︒

(20
)
左
馬
頭
は
﹁
ま
め
事
﹂
と
﹁
あ
だ
事
﹂
と
を
比
較
し
な
が
ら
理
想
の
妻

を
得
る
難
し
さ
を
語
っ
て
い
る

(﹁
帚
木
﹂
一−
六
五
頁
)︒

(21
)
平
川
氏
に
よ
る
と
︑
古
代
の
地
方
の
行
政
組
織
で
あ
る
国
・
郡
・
里

(の
ち
に
郷
)
制
下
に
お
い
て
︑
責
任
者
﹁
里
長
﹂
の
妻
﹁
里
刀
自
﹂

は
﹁
里

(郷
)
内
の
各
戸
の
構
成
員
の
動
向
を
的
確
に
把
握
し
︑
農
業

経
営
に
隠
然
た
る
力
を
発
揮
し
た
﹂
と
い
う

(﹁
古
代
の
郡
家
と
里
・

郷
﹂﹁
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹂
第
一
七
八
集

平
成
二
五

年

(二
〇
一
三
)
三
月
)︒
注

(19
)
の
報
告
と
合
せ
て
興
味
深
い
の

は
︑
郡
司
か
ら
の
下
達
文
書
で
あ
る
郡
符
木
簡
の
中
に
︑
里
刀
自
宛
の

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
九
世
紀
半
の
木
簡
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

地
方
社
会
に
お
い
て
は
︑
平
安
初
期
に
至
っ
て
も
な
お
集
団
を
支
配
す

る
女
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒

(22
)
な
お
︑
初
段
﹁
初
冠
﹂
に
用
い
ら
れ
る
﹁
い
ち
は
や
き
み
や
び
﹂
が
昔

男
を
誉
め
讃
え
る
表
現
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
秋
山
虔

氏
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄
か
ら
﹃
伊
勢
物
語
﹄
へ
﹂
(注

(9
)
同
書

一

頁
)
や
山
本
登
朗
氏
﹁
﹁
い
ち
は
や
き
み
や
び
﹂
︱
︱
伊
勢
物
語
の
草

子
地

︱
︱
﹂
(﹃
伊
勢
物
語
の
生
成
と
展
開
﹄
笠
間
書
院

平
成
二
九

年
(二
〇
一
七
)

六
三
頁
)
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(23
)
﹁
平
安
時
代
の
女
性
と
出
家
姿

都
市
と
女
性
﹂
(﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日

本
史
上

︱
︱
宗
教
と
民
俗

身
体
と
性
愛
︱
︱
﹄
東
京
大
学
出
版
会

平
成
六
年

(
一
九
九
四
)
二
七
頁
)
︒

(24
)
左
馬
頭
は
思
わ
せ
ぶ
り
な
﹁
形
見
﹂
を
残
し
て
出
奔
し
そ
の
ま
ま
尼
と

な
っ
た
場
合
︑
多
く
の
場
合
本
人
が
浅
は
か
さ
を
後
悔
す
る
こ
と
に
な

る
と
も
述
べ
て
い
る

(﹁
帚
木
﹂
一−

六
六
～
六
七
頁
)
︒

(25
)
小
稿
で
は
﹁
思
ひ
出
づ
﹂
を
﹁
発
心
す
る
﹂
と
解
す
る
③
﹃
新
潮
日
本

古
典
集
成
﹄
の
説
を
首
肯
し
た
い
︒

『伊
勢
物
語
﹄
六
十
段
﹁
花
橘
﹂
小
論

七
八
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