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『
源
氏
物
語
』
の
「
い
と
ほ
し
」
が
抉
る
も
の

―
―「
か
わ
い
そ
う
で
、
見
て
い
ら
れ
な
い
」
心

今　

井　

久　

代

一
、
問
題
の
所
在
―
―
辞
書
の
検
討
か
ら

「
い
と
ほ
し
」
は
古
語
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
解
釈
の
難
し
い
情
意
語
で
あ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
辞
書
を
読
み
比
べ
る
ほ
ど
に
一
層
わ

け
が
わ
か
ら
な
く
な
る
そ
の
難
解
さ
は
、
Ⅰ
語
源
が
つ
か
み
に
く
い　

Ⅱ
全
く
異
な
る
二
つ
の
語
義
が
並
立
し
て
い
る　

Ⅲ
類
義
語
「
心

苦
し
」
と
の
棲
み
分
け
が
わ
か
ら
な
い　

の
三
つ
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
代
で
は
今
ひ
と
つ
わ
か
ら
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

持
つ
ら
し
い
こ
の
語
の
背
景
に
は
、
現
代
で
は
気
づ
か
な
い
事
態
の
捉
え
方
、
感
情
の
つ
か
み
方
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

Ⅰ
語
源
に
つ
い
て
は
、「
い
と
ふ
」
と
同
根
、「
い
た
は
し
」
の
転
、
の
二
説
が
あ
る
。「
い
と
ふ
」
説
の
山
崎
馨
は
、「
目
を
背
け
た
い
」

を
原
義
と
し
、
当
初
の
「
恥
づ
か
し
く
、
わ
が
身
か
ら
目
を
そ
む
け
た
い
ほ
ど
思
ふ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
稿
者
）
が
、「
意
味
の
重
点
が
自
己
か
ら
他

に
移
る
と
同
情
の
意
味
が
生
じ
」
た
と
す
る

）
1

（
注

。
た
だ
し
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
見
る
と
圧
倒
的
に
他
者
へ
の
同
情
を
思
わ
せ
る
状
況
が

多
く
、「『
い
と
ふ
』
は
い
や
が
る
、
き
ら
う
の
意
が
中
心
で
あ
る
か
ら
、『
い
と
ほ
し
』
と
は
直
ち
に
は
結
び
つ
け
が
た
い
。『
い
た
は
し
』

の
母
音
交
替
形
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
」（『
古
語
大
辞
典
』
小
学
館
）
と
い
う
見
方
も
生
ず
る
。
近
年
の
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
（
日

本
国
語
大
辞
典
）
で
は
、
冒
頭
で
「（
動
詞
「
い
と
ふ
」
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
）
苦
痛
や
苦
悩
で
心
身
を
悩
ま
す
さ
ま
を
表
わ
す
」
と

語
義
を
説
明
し
た
の
ち
、
最
後
の
語
誌
で
は
「『
い
た
は
し
』
の
母
音
交
替
形
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
」
と
説
明
を
変
え
て
い
る
。
山
崎
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馨
も
先
の
文
の
先
に
「（
い
た
は
し
と
）
後
世
意
味
の
混
同
を
招
い
た
」
と
す
る
。
し
か
し
双
方
と
も
に
語
源
と
い
う
の
も
多
少
苦
し
い

説
明
で
は
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
岩
波
古
語
辞
典
（
大
野
晋
。
角
川
学
芸
出
版
の
古
語
基
礎
語
辞
典
も
）
は
「
い
と
ふ
」
説
、
角
川
古
語
大

辞
典
は
「
い
と
ふ
」
説
を
最
初
に
あ
げ
つ
つ
「
い
た
は
し
」
説
を
異
説
と
し
て
挙
げ
、
古
語
大
鑑
（
東
京
大
学
出
版
会
）
も
「
い
と
ふ
」

を
最
初
に
挙
げ
、「
い
た
は
し
」
説
に
も
言
及
し
な
が
ら
「
こ
の
語
の
不
快
感
を
示
す
語
義
と
の
連
繋
の
説
明
に
問
題
が
残
る
」「
動
詞
形

『
い
た
ふ
』
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
な
る
ほ
ど
「
い
た
は
し
」
が
語
源
で
は
、「
心
苦
し
」
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い

が
な
く
な
り
そ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
厭
わ
し
い
」
が
ど
う
「
い
と
ほ
し
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、「
苦
痛
や
苦
悩
で
心
身
を
悩

ま
す
さ
ま
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）「
対
象
か
ら
目
を
そ
む
け
た
く
な
る
気
持
」（
角
川
古
語
大
辞
典
）
と
そ
の
あ
た
り
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

稿
者
は
角
川
古
語
大
辞
典
、
あ
る
い
は
「
気
の
毒
で
、
見
て
い
る
の
が
つ
ら
い
と
い
う
こ
と
」（
古
語
基
礎
語
辞
典
）
と
の
理
解
を
支
持

し
た
い
が
、
要
は
Ⅱ
大
き
く
方
向
性
の
違
う
解
釈
の
対
立
と
Ⅰ
語
源
が
い
か
に
結
び
つ
く
か
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ
解
釈
の
対
立
と
は
、「
⑴
自
分
に
と
っ
て
面
白
く
な
い
と
思
う
心
情
を
表
わ
す
。
つ
ら
い
。
困
る
。
い
や
だ
。　

⑵
他
人
に
対
す
る

同
情
の
心
を
表
わ
す
。
か
わ
い
そ
う
だ
。
ふ
び
ん
だ
。
気
の
毒
だ
。」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
の
よ
う
な
、
自
分
に
向
か
う
感
情
と
他
人
に

対
す
る
感
情
の
二
つ
の
方
向
性
を
言
う
。
た
だ
し
「
い
と
ほ
し
」
の
「
自
分
に
向
か
う
感
情
」
は
、
ほ
ぼ
他
者
と
微
妙
に
絡
ん
だ
も
の
で

あ
る
。

①
法
師
は
、
せ
め
て
こ
こ
に
宿
さ
ま
ほ
し
く
し
て
、
頭

か
し
ら
か
き
歩
く
。
い
と
ほ
し
け
れ
ど
、
ま
た
宿
か
へ
む
も
さ
ま
あ
し
く
、
わ
づ
ら
は

し
け
れ
ば
、（
源
氏
物
語
・
玉
鬘
一
〇
五
）

法
師
が
せ
っ
か
く
上
得
意
（
右
近
）
用
に
確
保
し
て
お
い
た
部
屋
を
、
事
情
を
知
ら
な
い
下
女
が
得
体
の
知
れ
ぬ
通
り
す
が
り
の
客
（
玉

鬘
一
行
）
に
貸
し
て
し
ま
い
、
あ
わ
て
ふ
た
め
く
場
面
で
あ
る
。
部
屋
に
通
し
た
玉
鬘
一
行
を
今
さ
ら
追
い
出
せ
な
い
法
師
の
善
良
さ
は

好
ま
し
い
が
、
し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
年
来
の
上
得
意
の
機
嫌
を
損
ね
か
ね
な
い
と
慌
て
る
程
度
の
計
算
高
さ
は
あ
る
。
何
と
か
部
屋
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を
、
と
対
応
に
追
わ
れ
る
法
師
の
心
情
は
、
ま
さ
に
「
自
分
に
と
っ
て
お
も
し
ろ
く
な
い
」「
つ
ら
い
」「
困
る
」
に
あ
て
は
ま
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
法
師
自
身
の
心
情
が
「
い
と
ほ
し
」
な
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
「
い
と
ほ
し
」
は
、
そ
の
困
り
果
て
て
い
る
法
師
を

見
て
い
る
、
玉
鬘
一
行
側
の
心
情
を
表
し
て
い
る
。

②
身
な
り
、
い
と
悪
し
。
あ
は
れ
と
は
見
奉
れ
ど
、
ま
づ
、
や
む
ご
と
な
き
子
ど
も
の
こ
と
を
す
る
ほ
ど
に
、
え
心
知
ら
ぬ
な
り
。
よ

か
る
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
、
心
と
も
し
給
へ
。
か
く
て
の
み
い
ま
す
る
が
い
と
ほ
し
や
（
落
窪
物
語
・
巻
一
）

こ
の
場
面
で
も
、
ひ
ど
い
身
な
り
を
父
に
見
ら
れ
て
い
る
落
窪
君
自
身
に
も
、
つ
ら
い
、
困
っ
た
と
い
っ
た
心
情
が
あ
ろ
う
が
、
そ
う

し
た
落
窪
君
の
心
情
で
は
な
く
て
、
惨
め
な
状
態
の
落
窪
君
を
見
て
い
る
父
中
納
言
の
心
情
が
「
い
と
ほ
し
」
で
あ
る
。
⑴「
つ
ら
い
、

困
る
」
の
大
半
は
、
い
ま
つ
ら
く
困
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
必
ず
困
る
で
あ
ろ
う
B
の
傍
ら
で
、
A
が
抱
く
「
つ
ら
い
、
困
る
」
な
の
で

あ
る
。
①
で
言
え
ば
困
っ
て
い
る
法
師
を
見
れ
ば
自
分
た
ち
が
出
て
行
く
べ
き
だ
が
、
も
う
新
し
い
宿
を
探
す
気
力
も
な
く
て
困
る
、
②

で
言
え
ば
惨
め
な
身
な
り
の
落
窪
君
に
満
足
な
衣
装
を
整
え
て
や
る
べ
き
だ
が
、
家
政
の
こ
と
も
わ
か
ら
ず
困
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
う
し
た
点
が
、「
つ
ら
い
、
困
る
」
を
表
す
情
意
語
と
し
て
通
常
使
わ
れ
る
「
わ
び
し
」
と
「
い
と
ほ
し
」
と
の
、
決
定
的
な

違
い
で
あ
る
。「
わ
び
し
」
の
つ
ら
い
状
況
が
A
自
身
の
中
で
完
結
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
い
と
ほ
し
」
は
ほ
と
ん
ど
が
A
以
外
の
B
に

つ
ら
い
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
と
関
わ
っ
て
A
の
つ
ら
さ
が
生
じ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
「
い
と
ほ
し
」
が
生
ず
る
状
況
は
、
類
義
語
「
心
苦
し
」
と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
よ
う

に
、
つ
ら
く
て
困
っ
て
い
る
B
を
前
に
し
て
の
、
A
の
感
情
と
な
る
と
、
Ⅲ
な
ぜ
こ
の
二
語
の
使
い
分
け
が
生
ず
る
の
だ
ろ
う
か
。
苦
境

に
陥
っ
て
い
る
B
へ
の
情
意
な
ら
ば
、
当
然
⑵「
か
わ
い
そ
う
だ
。
ふ
び
ん
だ
。
気
の
毒
だ
」
と
な
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
が
「
い
と
ほ
し
」

の
中
心
的
な
意
味
と
思
え
て
く
る
が
、
そ
う
な
れ
ば
「
自
他
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
、
他
者
の
苦
痛
・
不
幸
で
心
の
痛
む
」（
角
川
古
語

大
辞
典
の
「
心
苦
し
」
の
説
明
）
同
情
や
思
い
や
り
と
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
や
は
り
「
い
と
ほ
し
」
は
、
⑴
と
⑵
と
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い
う
、
一
見
す
る
と
全
く
違
う
二
つ
の
方
向
性
を
抱
え
た
複
雑
な
感
情
で
あ
る
点
に
勘
所
が
あ
る
ら
し
い
。
⑴
と
⑵
の
重
な
り
合
う
心

は
、
当
然
た
だ
の
「
わ
び
し
（
つ
ら
い
、
困
る
）」
と
も
「
心
苦
し
（
気
の
毒
）」
と
も
異
な
っ
た
、
現
代
語
で
は
捉
え
て
い
な
い
複
雑
な

感
情
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
⑴
と
⑵
の
ど
ち
ら
が
「
い
と
ほ
し
」
の
語
義
と
し
て
適
切
か
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ
の
語
義
を

含
ん
で
成
り
立
つ
「
い
と
ほ
し
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
考
え
た
い

）
2

（
注

。
そ
の
際
に
は
、「
い
ま
つ
ら
く
困
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
必
ず
つ
ら
く

困
る
で
あ
ろ
う
B
の
傍
ら
で
、
A
が
抱
く
感
情
」
と
い
う
、「
い
と
ほ
し
」
が
出
現
す
る
状
況
、
人
間
関
係
に
特
に
留
意
し
な
が
ら
考
え

て
い
き
た
い
。
現
代
語
に
置
き
換
え
に
く
い
「
い
と
ほ
し
」
と
い
う
語
を
通
じ
て
、
人
間
の
ど
の
よ
う
な
側
面
が
捉
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う

な
人
間
性
を
描
き
得
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
、「
い
と
ほ
し
」
を
以
下
考
え
る
。

二
、
自
分
と
他
人
の
関
わ
り
―
―
自
分
の
せ
い
と
い
う
心

『
源
氏
物
語
』
で
は
、「
な
ま
い
と
ほ
し
」「
い
と
ほ
し
げ
な
り
」「
い
と
ほ
し
が
る
」
等
の
派
生
語
も
含
め
る
と
、
全
部
で
386
例
も
の
用

例
を
確
認
で
き
る

）
3

（
注

。
こ
れ
ら
を
調
べ
て
み
る
と
、
す
べ
て
の
用
例
で
、「
い
と
ほ
し
」
は
他
者
の
つ
ら
い
状
況
に
関
わ
り
を
も
つ
な
か
で

生
ず
る
感
情
と
言
え
る
。
近
年
陣
野
英
則
が
「
い
と
ほ
し
」
の
ほ
ぼ
全
て
は
「
つ
ら
い
、
困
る
」
と
解
す
べ
き
も
の
と
論
じ
、
注
目
さ
れ

て
い
る
が

）
4

（
注

、「
困
る
」
と
訳
す
と
、
そ
れ
は
そ
れ
で
こ
の
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
取
り
落
と
す
感
が
残
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
つ
ら
く

困
っ
て
い
る
B
の
傍
ら
で
A
が
抱
く
感
情
が
「
い
と
ほ
し
」
で
あ
り
、
A
自
身
も
困
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
A
の
み
で
は
完
結
し
て
い
な

い
状
況
で
の
「
困
る
」
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
本
節
で
は
、「
い
と
ほ
し
」
の
用
例
の
な
か
で
も
「
⑴
困
る
、
つ
ら
い
」
に
分
類
さ
れ
や
す
い

用
例
を
中
心
に
、
A
の
困
苦
と
B
の
困
苦
と
が
通
底
し
合
っ
て
い
る
、「
い
と
ほ
し
」
が
使
わ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

③
惟
光
尋
ね
き
こ
え
て
、
御
く
だ
も
の
な
ど
ま
ゐ
ら
す
。
右
近
が
言
は
む
こ
と
、
さ
す
が
に
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
近
く
も
え
さ
ぶ
ら
ひ

寄
ら
ず
。（
夕
顔
一
六
二
）
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夕
顔
の
も
と
に
源
氏
が
通
い
始
め
た
場
面
で
あ
る
。
源
氏
は
乳
母
が
病
臥
の
身
を
寄
せ
て
い
た
五
条
邸
の
隣
の
夕
顔
の
花
咲
く
宿
か
ら
、

源
氏
を
誘
う
よ
う
な
和
歌
を
贈
ら
れ
た
あ
と
、
そ
の
送
り
主
の
身
元
を
惟
光
に
探
ら
せ
た
。
惟
光
は
、
そ
の
宿
の
女
房
の
右
近
を
語
ら
っ

て
恋
仲
に
な
り
、
頻
繁
に
出
入
り
す
る
う
ち
に
、
右
近
た
ち
は
必
死
に
隠
し
て
い
る
が
、
主
人
格
と
思
え
る
女
性
が
身
を
潜
め
て
い
る
こ

と
、
そ
の
女
性
は
薄
幸
そ
う
な
美
し
い
人
で
あ
る
こ
と
、
ど
う
や
ら
頭
中
将
と
か
つ
て
深
い
仲
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
突
き
止
め
る
。

そ
の
報
告
を
受
け
た
源
氏
は
、
で
は
か
つ
て
頭
中
将
が
忘
れ
が
た
い
ま
ま
行
方
知
れ
ず
に
し
て
し
ま
っ
た
常
夏
の
女
な
の
で
は
、
と
察
し

て
興
味
を
も
ち
、
女
の
も
と
に
通
う
よ
う
に
な
る
。
実
は
源
氏
が
通
う
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
、「
く
だ
く
だ
し
け
れ
ば
、
例
の
も
ら
し

つ
」
で
省
筆
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
通
常
の
よ
う
に
歌
の
や
り
と
り
の
末
、
女
方
の
許
し
を
得
て
通
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら

ば
、
女
方
が
源
氏
の
身
元
を
知
ら
ず
、
あ
と
を
付
け
さ
せ
る
事
態
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
『
落
窪
物
語
』
の
道
頼
と
落

窪
君
の
よ
う
な
形
、
す
な
わ
ち
何
度
も
通
っ
て
勝
手
知
っ
た
る
帯
刀
（
惟
光
）
が
あ
ら
か
じ
め
主
人
の
道
頼
（
源
氏
）
を
邸
内
に
引
き
入

れ
て
侵
入
ル
ー
ト
を
教
え
た
の
ち
、
自
分
は
恋
人
の
あ
こ
き
（
右
近
）
の
も
と
を
訪
れ
て
一
夜
を
過
ご
す
、
そ
の
間
に
言
わ
れ
た
通
り
侵

入
し
た
道
頼
（
源
氏
）
が
強
引
に
落
窪
君
（
夕
顔
）
と
契
り
を
結
ん
で
し
ま
う
、
と
い
っ
た
経
緯
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
『
落

窪
物
語
』
と
違
う
の
は
、
最
後
ま
で
惟
光
は
光
源
氏
と
は
無
関
係
を
装
い
、
主
従
だ
と
は
女
方
に
知
ら
せ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
源
氏
が

夕
顔
を
皇
室
ゆ
か
り
の
「
な
に
が
し
院
」
に
連
れ
出
し
て
、
相
手
は
光
源
氏
だ
と
わ
か
っ
た
の
ち
も
、
主
従
と
知
っ
た
右
近
が
あ
れ
こ
れ

言
う
の
は
「
い
と
ほ
し
」
な
の
で
、
惟
光
は
源
氏
の
側
に
も
寄
ら
な
か
っ
た
。
身
元
を
隠
し
て
通
い
た
い
と
い
う
光
源
氏
の
意
向
に
従

い
、
惟
光
は
夕
顔
へ
の
忍
び
歩
き
の
お
伴
は
随
身
に
任
せ
た
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
の
惟
光
の
「
い
と
ほ
し
」
は
、
光
源
氏
の
従
者
と
知
れ
て
右
近
に
言
わ
れ
る
の
は
「
困
る
」
の
意

で
あ
り
、
こ
こ
で
困
る
状
態
に
あ
る
の
は
惟
光
だ
け
の
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、
身
元
を

隠
し
て
通
う
男
（
光
源
氏
）
を
、
女
た
ち
が
心
底
歓
迎
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
惟
光
が
主
従
関
係
を
明
か
し
て
も
何
の
困
る
こ
と
は
な
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い
。
内
偵
し
て
手
引
き
し
た
の
を
感
謝
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
責
め
ら
れ
は
し
な
い
か
ら
だ
。
惟
光
が
身
元
を
隠
し
続
け
た
の
は
、
女
た
ち
が

身
元
を
隠
し
て
通
っ
て
く
る
男
に
、
困
り
傷
つ
い
て
い
た
の
を
察
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
「
困
っ
た
事
態
」
は
惟
光

の
な
か
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
背
後
に
も
っ
と
困
っ
て
い
た
右
近
た
ち
が
居
て
、
そ
の
事
態
に
惟
光
は
責
任
の
一
端
を

負
っ
て
い
る
。
惟
光
の
「
右
近
が
言
は
む
こ
と
、
さ
す
が
に
い
と
ほ
し
」
に
は
、
主
従
と
知
れ
れ
ば
黙
っ
て
い
た
惟
光
を
責
め
る
だ
ろ

う
、
右
近
へ
の
同
情
や
申
し
訳
な
さ
が
交
じ
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
同
情
や
申
し
訳
な
さ
が
あ
り
、
負
い
目
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
右

近
た
ち
の
言
葉
は
耳
に
痛
く
、
惟
光
は
困
る
の
で
あ
る
。
夕
顔
巻
は
ほ
と
ん
ど
が
光
源
氏
側
か
ら
語
ら
れ
て
お
り
、
夕
顔
側
の
思
い
に
つ

い
て
は
筆
が
極
力
削
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
身
元
を
隠
し
て
通
う
源
氏
の
不
誠
実
な
対
応
に
、
夕
顔
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
傷
つ
き
絶
望

し
て
い
た
か
が
、
特
に
現
代
の
読
者
に
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
の
「
わ
び
し
」
で
な
い
「
い
と
ほ
し
」
に
注
目
す
る
こ

と
で
、
不
実
な
源
氏
の
行
動
に
傷
つ
く
女
方
と
、
そ
の
交
際
に
責
任
の
一
端
を
感
じ
て
い
た
惟
光
の
負
い
目
と
が
読
み
と
れ
よ
う
。

続
い
て
は
、「
自
分
自
身
が
つ
ら
い
」
の
例
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
次
の
例
で
あ
る

）
5

（
注

。

④
尚
侍
の
君
は
、
わ
れ
か
の
心
地
し
て
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
さ
る
。
大
将
殿
も
い
と
ほ
し
う
、
つ
ひ
に
要
な
き
ふ
る
ま
ひ
の
積
も
り
て
、
人

の
も
ど
き
を
負
は
む
と
す
る
こ
と
（
賢
木
一
四
六
）

朧
月
夜
と
の
密
会
の
場
に
右
大
臣
に
踏
み
込
ま
れ
た
場
面
に
続
く
叙
述
で
あ
る
。「
尚
侍
」
と
対
比
し
て
「
大
将
殿
」
の
心
情
を
象
る
叙

述
で
あ
り
、
①
②
や
「
つ
ら
き
も
の
に
思
ひ
は
て
た
ま
ひ
な
む
も
い
と
ほ
し
く
」（
賢
木
八
四
）
の
よ
う
に
、「
い
と
ほ
し
」
が
明
確
に
他

者
と
関
わ
る
の
を
示
す
叙
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
こ
こ
の
「
い
と
ほ
し
」
で
は
、「
大
将
殿
も
つ
ら
い
」
の
よ
う
に
、
密

通
発
覚
へ
の
源
氏
の
困
惑
が
真
っ
先
に
読
み
取
れ
る
。
た
だ
し
、
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
な
が
ら
密
通
発
覚
は
朧
月
夜
に
も
痛
手
で
あ

る
。「
つ
ら
い
」
は
源
氏
の
な
か
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
な
く
、
朧
月
夜
も
つ
ら
い
状
況
に
「
死
ぬ
べ
く
」
苦
し
ん
で
お
り
、
そ
う
考

え
る
と
「
い
と
ほ
し
」
に
は
、
源
氏
の
朧
月
夜
に
向
け
た
感
情
も
含
ん
で
い
て
お
か
し
く
な
い
。
源
氏
は
た
だ
に
自
分
が
窮
地
に
あ
る
か
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ら
つ
ら
い
の
で
は
な
く
、「
死
ぬ
べ
く
」
の
朧
月
夜
の
苦
悩
を
他
人
事
に
で
き
な
い
責
任
を
負
い
、
ゆ
え
に
つ
ら
い
と
い
う
よ
う
な
、
相

手
と
の
関
係
の
絡
み
つ
い
た
窮
地
ゆ
え
に
「
つ
ら
い
」
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
「
い
と
ほ
し
」
の
困
惑
状
態
は
、
一
見
当
人
の
困
惑
に
見
え

て
も
、
他
者
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。「
殿
も
、
い
と
ほ
し
う
人
々
も
思
ひ
疑
ひ
け
る
筋
を
、
心
清
く
あ
ら
は
し
た
ま
ひ
て
」（
真
木
柱
三

五
三
）
も
、
ま
っ
た
く
同
様
の
用
例
で
あ
る
。「
困
っ
た
こ
と
に
」
と
訳
す
に
し
て
も

）
6

（
注

、
養
父
娘
で
あ
り
な
が
ら
実
は
わ
り
な
い
仲
だ
っ

た
の
で
は
と
周
囲
に
疑
わ
れ
る
の
は
、
源
氏
以
上
に
玉
鬘
が
傷
つ
く
噂
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
疑
惑
の
責
め
は
自
分
の
不
埒
さ
に
帰
す
の

も
、
源
氏
は
自
覚
し
て
い
る
。
単
に
自
分
が
人
に
疑
わ
れ
て
困
る
の
で
は
な
く
、
他
者
（
玉
鬘
）
も
困
る
状
況
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
自

分
だ
と
感
じ
て
い
る
、
だ
か
ら
一
層
困
る
の
で
あ
る
。「
い
と
ほ
し
」
に
玉
鬘
へ
の
同
情
を
読
む
機
微
は
そ
こ
に
あ
る
。

次
の
「
い
と
ほ
し
」
も
当
人
に
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。

⑤「
御
事
に
よ
り
、
内
の
大
臣
の
怨
じ
て
も
の
し
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
い
と
な
む
い
と
ほ
し
き
。」（
少
女
四
七
）

⑥
宮
も
う
ち
は
へ
て
、
も
の
を
つ
つ
ま
し
く
い
と
ほ
し
と
の
み
お
ぼ
し
嘆
く
け
に
や
あ
ら
む
、
月
多
く
か
さ
な
り
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
い

と
苦
し
げ
に
お
は
し
ま
せ
ば
、（
若
菜
下
二
六
六
）

⑤
は
、
周
囲
が
知
ら
な
い
う
ち
に
夕
霧
と
雲
井
雁
が
恋
仲
に
な
り
、
し
か
も
そ
う
と
内
大
臣
が
知
っ
た
折
の
、
大
宮
の
言
。
内
大
臣
は
怒

り
の
あ
ま
り
母
大
宮
の
監
督
責
任
を
言
い
つ
の
り
、
二
人
の
仲
を
引
き
裂
い
て
雲
井
雁
を
自
邸
に
引
き
取
る
こ
と
を
決
意
す
る
の
だ
が
、

⑤
で
は
そ
の
内
大
臣
の
怒
り
に
接
し
た
大
宮
が
、
ま
だ
事
態
を
知
ら
な
い
夕
霧
に
諭
し
て
い
る
。
あ
な
た
の
こ
と
で
内
大
臣
が
恨
む
の
で

た
い
そ
う
困
っ
た
と
解
し
得
る
言
だ
が
、
大
宮
が
直
面
し
た
恨
み
言
は
と
ば
っ
ち
り
で
、
根
本
に
は
夕
霧
の
つ
ら
い
状
況
が
あ
る
。「
い

と
ほ
し
」
の
状
況
は
、
大
宮
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
夕
霧
に
こ
そ
大
本
が
あ
る
の
だ
。
恨
ま
れ
て
「
わ
び
し
」
で
な
く
「
い
と
ほ
し
」

と
語
る
大
宮
の
心
に
は
、
内
大
臣
の
恨
み
言
へ
の
困
惑
の
み
な
ら
ず
、
自
分
以
上
の
怒
り
を
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
ま
だ
気
づ
い
て
い
な

い
孫
へ
の
憐
憫
と
、
こ
う
し
た
事
態
を
防
げ
な
か
っ
た
負
い
目
が
あ
る
は
ず
だ
。
大
宮
自
身
の
困
惑
と
と
も
に
、「
わ
び
し
」
で
は
表
せ
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な
い
鍾
愛
の
孫
へ
の
情
愛
も
混
じ
る
か
ら
、「
い
と
ほ
し
」
が
選
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
。

⑥
の
「
い
と
ほ
し
」
も
ま
た
、
④
⑤
と
同
じ
く
他
者
と
関
わ
る
感
情
で
あ
る
の
を
示
す
叙
述
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
不
義
の
子
を
妊
娠

さ
せ
ら
れ
た
女
三
の
宮
の
苦
悩
だ
け
を
読
み
た
く
な
る
場
面
で
あ
る
。
た
だ
し
構
図
を
考
え
れ
ば
、
妻
が
他
の
男
の
子
を
妊
娠
し
た
源
氏

の
方
に
も
苦
悩
や
困
惑
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
④
⑤
と
同
じ
く
、
女
三
の
宮
の
困
苦
は
光
源
氏
の
そ
れ
の
原
因
で
も
あ
り
、
源
氏
に
対

し
て
い
た
わ
し
い
と
か
申
し
訳
な
い
と
い
っ
た
女
三
宮
の
感
情
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
⑥
の
例
に
は
女
三
宮
の

光
源
氏
に
向
け
る
視
線
を
感
じ
に
く
く
、
女
三
の
宮
の
な
か
で
閉
じ
た
感
が
強
い
の
は
、
こ
こ
以
外
の
叙
述
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り

女
三
宮
の
場
合
、
そ
の
心
内
語
が
と
て
も
少
な
く
、
周
囲
に
ど
ん
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
か
、
読
み
取
り
に
く
い
の
だ
。
源
氏
へ
の
感
情

に
つ
い
て
言
え
ば
、
源
氏
の
叱
責
を
極
度
に
恐
れ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
が
（
例　

蹴
鞠
の
場
面
で
、
柏
木
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た

と
き
の
反
応
）、
ど
れ
ほ
ど
の
個
人
的
情
愛
を
抱
い
て
い
た
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
こ
の
た
め
こ
こ
の
「
い
と
ほ
し
」
に
、
望
ま
な
い
妊

娠
を
強
い
ら
れ
、
萎
縮
し
困
苦
す
る
女
三
宮
の
心
情
の
み
を
読
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
も
の
を
つ
つ
ま
し
く
わ
び
し
」
で
は
な
く

「
い
と
ほ
し
」
と
語
る
こ
と
か
ら
、
た
だ
に
自
己
の
苦
し
み
に
困
惑
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
源
氏
に
向
け
た
女
三
宮
の
情
愛
を
読
む
こ
と

は
で
き
な
い
か
。
自
分
の
せ
い
で
源
氏
を
苦
し
め
て
い
る
自
覚
や
負
い
目
が
、「
い
と
ほ
し
」
の
困
惑
に
隠
れ
て
は
い
ま
い
か
。「
め
ざ
ま

し
」（
若
菜
下
二
二
五
）
と
い
う
反
応
が
、
柏
木
を
見
下
す
宮
の
誇
り
高
さ
を
示
唆
す
る
の
と
同
様
に
、
宮
な
り
の
源
氏
へ
の
情
愛
の
あ

り
か
を
、「
い
と
ほ
し
」
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
女
三
宮
は
、
光
源
氏
や
柏
木
、
夕
霧
、
薫
、
小
侍
従
、
紫
の
上
な
ど
、
多
く
の
作
中
人
物
か
ら
「
い
と
ほ
し
」
の
ま
な
ざ
し

が
向
け
ら
れ
る
が
、
女
三
の
宮
が
「
い
と
ほ
し
」
を
感
ず
る
の
は
、

⑦（
源
氏
が
）
か
く
け
し
き
も
知
り
た
ま
は
ぬ
も
い
と
ほ
し
く
心
苦
し
く
お
ぼ
さ
れ
て
、（
女
三
）
宮
は
人
知
れ
ず
涙
ぐ
ま
し
く
お
ぼ
さ

る
（
若
菜
下
二
三
一
）
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⑧
わ
れ
さ
へ
お
ろ
か
な
る
さ
ま
に
（
朱
雀
院
に
）
見
え
た
て
ま
つ
り
て
、
い
と
ど
う
し
ろ
め
た
き
（
朱
雀
院
の
）
御
思
ひ
の
そ
ふ
べ
か

め
る
を
、（
女
三
宮
は
）
い
と
い
と
ほ
し
と
お
ぼ
す
（
横
笛
三
四
七
）

と
、
光
源
氏
の
他
に
は
、
女
三
宮
が
心
か
ら
慕
う
父
朱
雀
院
に
関
わ
る
事
態
だ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
い
と
ほ
し
」
と
は
異
な
り
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
次
の
「
い
と
ほ
し
」
は
、
道
綱
母
一
人
の
み

に
関
わ
る
事
態
に
関
わ
っ
て
の
情
意
と
見
え
る
。

⑨
お
ほ
や
け
に
は
、
例
の
、
八
幡
の
祭
に
な
り
ぬ
。
つ
れ
づ
れ
な
る
を
と
て
、
忍
び
や
か
に
立
て
れ
ば
、
こ
と
に
は
な
や
か
に
て
、
い

み
じ
う
追
ひ
散
ら
す
者
来
。
誰
な
ら
む
と
見
れ
ば
、
御
前
ど
も
の
中
に
例
見
ゆ
る
人
な
ど
あ
り
。
さ
な
り
け
り
と
思
ひ
て
見
る
に

も
、
ま
し
て
我
が
身
い
と
ほ
し
き
心
地
す
（
蜻
蛉
日
記
・
下
巻
）

⑩
こ
の
風
の
簾
を
外
へ
吹
き
、
内
へ
吹
き
ま
ど
は
せ
ば
、
簾
を
頼
み
た
る
者
ど
も
、
わ
れ
か
人
か
に
て
、
お
さ
へ
ひ
か
へ
騒
ぐ
間
に
、

何
か
、
あ
や
し
の
袖
口
も
み
な
見
つ
ら
む
と
思
ふ
に
、
死
ぬ
ば
か
り
い
と
ほ
し
（
蜻
蛉
日
記
・
下
巻
）

⑨
は
、
八
幡
祭
の
見
学
に
出
た
道
綱
母
が
、
は
な
や
か
に
通
り
過
ぎ
る
兼
家
一
行
に
遭
遇
し
、
彼
我
の
圧
倒
的
な
差
を
感
じ
、
も
は
や
兼

家
の
妻
と
は
言
い
が
た
い
ほ
ど
の
し
が
な
い
我
が
身
を
思
い
知
る
場
面
で
あ
る
。
⑩
は
道
綱
母
が
迎
え
た
養
女
の
も
と
に
求
婚
し
て
い
た

遠
度
に
、
風
の
い
た
ず
ら
に
よ
り
、
打
ち
解
け
姿
を
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
道
綱
母
自
身
の
、
み
っ
と
も
な
い
姿

が
明
ら
か
に
な
っ
た
つ
ら
さ
に
対
し
て
の
も
の
で
、
そ
こ
に
道
綱
母
以
外
の
人
物
の
つ
ら
さ
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
で
は
、

道
綱
母
の
な
か
で
つ
ら
い
状
態
は
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
、『
源
氏
物
語
』
に
は
な
い
用
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
べ
き

か
。
一
つ
に
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
独
特
の
鋭
い
言
語
感
覚
に
よ
り
限
定
的
な
使
い
方
が
な
さ
れ
て
い
て
、「
つ
ら
く
て
自
分
を
見
て

い
た
く
な
い
」
か
ら
「
か
わ
い
そ
う
で
、
つ
ら
く
て
、
見
て
い
ら
れ
な
い
」
へ
と
、「
い
と
ふ
」
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
）
7

（
注

。
さ
ら
に
は
も
う
一
つ
、
次
節
に
詳
し
く
取
り
上
げ
る
が
、「
語
り
手
」
の
批
評
と
し
て
の
「
い
と
ほ
し
」
用
法
に
関
わ
る
も
の
と
見
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る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
な
る
と
、
道
綱
母
の
視
点
か
ら
世
界
を
語
る
一
人
称
語
り
を
離
れ
、
物
語
的
視
点
が
時

折
混
じ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
二
例
も
そ
の
語
り
の
傾
向
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
は
道
綱
母
自
身
の
身
に
起
き
た
こ
と

で
あ
る
の
だ
が
、
ま
る
で
物
語
の
作
中
人
物
を
語
る
か
の
よ
う
に
、
一
歩
遠
の
い
た
立
場
か
ら
語
る
姿
勢
が
「
い
と
ほ
し
」
に
感
じ
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
だ
。

翻
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
「
い
と
ほ
し
」
で
は
、
当
該
人
物
自
身
の
な
か
で
完
結
す
る
困
窮
で
は
な
く
、
自
身
の
困
窮
が
他
者
の
困
窮

に
通
じ
て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
最
初
の
用
例
①
②
に
も
顕
著
な
よ
う
に
、
自
身
に
向
か
う
「
困
る
」
に
は
独
特

の
傾
向
が
あ
る
。
玉
鬘
一
行
や
父
中
納
言
は
、
法
師
や
落
窪
君
に
対
し
て
「
気
の
毒
」
と
も
、
自
分
に
対
し
て
「
い
た
た
ま
れ
な
い
、
困

る
」
と
も
取
れ
る
感
情
を
抱
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
自
身
に
向
か
う
感
情
に
は
、「
自
分
の
存
在
の
し
か
た
が
原
因
で
何
者
か
を
傷
つ
け

る
」（
角
川
古
語
大
辞
典
の
説
明
）、
つ
ま
り
B
の
状
態
に
つ
い
て
、
A
自
身
に
何
ほ
ど
か
責
任
が
あ
る
と
の
感
覚
が
背
後
に
あ
る
）
8

（
注

。
用
例

①
で
い
え
ば
、
B
法
師
の
困
窮
に
対
し
、
A
玉
鬘
一
行
自
身
の
せ
い
と
の
負
い
目
が
明
確
に
あ
る
。
そ
れ
が
よ
く
窺
え
る
の
が
点
線
部
分

で
、
責
任
を
感
じ
て
宿
を
変
え
よ
う
と
も
思
う
の
だ
が
、
疲
労
困
憊
の
玉
鬘
が
や
っ
と
寛
い
だ
今
、
宿
を
変
え
る
の
も
不
体
裁
と
逡
巡

し
、
結
局
居
座
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
い
と
ほ
し
」
の
周
辺
で
は
、
B
の
苦
境
に
対
し
て
A
が
何
と
か
し
た
り
、
し
よ
う
と
し
た

り
、
あ
る
い
は
A
に
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
の
言
い
訳
が
ま
し
い
叙
述
が
続
く
こ
と
が
多
い
）
9

（
註

。
用
例
②
で
い
え
ば
、
B
落
窪
姫
君
の
惨

め
な
姿
に
つ
い
て
、
A
中
納
言
に
は
父
で
あ
る
自
分
の
せ
い
と
の
思
い
が
あ
り
、
何
と
か
し
て
や
り
た
く
も
思
う
が
、
妻
に
牛
耳
ら
れ
て

い
る
身
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
逃
げ
て
し
ま
う
。
そ
の
あ
た
り
の
心
情
が
点
線
部
、
特
に
「
え
心
知
ら
ぬ
な
り
」「
心
と
も
し
給
へ
」

と
い
っ
た
言
い
訳
が
ま
し
い
言
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

目
の
前
の
他
者
の
苦
境
、
あ
る
い
は
避
け
ら
れ
な
い
苦
境
の
見
通
し
に
対
し
て
、
何
か
す
べ
き
、
こ
の
事
態
は
自
分
に
も
責
任
が
あ
る

と
思
う
の
に
、
し
か
し
実
際
は
何
も
で
き
な
い
、
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
事
態
の
先
送
り
と
い
う
と
き
、
人
は
た
だ
の
同
情
（
心
苦
し
）
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と
は
違
っ
て
、
そ
ん
な
情
け
な
い
ダ
メ
な
自
分
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
気
持
ち
を
抱
か
せ
る
他
者
か
ら
、
目
を
背
け
た
く
な
る
も
の

だ
。「
い
と
ほ
し
」
の
「
か
わ
い
そ
う
で
、
見
て
い
ら
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

」
は
、
他
者
の
つ
ら
い
状
況
へ
の
負
い
目

0

0

0

0

0

0

0

が
漂
う
と
き
に
、
他
者
へ
の
同

情
だ
け
で
は
な
い
、
自
分
に
向
か
う
⑴「
つ
ら
い
、
困
る
、
い
や
だ
」
感
情
が
湧
き
出
る
機
微
を
え
ぐ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
負
い

目
が
「
い
と
ほ
し
」
の
「
見
て
い
ら
れ
な
い
」
感
じ
、
自
分
に
向
か
う
困
惑
や
つ
ら
さ
の
源
泉
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
こ
こ
で
真
に
目
を
背
け
た
い
の
は
、
は
じ
め
に
引
い
た
山
崎
馨
が
言
う
よ
う
に
、「
わ
が
身
」
な
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
次
の
よ
う
に
、

実
際
に
は
全
く
当
人
に
責
任
は
な
く
と
も
、「
い
と
ほ
し
」
を
感
じ
て
い
る
例
も
あ
る
。

⑪
中
の
宮
も
、
あ
い
な
く
い
と
ほ
し
き
御
け
し
き
か
な
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
例
の
や
う
に
大
殿
籠
り
ぬ
。（
総

角
二
五
〇
）

女
房
た
ち
が
大
君
に
薫
と
の
結
婚
を
受
け
入
れ
る
よ
う
言
い
つ
の
る
の
を
耳
に
し
た
、
中
君
の
心
で
あ
る
。
薫
と
の
結
婚
を
強
要
さ
れ
る

大
君
の
困
苦
に
、
中
君
は
同
情
す
る
。
し
か
し
こ
の
結
婚
問
題
に
つ
い
て
、
中
君
に
何
か
す
る
力
は
全
く
な
く
、
女
房
を
制
す
る
力
す
ら

な
い
。
無
力
な
中
君
が
姉
を
前
に
「
い
と
ほ
し
」―
―
あ
る
種
の
負
い
目
を
感
じ
る
の
は
、
中
君
の
大
君
に
対
す
る
も
と
も
と
の
情
愛
の

深
さ
の
せ
い
だ
ろ
う
。
中
君
に
と
っ
て
大
君
は
、
ほ
と
ん
ど
半
身
に
感
ず
る
大
切
な
相
手
で
あ
る
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
結
局
の
と
こ
ろ
大

君
の
苦
境
は
大
君
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
救
う
こ
と
も
分
か
つ
こ
と
も
で
き
ず
た
だ
見
て
い
る
し
か
な
い
現
実
に
、
中
君
は
負
い
目
を
感

ず
る
。
B
に
深
い
情
愛
を
抱
き
か
つ
B
の
苦
境
が
深
刻
で
あ
る
と
き
、
ど
う
に
も
分
か
ち
得
な
い
苦
を
通
じ
て
A
は
B
と
別
人
で
あ
る
自

分
に
改
め
て
気
づ
き
、
自
分
だ
け
安
穏
で
あ
る
の
に
負
い
目
を
抱
く
。
角
川
古
語
大
辞
典
が
、「
⑵
ほ
ぼ
『
気
の
毒
だ
』
に
あ
た
る
が
、

今
日
い
う
と
こ
ろ
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
痛
切
で
あ
る
。
同
情
に
堪
え
ぬ
」
と
説
明
を
付
け
た
く
な
る
よ
う
な
、「
い
と
ほ
し
」
に
時
に
こ

も
る
「
い
っ
そ
う
痛
切
」
の
機
微
は
、
こ
の
あ
た
り
に
発
す
る
の
で
は
な
い
か
。

「
い
と
ほ
し
」
は
「
心
苦
し
」
に
比
べ
る
と
、
対
象
と
の
間
に
あ
る
種
の
距
離
感
が
あ
る
と
い
う

）
10

（
注

。
⑴「
困
る
、
い
や
だ
」
に
向
か
う
心



―48―

が
あ
る
こ
と
自
体
、
な
る
ほ
ど
対
象
と
の
間
に
距
離
が
あ
る
。
た
だ
し
自
分
の
「
困
る
、
い
や
だ
」
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
な
か
だ
け

に
収
束
し
な
い
、
他
人
の
つ
ら
さ
に
関
わ
っ
て
生
ず
る
「
つ
ら
い
」
を
、「
い
と
ほ
し
」
は
え
ぐ
り
出
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
他
人
の

「
つ
ら
い
、
困
る
」
に
接
し
な
が
ら
、
た
だ
「
心
苦
し
」
と
共
感
同
情
す
る
の
で
な
い
、
自
分
に
還
っ
て
く
る
「
つ
ら
い
、
困
る
」
の
機

微
を
、「
い
と
ほ
し
」
は
照
ら
し
出
す
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
負
い
目
と
い
う
も
の
を
は
ら
む
ゆ
え
の
微
妙
な
距
離
感
―
―
苦
境
に
あ
る
B

と
関
わ
り
つ
つ
、
B
と
一
体
化
で
き
な
い
あ
る
種
の
距
離
感
が
も
た
ら
す
、
心
の
複
雑
な
機
微
へ
の
洞
察
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
い
と
ほ

し
」
と
い
う
語
が
、
あ
る
種
の
人
間
心
理
の
綾
―
―
一
心
同
体
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
気
づ
く
他
者
へ
の
思
い
や
関
係
性
を
意
識
化
さ
せ

る
、
批
評
性
を
孕
む
語
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
を
次
節
で
は
、
語
り
手
の
使
う
「
い
と
ほ
し
」
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

三
、
嫌
悪
感
へ
の
「
い
と
ほ
し
」、
語
り
手
の
「
い
と
ほ
し
」―
―
「
い
と
ほ
し
」
の
批
評
性

「
い
と
ほ
し
」
は
、
A
の
B
に
対
す
る
微
妙
な
距
離
感
を
内
包
す
る
語
で
あ
る
だ
け
に
、
込
み
入
っ
た
関
係
が
登
場
す
る
巻
に
頻
出
す

る
。
末
摘
花
巻
は
16
例
と
頻
出
す
る
の
で
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

ⅰ
命
婦
が
、
養
君
の
源
氏
の
関
心
を
買
う
べ
く
多
少
誇
張
し
て
縁
者
の
末
摘
花
の
話
を
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
不
似
合
い
な
二
人
と
わ

か
っ
て
い
な
が
ら
源
氏
を
末
摘
花
に
手
引
き
し
て
し
ま
っ
た
。

ⅱ
源
氏
が
、
関
心
の
及
ぶ
ま
ま
に
命
婦
に
手
引
き
を
強
要
し
、
後
先
考
え
ず
に
侵
入
し
て
契
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
意
に
添
わ
な
い
末

摘
花
と
関
係
が
で
き
た
が
、
愛
情
を
注
ぐ
気
に
な
れ
な
い
。

と
い
う
込
み
入
っ
た
事
情
二
つ
に
伴
い
登
場
す
る
。
ⅰ
の
命
婦
側
の
「
い
と
ほ
し
」
と
い
う
の
は

⑫
命
婦
、
あ
な
う
た
て
、
た
ゆ
め
た
ま
へ
る
、
と
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
知
ら
ず
顔
に
て
わ
が
方
へ
往
に
け
り
。（
末
摘
花
二
八
四
）

の
よ
う
な
用
例
で
あ
る
。
命
婦
と
末
摘
花
に
は
身
分
差
が
あ
る
が
、
主
従
で
は
な
く
、
命
婦
は
や
や
末
摘
花
を
軽
く
見
て
い
る
ふ
し
す
ら
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あ
る
の
だ
が
、
そ
の
命
婦
か
ら
見
て
も
、
宮
家
の
姫
君
が
い
き
な
り
男
と
直
に
対
す
る
状
況
は
い
た
わ
し
い
。
そ
の
う
え
命
婦
の
場
合
、

他
人
事
と
し
て
末
摘
花
に
同
情
し
て
い
ら
れ
る
立
場
に
は
な
い
。
命
婦
が
不
用
意
に
末
摘
花
を
話
題
に
し
、
源
氏
と
の
対
面
の
場
を
整
え

て
し
ま
っ
た
せ
い
で
、
源
氏
が
侵
入
し
こ
の
事
態
に
至
っ
た
の
は
明
白
で
あ
り
、
末
摘
花
に
同
情
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
責
任
を
感
じ
て
、

困
っ
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。
結
局
命
婦
は
「
知
ら
ず
顔
」
で
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
「
見
て
い
ら
れ
な
い
」
の
機

微
が
よ
く
表
れ
て
い
よ
う
。
見
て
い
ら
れ
な
い
の
は
、
B
の
苦
境
と
い
う
以
上
に
そ
れ
を
招
い
た
A
自
身
の
失
態
な
の
で
あ
る
。
末
摘
花

巻
で
は
、
命
婦
が
末
摘
花
に
向
け
て
感
ず
る
「
い
と
ほ
し
」
が
あ
わ
せ
て
5
例
に
の
ぼ
る
。「
な
か
な
か
な
る
導
き
に
い
と
ほ
し
き
こ
と

や
見
え
む
」（
同
二
七
八
）
は
末
摘
花
が
源
氏
に
飽
き
ら
れ
捨
て
ら
れ
る
未
来
を
最
初
か
ら
危
惧
し
て
の
も
の
、「
い
と
い
と
ほ
し
き
御
さ

ま
か
な
」（
同
二
八
六
）
は
最
初
の
逢
瀬
の
後
、
源
氏
の
足
が
遠
の
い
た
の
に
対
し
て
の
思
い
。「
い
と
ほ
し
き
も
の
か
ら
、
を
か
し
う
思

ひ
な
り
ぬ
」（
同
三
〇
〇
）
と
「
御
つ
づ
し
り
歌
の
い
と
ほ
し
き
」（
同
三
〇
一
）
は
末
摘
花
の
赤
鼻
を
馬
鹿
に
す
る
源
氏
に
つ
い
て
の
感

想
で
あ
る
。
こ
の
2
例
に
つ
い
て
は
後
に
考
え
る
。

さ
ら
に
多
い
の
は
ⅱ
の
源
氏
の
感
情
で
、
8
例
に
の
ぼ
る
。「（
ど
う
も
美
女
ら
し
く
な
い
物
腰
が
）
心
得
ず
、
な
ま
い
と
ほ
し
」（
同

二
八
四
）「
か
し
こ
に
は
（
後
朝
の
）
文
を
だ
に
（
送
ら
ね
ば
）
と
い
と
ほ
し
く
お
ぼ
し
出
で
て
」（
同
二
八
六
）「（
逢
瀬
後
放
置
し
て
い

る
の
を
）
い
と
ほ
し
と
は
お
ぼ
し
た
り
」（
同
二
八
八
）「（
放
置
を
責
め
ら
れ
末
摘
花
の
姿
を
）
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
も
い
と
ほ
し
け
れ
ば
」

（
同
二
八
八
）「
痩
せ
た
ま
へ
る
こ
と
、
い
と
ほ
し
げ
に
さ
ら
ぼ
ひ
て
」（
同
二
九
三
）「（
末
摘
花
の
醜
い
姿
が
）
い
と
ほ
し
く
あ
は
れ
に
て
、

い
と
ど
い
そ
ぎ
い
で
た
ま
ふ
」（
同
二
九
四
）「
い
と
口
重
げ
な
る
も
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
い
で
た
ま
ひ
ぬ
」（
同
二
九
四
）「（
明
る
い
日

の
光
で
醜
い
姿
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
て
）
い
と
ほ
し
か
り
し
も
の
懲
り
」（
同
三
〇
四
）
で
あ
る
。
物
越
し
の
対
面
だ
と
哀
願
し
無
理
に
会

わ
せ
て
も
ら
っ
た
の
に
、
侵
入
し
て
契
り
を
結
び
、
そ
の
後
ず
っ
と
放
置
し
て
末
摘
花
を
苦
し
め
た
の
は
、
紛
れ
も
な
い
源
氏
の
せ
い
な

の
で
、「
い
と
ほ
し
」
が
多
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
面
白
い
の
は
最
初
の
1
例
と
最
後
の
方
の
4
例
は
、
い
ず
れ
も
末
摘
花
の
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み
っ
と
も
な
さ
に
触
れ
て
の
感
情
で
も
あ
る
こ
と
だ
。
不
細
工
な
B
末
摘
花
に
嫌
悪
感
を
抱
く
―
―
む
ろ
ん
面
と
向
か
っ
て
嫌
悪
を
示
さ

れ
れ
ば
B
は
苦
し
む
し
、
嫌
悪
の
結
果
、
足
が
遠
の
く
、
別
の
女
性
を
愛
す
る
と
い
っ
た
具
体
的
行
動
に
至
れ
ば
、
B
に
は
つ
ら
い
の
は

明
白
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
で
は
な
い
段
階
で
、
ま
だ
末
摘
花
に
何
が
起
き
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
嫌
悪
を
抱
い
た
時
点
か
ら
「
い

と
ほ
し
」
な
の
か
。

先
に
残
り
の
末
摘
花
巻
の
用
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
命
婦
が
源
氏
に
関
わ
っ
て
、「（
な
か
な
か
末
摘
花
に
会
わ
せ
て
も
ら
え
な

い
の
を
源
氏
が
）
い
と
も
の
し
と
思
ひ
て
の
た
ま
へ
ば
、
い
と
ほ
し
と
思
ひ
て
」（
同
二
七
七
）「（
素
晴
ら
し
す
ぎ
る
源
氏
と
同
席
す
る

に
は
不
体
裁
な
末
摘
花
で
は
）
は
え
あ
る
ま
じ
き
わ
た
り
を
、
あ
な
い
と
ほ
し
」（
同
二
八
二
）
の
2
例
が
あ
る
。
ま
た
鼻
に
つ
け
た
朱

が
取
れ
な
い
と
偽
る
源
氏
に
紫
上
が
「
い
と
い
と
ほ
し
と
お
ぼ
し
て
」（
同
三
〇
六
）
1
例
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
紫
の
上
の
1
例
は
、
他

愛
の
な
い
状
況
の
「
い
と
ほ
し
」
で
あ
る
が
、
見
え
透
い
た
源
氏
の
嘘
に
簡
単
に
欺
さ
れ
て
赤
鼻
姿
を
真
剣
に
か
わ
い
そ
う
に
思
う
紫
の

上
の
子
ど
も
ら
し
い
純
真
さ
、
あ
る
い
は
用
例
⑪
と
同
様
に
、
紫
の
上
自
身
の
責
任
は
何
も
な
い
の
に
、
側
に
居
て
止
め
な
か
っ
た
自
分

を
責
め
て
し
ま
う
ほ
ど
、
心
か
ら
源
氏
を
慕
う
紫
の
上
の
姿
を
読
み
取
ら
せ
る
例
と
言
え
よ
う
か
。
ま
た
命
婦
が
源
氏
に
向
け
る
2
例

も
、
さ
ほ
ど
同
情
さ
れ
た
り
責
任
を
感
じ
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
つ
ら
い
事
態
が
源
氏
に
起
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
し
源
氏
が

恨
み
言
を
言
っ
た
り
、
不
似
合
い
な
二
人
が
並
ん
で
い
る
の
が
想
像
さ
れ
る
と
す
ま
な
い
気
分
に
な
る
の
は
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
養
君
の

源
氏
に
好
意
を
寄
せ
て
い
る
、
命
婦
の
女
心
を
読
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
直
接
の
行
動
に
は
至
ら
ず
、
よ
っ
て
B
当
人
に
は
嫌
わ
れ
て
つ
ら
い
自
覚
は
な
く
、
た
だ
A
の
感
情
が
動
く
段
階
で
も
「
い
と

ほ
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
。
先
の
命
婦
が
源
氏
の
当
て
こ
す
り
を
聞
い
て
の
反
応
を
「
か
た
は
ら
い
た
し
」
で
な

く
「
い
と
ほ
し
」
と
し
た
の
も
、
源
氏
が
末
摘
花
を
見
下
す
さ
ま
が
傍
ら
で
聞
き
苦
し
い
と
い
う
以
上
に
、
源
氏
の
当
て
こ
す
り
を
も
っ

と
も
だ
と
思
っ
て
命
婦
自
身
笑
っ
て
し
ま
う
、
命
婦
の
感
情
の
動
き
の
負
い
目
に
光
を
当
て
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
末
摘
花
の
醜
貌



―51―

に
接
し
て
の
「
い
と
ほ
し
」
は
、
の
ち
の
初
音
巻
に
お
い
て
も

⑬
い
に
し
へ
盛
り
と
見
え
し
御
若
髪
も
、
年
ご
ろ
に
衰
い
ゆ
き
、
ま
し
て
滝
の
淀
み
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
か
た
は
ら
目
な
ど
を
、
い
と

ほ
し
と
お
ぼ
せ
ば
、
ま
ほ
に
も
向
か
ひ
た
ま
は
ず
。（
中
略
）
今
は
か
く
あ
は
れ
に
長
き
御
心
の
ほ
ど
を
お
だ
し
き
も
の
に
、
う
ち

と
け
頼
み
き
こ
え
た
ま
へ
る
御
さ
ま
あ
は
れ
な
り
。
か
か
る
か
た
に
も
、
お
し
な
べ
て
の
人
な
ら
ず
、
い
と
ほ
し
く
か
な
し
き
人
の

御
さ
ま
に
お
ぼ
せ
ば
、
あ
は
れ
に
、
わ
れ
だ
に
こ
そ
は
、
と
（
初
音
一
五
三
）

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
嫌
忌
な
ど
の
感
情
が
動
く
の
は
、
あ
る
意
味
源
氏
に
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
す
ま
な
い

と
感
ず
る
の
は
、
同
時
に
末
摘
花
へ
の
好
意
「
あ
は
れ
な
り
」「
か
な
し
き
」
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
蓬
生
巻
で
描
か
れ
た
、
待
ち
続
け

た
末
摘
花
の
心
根
へ
の
共
感
も
好
意
も
記
憶
に
新
し
い
。
む
ろ
ん
共
感
や
愛
情
だ
け
で
は
な
い
「
嫌
悪
感
」
が
つ
い
生
じ
て
し
ま
い
、
そ

の
意
味
で
は
B
末
摘
花
と
の
間
に
微
妙
な
距
離
は
あ
る
が
、
だ
が
同
時
に
情
愛
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
嫌
い
と
い
う
感
情
を
持
っ
て
し
ま
う

こ
と
自
体
に
罪
悪
感
を
抱
く
。
嫌
い
と
思
う
心
を
も
つ
こ
と
に
負
い
目
を
感
ず
る
か
ら
、
末
摘
花
を
正
視
で
き
な
い
と
思
っ
た
り
、
よ
く

見
え
な
い
よ
う
に
し
た
り
、
早
々
に
逃
げ
出
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
「
い
と
ほ
し
」
に
と
っ
て
肝
要
な
の
は
、
B
が
つ
ら
い
状

況
に
あ
る
か
以
上
に
、
A
が
B
の
状
況
に
負
い
目
を
感
じ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑭
人
の
上
を
難
つ
け
お
と
し
め
ざ
ま
の
こ
と
言
ふ
人
を
ば
、
い
と
ほ
し
き
も
の
に
し
た
ま
へ
ば
、
右
大
将
な
ど
を
だ
に
心
に
く
き
人
に

す
め
る
を
、
何
ば
か
り
か
は
あ
る
、
近
き
よ
す
が
に
て
見
む
は
飽
か
ぬ
こ
と
に
や
あ
ら
む
、
と
見
た
ま
へ
ど
、
言
に
あ
ら
は
し
て
も

の
た
ま
は
ず
。（
蛍
二
〇
八
）

源
氏
は
他
人
を
非
難
し
陰
口
を
言
う
人
を
「
い
と
ほ
し
き
も
の
」
と
す
る
の
で
、
世
間
の
人
が
讃
え
る
ら
し
い
が
髭
黒
は
つ
ま
ら
な
い
男

だ
、
玉
鬘
の
婿
に
す
る
に
は
不
満
と
思
う
も
の
の
、
口
に
出
し
て
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
意
。
要
は
婿
候
補
と
し
て
髭
黒
を
ど
う
思
う
か

を
言
い
出
せ
ば
、
底
意
地
の
悪
い
陰
口
と
な
り
そ
う
で
、
そ
う
し
た
自
分
自
身
を
「
い
と
ほ
し
き
も
の
」
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
髭



―52―

黒
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
避
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
人
の
上
を
…
言
ふ
人
」
が
具
体
的
に
は
誰
な
の
か
、
物
語
は
語
ら
な
い
。

と
い
う
よ
り
、
具
体
的
な
誰
か
で
は
な
く
、
自
分
を
含
め
て
人
に
は
あ
り
が
ち
な
「
人
の
上
を
…
言
ふ
」
人
に
対
し
て
、
源
氏
は
嫌
悪
感

と
言
お
う
か
、
正
視
に
耐
え
な
い
よ
う
な
、
あ
る
種
の
距
離
感
を
抱
く
わ
け
な
の
だ
。
こ
れ
と
次
の
叙
述
は
よ
く
似
て
い
る
。

⑮
よ
し
な
か
ら
ぬ
親
の
心
と
ど
め
て
生
ほ
し
た
て
た
る
人
の
、
こ
め
か
し
き
を
生
け
る
し
る
し
に
て
お
く
れ
た
る
こ
と
多
か
る
は
、
な

に
わ
ざ
し
て
か
し
づ
き
し
ぞ
、
と
親
の
し
わ
ざ
さ
へ
思
ひ
や
ら
る
る
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
（
蛍
二
一
五
）

「
こ
め
か
し
き
」
の
み
で
「
お
く
れ
た
る
」
と
こ
ろ
ば
か
り
の
人
物
を
見
て
い
る
と
、
軽
蔑
的
な
感
情
が
、
親
の
育
て
方
へ
の
非
難
も
含

め
て
自
然
と
湧
き
お
こ
る
、
そ
の
情
意
を
、
源
氏
は
「
い
と
ほ
し
」
と
言
う
。
つ
ま
ら
な
い
親
が
大
事
に
育
て
た
子
が
、
お
っ
と
り
し
て

い
る
の
だ
け
が
取
り
柄
で
、
欠
点
だ
ら
け
な
場
合
、
ど
う
や
っ
て
こ
ん
な
子
を
育
て
た
の
か
と
、
親
ま
で
情
け
な
く
も
見
え
る
。
そ
の
よ

う
に
嫌
悪
感
も
さ
そ
う
親
子
の
あ
り
よ
う
が
、
同
情
か
つ
困
惑
の
情
を
抱
か
せ
る
。
単
純
な
嫌
悪
（「
う
た
て
し
」）
で
は
な
く
「
い
と
ほ

し
」
な
の
は
、
つ
い
他
人
の
悪
口
を
言
っ
た
り
、
溺
愛
し
す
ぎ
て
不
出
来
な
子
を
育
て
る
親
子
の
情
を
、
距
離
を
お
い
て
な
が
ら
、
一
方

で
他
人
事
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
好
ま
し
く
な
い
行
為
だ
が
自
分
も
や
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
だ
。
そ
う
捉
え

る
光
源
氏
の
人
間
性
は
、
お
そ
ら
く
作
者
紫
式
部
の
人
間
観
そ
の
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
源
氏
が
紫
の
上
相
手
に
人
物
評
を

展
開
し
て
い
る
用
例
で
あ
る
が
、
こ
の
光
源
氏
の
立
ち
位
置
に
語
り
手
が
立
つ
体
裁
を
と
る
と
、
次
の
用
例
に
な
る
。

⑯
こ
の
老
い
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
、
い
と
ほ
し
く

ぞ
見
ゆ
る
。（
総
角
二
四
七
）

⑰
…
よ
く
案
内
知
り
た
ま
へ
る
人
の
口
つ
き
に
て
は
、
目
な
れ
て
こ
そ
あ
れ
」
と
て
、
を
か
し
く
お
ぼ
い
た
る
さ
ま
ぞ
い
と
ほ
し
き
や

（
玉
鬘
一
三
九
）

⑯
は
⑪
に
先
立
つ
一
続
き
の
場
面
で
あ
り
、
大
君
の
も
と
に
薫
を
手
引
き
し
よ
う
と
女
房
た
ち
が
密
か
に
画
策
し
て
い
る
状
況
を
受
け



―53―

て
、
⑯
で
は
す
べ
て
を
知
る
語
り
手
が
、
⑪
で
は
女
房
た
ち
の
計
画
自
体
は
知
ら
な
い
が
不
穏
な
空
気
を
感
ず
る
中
君
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大

君
に
つ
い
て
「
い
と
ほ
し
」
と
す
る
。
ま
た
⑰
は
先
の
⑬
に
先
行
す
る
場
面
で
、
と
も
に
年
末
年
始
の
光
源
氏
と
末
摘
花
の
関
わ
り
を

語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
⑰
末
摘
花
は
、
平
安
貴
族
と
し
て
は
恥
ず
か
し
い
よ
う
な
下
手
な
和
歌
を
つ
け
て
、
源
氏
か
ら
の
正
月
用
装
束

の
返
礼
に
み
す
ぼ
ら
し
い
装
束
を
寄
越
し
た
の
で
、
さ
す
が
の
源
氏
も
紫
上
相
手
に
痛
烈
な
嫌
味
を
言
う
。
そ
し
て
年
が
明
け
て
正
月
、

⑬
源
氏
が
末
摘
花
の
も
と
を
訪
れ
る
と
、
装
束
こ
そ
源
氏
が
贈
っ
た
も
の
だ
が
、
容
貌
は
老
い
も
加
わ
っ
て
正
視
に
堪
え
な
い
、
着
重
ね

た
袿
も
珍
妙
で
み
っ
と
も
な
い
と
い
っ
た
出
で
立
ち
の
末
摘
花
と
遭
遇
し
た
。
つ
ま
り
ど
ち
ら
も
末
摘
花
の
ず
れ
た
感
性
が
縷
々
描
か
れ

て
い
る
場
面
で
、
そ
れ
を
⑰
で
は
語
り
手
が
「
い
と
ほ
し
」、
⑬
で
は
源
氏
自
身
が
「
い
と
ほ
し
」
と
感
じ
て
い
る
。
似
た
状
況
へ
の
情

意
で
あ
る
が
、
作
中
人
物
（
中
君
・
光
源
氏
）
で
は
な
く
、
語
り
手
の
情
意
で
あ
る
の
が
⑯
⑰
の
違
い
で
あ
る
。

中
君
が
大
君
へ
、
源
氏
が
末
摘
花
へ
寄
せ
る
「
い
と
ほ
し
」
に
は
、
物
語
内
で
築
か
れ
て
き
た
関
係
が
あ
っ
た
。
一
心
同
体
と
言
い
た

い
ほ
ど
の
絆
で
結
ば
れ
て
い
な
が
ら
結
局
は
別
人
で
し
か
な
い
大
君
と
中
君
。
あ
る
い
は
末
摘
花
に
嫌
悪
と
言
っ
て
良
い
忌
避
感
を
持
ち

な
が
ら
、
他
人
と
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
情
愛
を
抱
く
源
氏
。
ち
な
み
に
末
摘
花
は
「
い
と
ほ
し
」
と
人
々
か
ら
思
わ
れ
る
も
の
の
、
思
う

側
に
は
立
た
な
い
。
あ
く
ま
で
マ
イ
ペ
ー
ス
に
生
き
る
人
物
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
個
々
の
物
語
内
で
描
か
れ
た
人
物
像
や
人
間
関
係
の

も
と
、
負
い
目
を
内
に
ゆ
ら
め
か
せ
る
「
い
と
ほ
し
」
が
象
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
⑯
⑰
と
は
異
な
り
、
物
語
世
界
の
外
に
い
て
、
作
中
人

物
た
ち
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
語
り
手
の
目
線
か
ら
も
、
な
ぜ
「
い
と
ほ
し
」
が
象
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
何
の
情
愛
な
り
負
い

目
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
一
つ
言
え
る
の
は
、
語
り
手
が
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
世
界
は
展
開
す
る
。
当
人
の
知
ら
な
い
間
に
先
走
っ
た

女
房
の
裏
切
り
計
画
が
練
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
当
人
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
光
源
氏
か
ら
嘲
弄
の
種
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
語
り
手

が
語
る
こ
と
で
、
物
語
世
界
の
現
実
と
な
る
。「
月
の
少
し
隈
あ
る
立
蔀
の
も
と
に
立
て
り
け
る
を
知
ら
で
、
過
ぎ
た
ま
ひ
け
む
こ
そ

い
と
ほ
し
け
れ
」（
賢
木
一
〇
六
）、「
く
は
し
く
は
聞
こ
え
じ
。
い
と
ほ
し
う
、
も
の
言
ひ
さ
が
な
き
や
う
な
り
」（
蓬
生
三
三
六
）、「
か
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た
は
ら
い
た
け
れ
ば
、
知
ら
ず
顔
に
て
や
を
ら
退
き
ぬ
る
に
、
い
と
ほ
し
き
や
」（
宿
木
四
二
九
）、「
か
く
め
め
し
く
ね
ぢ
け
て
、
ま
ね

び
な
す
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
」（
宿
木
四
八
〇
）
な
ど
の
よ
う
に
、
作
中
人
物
た
ち
が
そ
の
時
点
で
は
知
ら
な
い
、
こ
の
先
待
っ
て
い
る

本
人
に
と
っ
て
つ
ら
い
事
態
―
―
密
通
発
覚
の
危
機
と
か
、
み
じ
め
す
ぎ
る
困
窮
生
活
と
か
、
女
房
の
裏
切
り
に
よ
る
貞
操
の
危
機
と

か
、
あ
る
い
は
周
囲
か
ら
の
非
難
と
孤
立
を
招
き
そ
う
な
恥
部
と
も
言
う
べ
き
愚
か
し
い
未
練
に
踏
み
込
ん
で
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
語

り
手
は
「
い
と
ほ
し
」
と
象
る
。「
も
の
言
ひ
さ
が
な
き
」
と
も
言
う
べ
き
、
作
中
人
物
の
困
苦
を
さ
ら
す
語
り
で
あ
る
。

「
い
と
ほ
し
の
人
な
ら
は
し
や
と
ぞ
」（
宿
木
四
四
二
）
は
、
本
来
世
間
知
ら
ず
の
貴
族
の
は
ず
の
薫
が
、
世
情
に
通
じ
細
や
か
な
経
済

的
支
援
が
で
き
る
ほ
ど
の
苦
労
（
体
験
）
を
積
ん
で
き
た
、
そ
の
内
実
を
評
し
て
の
語
り
手
の
言
で
あ
る
。
種
々
の
体
験
を
重
ね
た
薫
の

苦
労
に
寄
り
添
う
の
か
、
薫
に
恥
ず
か
し
い
内
情
を
知
ら
れ
る
側
に
寄
り
添
う
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
踏
み
込
ん
で
語
り
尽
く
す
の
に
負
い
目
を
感
ず
る
よ
う
な
つ
ら
い
事
態
が
こ
の
先
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
つ
つ
、
語
ら
ね
ば

良
い
の
に
そ
の
一
端
を
語
り
は
じ
め
る
。
そ
こ
に
語
り
手
の
「
い
と
ほ
し
」
が
あ
る
。

先
の
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
「
い
と
ほ
し
」
2
例
（
用
例
⑨
⑩
）
に
つ
い
て
も
、
道
綱
母
が
自
己
完
結
的
に
自
ら
を
見
つ
め
て
い
る
と

い
う
よ
り
も
、
語
り
手
の
立
場
に
立
っ
て
自
ら
の
体
験
を
赤
裸
々
に
掘
り
下
げ
る
、
そ
の
姿
勢
の
表
れ
と
し
て
「
い
と
ほ
し
」
を
捉
え
て

も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
ふ
と
気
づ
い
た
ら
も
う
兼
家
か
ら
他
人
の
よ
う
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
打
ち
解
け
姿
を
垣
間
見

ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
道
綱
母
自
身
の
困
惑
を
物
語
る
場
面
で
は
あ
る
の
だ
が
、
道
綱
母
の
悲
憤
や
慷
慨
の
な
か
に
語
り
の
視
点
が

あ
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
る
で
道
綱
母
自
身
が
物
語
の
物
語
の
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
突
き
放
し
て
位
置
づ
け
る
、
そ
の
指
標
と
し
て

「
い
と
ほ
し
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
兼
家
へ
の
怒
り
や
自
ら
へ
の
悲
し
み
の
ど
真
ん
中
で
語
り
尽
く
し
た
中
巻
の
「
前
渡
り
」
と

は
違
っ
て
、
こ
れ
以
上
踏
み
込
ん
で
語
る
の
が
気
の
毒
に
な
る
よ
う
な
、
も
は
や
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
夫
婦
の
距
離
を
生
き
る
自
分

を
、
道
綱
母
は
容
赦
な
く
象
る
。
自
分
で
自
分
を
「
い
と
ほ
し
」
―
―
目
を
背
け
た
い
ほ
ど
つ
ら
い
存
在
と
叙
す
る
と
き
、
苦
悩
の
た
だ
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中
で
そ
の
ま
ま
吐
露
す
る
の
と
は
ま
た
違
っ
た
、
切
な
い
状
況
が
描
か
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

四
、「
い
と
ほ
し
」「
心
苦
し
」
の
差
異
が
示
す
も
の

光
源
氏
は
、
明
石
君
の
産
ん
だ
姫
君
を
后
が
ね
と
し
て
育
て
る
べ
く
、
明
石
君
か
ら
引
き
離
し
て
正
妻
の
紫
の
上
に
預
け
た
。
生
木
を

裂
く
よ
う
な
子
別
れ
の
物
語
は
哀
切
に
満
ち
て
お
り
、
源
氏
は
明
確
に
こ
の
母
娘
の
別
れ
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
当
然
「
い
と
ほ
し
」

が
多
く
見
ら
れ
る
話
で
あ
る
が
、
時
々
「
心
苦
し
」
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
ど
の
よ
う
な
心
情
を
象
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

⑱（
姫
君
を
紫
の
上
の
も
と
に
預
け
る
の
は
）
ま
た
思
は
む
こ
と
い
と
ほ
し
く
て
、
え
う
ち
出
で
た
ま
は
で
涙
ぐ
み
て
見
た
ま
ふ
。（
松

風
四
一
四
〜
五
）

⑲
殿
も
し
か
お
ぼ
し
な
が
ら
、
思
は
む
と
こ
ろ
の
い
と
ほ
し
さ
に
、
し
ひ
て
も
え
の
た
ま
は
で
（
薄
雲
四
三
〇
）

⑳「
荒
磯
陰
に
心
苦
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
は
べ
り
し
二
葉
の
松
も
、
今
は
た
の
も
し
き
御
生
ひ
先
と
祝
ひ
き
こ
え
さ
す
る
を
…
」（
松

風
四
一
二
）

 

「
…
げ
に
生
ひ
さ
き
も
い
と
ほ
し
か
る
べ
く
お
ぼ
え
は
べ
る
を
、
た
ち
ま
じ
り
て
も
い
か
に
人
笑
へ
に
や
（
だ
か
ら
手
放
せ
ま
せ

ん
）」（
薄
雲
四
三
一
）

㉑
よ
そ
の
も
の
に
思
ひ
や
ら
む
ほ
ど
の
心
の
闇
、
お
し
は
か
り
た
ま
ふ
に
い
と
心
苦
し
け
れ
ば
、
う
ち
か
へ
し
の
た
ま
ひ
明
か
す
…
…

道
す
が
ら
、
と
ま
り
つ
る
人
の
心
苦
し
さ
を
、
い
か
に
罪
や
得
ら
む
と
お
ぼ
す
。（
薄
雲
四
三
三
〜
四
）

㉒
山
里
の
つ
れ
づ
れ
、
ま
し
て
い
か
に
、
と
お
ぼ
し
や
る
は
い
と
ほ
し
け
れ
ど
、（
姫
君
を
手
元
に
置
く
と
、
そ
の
愛
ら
し
さ
に
引
き

取
っ
て
良
か
っ
た
と
思
う
）（
薄
雲
四
三
五
）

㉓
待
ち
遠
な
ら
む
も
、
い
と
ど
さ
れ
ば
よ
と
思
は
む
に
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
年
の
う
ち
に
忍
び
て
渡
り
た
ま
へ
り
。
い
と
ど
さ
び
し
き
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住
ま
ひ
に
、
明
け
暮
れ
の
か
し
づ
き
ぐ
さ
を
さ
へ
離
れ
き
こ
え
て
、
思
ふ
ら
む
こ
と
の
心
苦
し
け
れ
ば
、
御
文
な
ど
も
絶
え
間
な
く

遣
は
す
。（
薄
雲
四
三
七
）

㉔
心
や
す
く
た
ち
い
で
て
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
は
せ
じ
、
と
思
へ
る
を
、
お
ほ
け
な
し
と
は
お
ぼ
す
も
の
か
ら
、
い
と
ほ
し
く
て
、
例

の
不
断
の
御
念
仏
に
こ
と
つ
け
て
渡
り
た
ま
へ
り
。（
薄
雲
四
六
五
）

ま
ず
、
明
石
君
の
明
石
姫
君
に
向
け
る
感
情
⑳
を
見
る
。
ど
ち
ら
も
光
源
氏
の
娘
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
環
境
で
育
つ
姫
君
へ
と
向
け

る
感
情
で
あ
る
が
、「
心
苦
し
」
と
「
い
と
ほ
し
」
に
描
き
分
け
ら
れ
る
差
異
は
何
か
。
松
風
巻
の
「
心
苦
し
」
は
明
石
の
浜
で
育
っ
て

い
た
娘
の
こ
と
を
回
想
し
て
の
言
だ
が
、
上
京
し
て
も
二
条
東
院
入
り
を
拒
む
明
石
君
に
対
し
、
そ
れ
な
ら
姫
君
だ
け
で
も
紫
の
上
の
も

と
に
引
き
取
り
た
い
と
の
源
氏
の
申
し
出
が
あ
っ
た
薄
雲
巻
で
は
、「
生
ひ
さ
き
も
い
と
ほ
し
か
る
べ
く
」
と
娘
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

考
え
て
み
れ
ば
源
氏
の
申
し
出
以
降
、
明
石
君
の
手
元
で
育
つ
と
い
う
の
は
、
要
は
申
し
出
を
拒
絶
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
明

石
姫
君
の
い
た
わ
し
い
生
い
先
は
、
明
石
君
の
せ
い
と
な
っ
た
。
そ
の
自
責
の
念
を
、「
い
と
ほ
し
」
が
象
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

源
氏
の
申
し
出
を
聞
く
前
は
、
血
肉
を
分
け
た
愛
し
い
娘
は
、
自
分
と
一
体
の
存
在
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
源
氏
の
申
し
出
を
聞
い
て
、

自
分
は
東
院
入
り
も
た
め
ら
わ
ざ
る
を
得
な
い
卑
し
い
身
で
あ
る
が
、
源
氏
を
父
に
も
つ
娘
に
は
輝
か
し
い
未
来
も
あ
り
得
る
の
だ
と
、

そ
の
未
来
を
自
分
が
奪
っ
て
い
る
の
だ
と
、
二
人
の
微
妙
な
距
離
を
思
い
知
っ
た
結
果
が
「
い
と
ほ
し
」
に
表
れ
て
い
る
。

こ
れ
以
外
は
す
べ
て
源
氏
の
明
石
君
に
向
け
る
心
情
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
が
、「
い
と
ほ
し
」
を
基
本
と
し
つ
つ
、
㉑
と
㉓
に
「
心

苦
し
」
が
見
ら
れ
る
の
が
興
味
深
い
。
な
ぜ
こ
こ
は
「
心
苦
し
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
⑱
は
、
心
に
明
石
姫
君
引
き
取
り
の
件
を
思
い

決
め
つ
つ
、
さ
て
ど
う
切
り
出
そ
う
か
と
考
え
て
何
も
言
え
な
く
な
っ
て
い
た
場
面
で
あ
る
。「
い
と
ほ
し
」
は
「
自
分
の
せ
い
」
と
の

負
い
目
を
包
含
す
る
語
で
あ
る
だ
け
に
、
何
ら
か
の
具
体
的
行
為
に
出
よ
う
と
す
る
叙
述
が
続
く
こ
と
が
多
い
（
例
文
の
点
線
部
）。
母

娘
を
引
き
裂
く
決
断
を
一
人
胸
に
秘
め
、
す
ま
な
い
と
苦
悩
す
る
光
源
氏
は
、
明
石
君
と
顔
を
合
わ
せ
て
い
て
も
心
は
遠
い
。
⑲
は
明
石
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君
に
申
し
出
た
の
ち
、
今
後
の
予
定
を
尋
ね
る
手
紙
を
二
条
院
か
ら
送
る
場
面
で
、
源
氏
は
重
ね
て
引
き
取
り
を
ど
う
す
る
か
に
つ
き
、

言
及
す
べ
き
な
の
だ
が
す
ま
な
く
て
書
け
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
明
石
君
の
方
か
ら
娘
の
未
来
に
言
及
し
た
文
面
が
⑳
の
二
つ
目
の
例
に

な
る
。
㉒
㉓
㉔
の
「
い
と
ほ
し
」
は
、
姫
君
を
都
に
引
き
取
っ
た
の
ち
、
大
堰
に
残
っ
た
明
石
君
の
こ
と
を
思
い
や
る
場
面
の
も
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
自
分
の
手
で
引
き
裂
い
て
し
ま
っ
た
母
娘
の
仲
に
心
を
痛
め
つ
つ
、
源
氏
は
は
る
ば
る
大
堰
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
ら
の
「
い
と
ほ
し
」
を
見
る
と
、
物
理
的
（
⑲
㉒
㉓
㉔
）
も
し
く
は
同
席
し
て
い
て
も
心
理
的
（
⑱
）
に
、
源
氏
と
明
石
君
と
の
間
に

距
離
が
あ
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
対
し
て
㉑
の
「
心
苦
し
」
は
い
わ
ゆ
る
子
別
れ
の
段
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
源
氏
は
、
目
の
前

の
引
き
裂
か
れ
て
ゆ
く
母
娘
の
哀
切
な
姿
に
対
し
、「
い
と
ほ
し
」
が
滑
り
込
む
隙
間
も
な
く
、
ま
る
で
こ
の
別
れ
の
責
任
が
自
分
に

あ
っ
た
の
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
、
全
身
で
共
感
し
て
い
る
の
だ
。
あ
る
い
は
、
申
し
出
は
源
氏
の
責
任
で
あ
る
が
、
申
し
出
の
あ
と
子

別
れ
を
決
め
る
責
任
の
一
端
は
母
の
明
石
君
も
担
う
か
ら
（
⑳
）、
逆
に
源
氏
は
負
い
目
よ
り
は
、
そ
う
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
明
石
君
の
心
に
全
的
に
共
感
し
て
受
け
止
め
る
側
に
立
て
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
源
氏
は
当
初
二
条
東
院
に
母
娘
一
緒
に
移

る
こ
と
も
提
案
し
た
の
だ
か
ら
、
大
堰
に
明
石
君
が
残
り
、
姫
君
だ
け
紫
の
上
の
も
と
に
行
っ
た
の
は
、
身
分
を
思
う
明
石
君
の
せ
い
と

も
言
え
る
。
と
は
い
え
実
際
に
姫
君
を
引
き
取
り
明
る
い
二
条
院
に
比
べ
、
離
れ
て
寂
し
い
だ
ろ
う
明
石
君
を
思
え
ば
負
い
目
を
感
じ
、

「
い
と
ほ
し
」
と
思
う
（
㉒
㉓
㉔
）。「
い
と
ほ
し
」「
心
苦
し
」
は
そ
う
し
た
微
妙
な
差
異
を
象
っ
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
に
比
べ
、
㉓
の

「
心
苦
し
」
は
、
前
文
の
「
い
と
ほ
し
」
を
受
け
て
源
氏
が
大
堰
に
行
っ
て
い
る
間
の
こ
と
か
、
そ
れ
と
も
後
文
に
「
手
紙
を
送
っ
た
」

と
あ
る
よ
う
に
、
都
へ
戻
っ
て
か
ら
の
心
情
な
の
か
、
判
別
し
が
た
い
。
あ
る
い
は
源
氏
が
訪
問
し
て
、
哀
切
な
明
石
君
の
姿
を
直
接
見

た
と
き
の
心
情
を
引
き
ず
っ
て
の
情
意
だ
と
示
す
べ
く
、「
心
苦
し
」
が
選
ば
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

明
石
君
の
子
別
れ
の
段
に
関
わ
っ
て
、「
い
と
ほ
し
」「
心
苦
し
」
の
使
い
分
け
を
見
て
き
た
。「
い
と
ほ
し
」
に
は
、
相
手
と
の
あ
い

だ
に
あ
る
種
の
距
離
感
が
存
在
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
心
苦
し
」
の
方
が
痛
切
で
あ
る
の
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
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ら
、
人
間
は
別
々
の
存
在
で
あ
り
、
も
と
か
ら
他
者
と
合
一
で
き
は
し
な
い
か
ら
だ
。「
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
共
感
す
る
」
の
は
、
そ
う

で
き
る
状
況
で
の
、
た
だ
の
錯
覚
か
も
し
れ
な
い
。
血
を
分
け
た
我
が
子
に
対
す
る
一
体
感
の
も
と
「
心
苦
し
」
と
思
っ
て
い
た
段
階
よ

り
も
、
我
が
子
は
源
氏
の
子
で
も
あ
っ
て
、
自
分
か
ら
離
れ
れ
ば
そ
の
血
に
ふ
さ
わ
し
く
后
が
ね
と
し
て
育
ち
得
る
の
だ
と
、
自
分
と
我

が
子
の
距
離
を
理
解
し
た
こ
と
で
「
い
と
ほ
し
」
と
思
い
、
結
局
娘
を
手
放
し
て
ゆ
く
段
階
の
方
が
、
痛
切
な
娘
へ
の
思
い
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
源
氏
の
明
石
君
へ
の
心
に
し
て
も
、
す
ぐ
側
で
「
心
苦
し
」
と
母
の
悲
し
み
に
一
体
と
な
っ
て
い
る
時
よ
り

も
、
離
れ
て
「
い
と
ほ
し
」
と
見
つ
め
て
い
る
時
の
方
が
、
血
を
分
け
た
母
娘
を
引
き
裂
い
た
自
分
の
罪
深
さ
を
正
し
く
受
け
止
め
て
い

る
の
だ
と
も
評
せ
よ
う
。

㉕
か
く
ま
だ
世
馴
れ
ぬ
ほ
ど
の
わ
づ
ら
は
し
さ
こ
そ
心
苦
し
く
は
あ
り
け
れ
、
お
の
づ
か
ら
、
関
守
強
く
と
も
、
も
の
の
心
知
り
そ

め
、
い
と
ほ
し
き
思
ひ
な
く
て
、
わ
が
心
も
思
ひ
い
り
な
ば
、
し
げ
く
と
も
さ
は
ら
じ
か
し
、
と
お
ぼ
し
よ
る
。（
常
夏
二
三
五
）

養
女
と
引
き
取
っ
て
お
き
な
が
ら
恋
情
を
抱
い
た
源
氏
の
葛
藤
が
読
み
ど
こ
ろ
と
な
る
玉
鬘
物
語
で
は
、
源
氏
は
頻
繁
に
玉
鬘
に
関
わ
っ

て
「
い
と
ほ
し
」
と
感
ず
る
。
㉕
は
そ
の
な
か
で
も
「
心
苦
し
」
と
近
接
し
て
用
い
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
処
女
で
あ
る
「
世
馴
れ
ぬ
ほ

ど
」
は
「
心
苦
し
く
は
あ
り
」、
夫
を
持
っ
た
「
も
の
の
心
知
り
そ
め
」
は
「
い
と
ほ
し
き
思
ひ
な
く
」
と
、
対
比
的
表
現
と
な
っ
て
い

る
。
さ
て
、「
世
馴
れ
ぬ
ほ
ど
」
か
ら
「
も
の
の
心
知
り
そ
め
」
に
変
わ
っ
た
と
き
、「
心
苦
し
」
が
な
く
な
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
言

及
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
も
の
の
心
知
り
そ
め
」
で
「
い
と
ほ
し
き
思
ひ
な
く
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
、「
世

馴
れ
ぬ
ほ
ど
」
で
は
「
い
と
ほ
し
き
思
ひ
」
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
処
女
の
玉
鬘
を
強
引
に
口
説
き
落
と
す
の

は
面
倒
さ
が
あ
り
、「
い
と
ほ
し
」
も
「
心
苦
し
」
も
あ
っ
た
。
し
か
し
妻
と
な
っ
て
玉
鬘
が
男
女
の
情
を
知
っ
た
あ
と
は
、「
い
と
ほ

し
」、
つ
ま
り
負
い
目
は
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
玉
鬘
の
方
で
も
源
氏
を
受
け
入
れ
る
心
が
自
然
と
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
、
そ
う
し
た
源

氏
の
計
算
が
行
間
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
い
と
ほ
し
」
を
感
じ
な
い
源
氏
は
い
か
に
も
小
ず
る
い
。
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最
後
に
「
心
苦
し
」
の
み
な
ら
ず
「
い
と
ほ
し
」
が
使
わ
れ
る
、
女
三
宮
の
妊
娠
に
対
す
る
源
氏
の
心
情
を
見
て
み
よ
う
。
女
三
宮
は

不
義
の
子
を
妊
娠
し
、
当
然
源
氏
は
宮
に
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
華
奢
な
宮
に
は
妊
娠
生
活
は
つ
ら
く
、
源
氏
の
冷
た
さ
に

苦
し
み
、
つ
い
に
出
家
を
願
い
出
た
。

㉖
御
心
の
う
ち
に
は
、
ま
こ
と
に
、
さ
も
お
ぼ
し
よ
り
て
の
た
ま
は
ば
、
さ
や
う
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
む
は
あ
は
れ
な
り
な
む
か
し
、

か
つ
見
つ
つ
も
、
こ
と
に
ふ
れ
て
心
お
か
れ
た
ま
は
む
が
心
苦
し
う
、
わ
れ
な
が
ら
も
え
思
ひ
な
ほ
す
ま
じ
う
、
憂
き
こ
と
の
う
ち

ま
じ
り
ぬ
べ
き
を
、
お
の
づ
か
ら
疎
か
に
人
の
見
と
が
む
る
こ
と
も
あ
ら
む
が
、
い
と
い
と
ほ
し
う
、
院
な
ど
の
き
こ
し
め
さ
む
こ

と
も
、
わ
が
怠
り
に
の
み
こ
そ
は
な
ら
め
、
御
悩
み
に
こ
と
つ
け
て
、
さ
も
や
な
し
た
て
ま
つ
り
て
ま
し
、
な
ど
お
ぼ
し
よ
れ
ど
、

ま
た
、
い
と
あ
た
ら
し
う
、
あ
は
れ
に
、
か
ば
か
り
遠
き
御
髪
の
生
ひ
さ
き
を
、
し
か
や
つ
さ
む
こ
と
も
心
苦
し
け
れ
ば
、（
柏
木

三
〇
二
）

㉗
つ
れ
な
く
て
、
恨
め
し
と
お
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
け
る
に
や
、
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
い
と
ほ
し
う
あ
は
れ
な
り
。（
柏
木
三

〇
八
）

㉖
は
密
通
を
許
せ
な
い
源
氏
が
、
宮
自
身
が
出
家
を
望
む
な
ら
そ
の
方
が
良
い
と
も
考
え
、
ま
た
出
家
さ
せ
て
は
か
わ
い
そ
う
だ
と
も
逡

巡
す
る
場
面
で
あ
る
。
何
か
に
つ
け
て
源
氏
か
ら
隔
て
心
を
持
た
れ
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
ま
だ
若
い
身
空
で
髪
を
下
ろ
す
、
な
ど
、
直

接
い
た
わ
し
い
女
三
宮
の
姿
に
接
す
る
と
、
源
氏
の
心
に
は
「
心
苦
し
」
が
満
ち
る
。
ま
る
で
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
宮
の
苦
し
み
に
共
感

す
る
の
だ
。
一
方
「
い
と
ほ
し
」
は
、
こ
の
よ
そ
よ
そ
し
い
夫
婦
仲
を
第
三
者
が
ど
う
見
る
か
を
意
識
し
た
時
の
情
意
で
あ
る
。
夫
か
ら

捨
て
ら
れ
か
け
た
妻
と
見
え
る
宮
の
つ
ら
さ
を
思
い
つ
つ
、
そ
れ
が
世
間
に
は
源
氏
の
せ
い
と
見
え
る
の
を
意
識
す
る
と
「
い
と
ほ
し
」、

困
惑
す
る
。
こ
こ
で
の
源
氏
の
負
い
目
は
、
世
間
か
ら
の
自
分
の
評
価
を
意
識
し
て
初
め
て
生
じ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
㉗
で
は
、
直
接
女
三
宮
の
姿
を
見
な
が
ら
「
い
と
ほ
し
」
と
感
じ
て
い
る
。
㉖
に
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
は
宮
の
願
い
出
を
聞
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い
た
と
き
、
産
後
の
肥
立
ち
を
理
由
に
宮
の
願
い
を
か
な
え
、
夫
婦
で
な
く
尼
生
活
の
後
見
と
い
う
形
を
と
る
の
が
人
目
に
も
穏
や
か
と

も
考
え
た
。
し
か
し
宮
の
哀
れ
さ
を
見
る
に
こ
の
若
さ
で
出
家
さ
せ
る
に
忍
び
ず
（「
心
苦
し
」）、
結
局
は
反
対
し
た
。
そ
の
の
ち
宮
の

願
い
に
応
じ
、
宮
の
父
朱
雀
院
が
夜
陰
に
乗
じ
て
仁
和
寺
を
出
て
宮
の
も
と
を
訪
れ
、
院
自
身
の
手
で
出
家
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
も
、

同
じ
く
源
氏
は
反
対
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
宮
は
無
言
の
ま
ま
首
を
振
り
、「
い
と
つ
ら
う
の
た
ま
ふ
と
お
ぼ
し
た
り
」
の
様
子

だ
っ
た
。
そ
こ
に
続
く
の
が
㉗
で
あ
る
。
宮
の
無
言
の
拒
絶
に
、
自
分
に
対
す
る
深
い
不
信
を
感
じ
た
源
氏
は
、
宮
は
何
も
感
じ
て
い
な

い
風
だ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
源
氏
の
態
度
、
と
り
わ
け
紫
の
上
発
病
後
は
紫
の
上
に
つ
き
き
り
に
な
り
、
全
く
宮
を
顧
み
な
か
っ
た

日
々
を
、
恨
め
し
く
思
う
時
も
あ
っ
た
の
だ
と
悟
る
。
周
囲
の
言
う
ま
ま
に
振
る
舞
う
人
形
な
ど
で
は
な
く
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
源

氏
の
知
ら
な
い
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
初
め
て
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
源
氏
の
女
三
宮
へ
の
距
離
感
が
「
心
苦
し
」
か
ら

「
い
と
ほ
し
」
へ
の
転
換
に
表
れ
て
い
よ
う
。
今
ま
で
「
心
苦
し
」
と
思
え
た
の
は
、
自
分
の
せ
い
で
女
三
宮
を
苦
し
め
て
い
る
こ
と
に
、

い
ま
ひ
と
つ
思
い
及
ん
で
い
な
か
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。

五
、
さ
い
ご
に
―
―
総
角
巻
の
「
い
と
ほ
し
」「
心
苦
し
」

「
い
と
ほ
し
」
を
一
語
で
現
代
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
の
感
情
の
捉
え
方
を
、
現
代
で
は
し
な
い
か

ら
な
の
だ
ろ
う
。
現
代
で
も
俗
語
的
な
言
い
回
し
で
、「
イ
タ
イ
人
」
と
い
っ
た
「
イ
タ
イ
」
の
使
い
方
は
あ
る
。
目
を
背
け
た
く
な
る

よ
う
な
、
恥
ず
か
し
い
他
者
や
事
態
を
表
す
表
現
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
感
覚
に
少
し
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
い
と
ほ
し
」

に
は
、
も
っ
と
対
象
へ
の
情
愛
が
あ
り
、
対
象
の
つ
ら
さ
に
心
を
痛
め
つ
つ
も
、
自
分
の
負
い
目
が
刺
激
さ
れ
て
、
目
を
背
け
た
く
も
な

る
感
じ
を
言
っ
て
い
る
。「
い
た
わ
し
い
」
に
も
近
い
が
、
そ
う
や
っ
て
た
だ
相
手
に
同
情
し
て
い
る
の
が
許
さ
れ
な
い
、
自
分
に
還
っ

て
く
る
感
じ
が
あ
る
。「
困
る
」
に
も
似
る
が
、
自
分
の
な
か
だ
け
で
完
結
せ
ず
、
も
っ
と
相
手
を
思
う
ま
な
ざ
し
も
あ
る
。
ど
こ
か
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「
自
分
か
ら
目
を
背
け
た
い
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
い
と
ほ
し
」
が
頻
出
す
る
物
語
に
は
、
複
雑
に

絡
み
合
う
人
間
関
係
と
そ
れ
ゆ
え
の
苦
悩
が
背
景
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

総
角
巻
で
は
「
い
と
ほ
し
」
及
び
そ
の
派
生
語
は
25
例
に
の
ぼ
り
、
と
り
わ
け
多
い
巻
で
あ
る
。
こ
の
巻
で
は
主
人
公
薫
が
、
恋
す
る

大
君
は
自
分
と
中
君
が
結
婚
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
大
君
に
迫
り
、
つ
い
に
大
君
の
願
い
を
無
視
し
て
浮
気
者
と
評

判
の
匂
宮
を
強
引
に
中
君
に
取
り
持
ち
、
し
か
も
そ
の
匂
宮
は
身
分
ゆ
え
宇
治
か
ら
足
が
遠
の
い
て
、
姉
妹
は
絶
望
す
る
。
女
房
た
ち
は

女
主
人
で
あ
る
大
君
の
心
に
逆
ら
っ
て
薫
と
大
君
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。
大
君
は
妹
中
君
の
気
持
ち
を
無
視
し
て
薫
と
取
り
持
と
う

と
し
、
結
果
中
君
は
匂
宮
と
結
ば
れ
、
し
か
も
匂
宮
は
通
っ
て
こ
な
い
。
中
君
は
姉
大
君
が
不
本
意
に
も
薫
と
結
び
つ
け
ら
れ
そ
う
な
状

況
に
心
を
痛
め
る
が
、
自
身
の
結
婚
は
望
ん
で
い
な
い
。
こ
う
し
た
入
り
組
ん
だ
事
態
の
な
か
で
、「
い
と
ほ
し
」
が
相
互
に
飛
び
交
う

こ
と
に
な
る
。
要
は
皆
が
相
手
の
思
い
を
無
視
し
て
事
態
を
動
か
そ
う
と
す
る
が
（
だ
か
ら
負
い
目
に
）、
互
い
の
願
い
は
く
い
違
っ
て

い
る
か
ら
、
自
分
が
最
初
に
思
っ
て
い
た
の
と
は
違
う
方
向
に
事
態
は
展
開
し
、
当
初
考
え
て
い
た
以
上
の
つ
ら
さ
を
相
手
に
味
わ
せ
る

こ
と
に
な
り
、
い
っ
そ
う
「
い
と
ほ
し
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

相
互
の
思
惑
が
複
雑
に
入
り
乱
れ
な
が
ら
、
悲
劇
へ
と
ゆ
っ
く
り
転
じ
て
ゆ
く
総
角
巻
の
物
語
を
え
ぐ
る
の
に
、
な
る
ほ
ど
「
い
と
ほ

し
」
は
最
適
の
語
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
も
つ
れ
合
う
物
語
の
な
か
で
た
だ
一
人
匂
宮
だ
け
に
「
い
と
ほ
し
」

が
な
い
。
匂
宮
が
中
君
と
結
ば
れ
た
の
ち
、
母
明
石
中
宮
の
諫
止
の
た
め
宇
治
か
ら
足
が
遠
の
き
、
か
つ
権
勢
家
の
夕
霧
の
娘
六
君
と
匂

宮
と
の
結
婚
の
噂
を
聞
く
な
か
で
大
君
は
絶
望
を
深
め
、
病
み
、
死
に
至
っ
た
。
大
君
の
死
に
匂
宮
は
深
い
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
が
、
匂

宮
は
中
君
に
「
心
苦
し
」
は
感
ず
る
も
の
の
「
い
と
ほ
し
」
は
抱
か
な
い
。
自
身
の
言
動
が
ど
う
大
君
に
影
響
を
与
え
、
死
に
関
わ
り
、

中
君
を
苦
し
め
た
か
へ
の
匂
宮
の
無
知
が
、「
い
と
ほ
し
」
で
な
く
「
心
苦
し
」
と
、
す
な
お
に
中
君
と
一
体
化
で
き
る
姿
か
ら
浮
か
び

上
が
ろ
う
。
坊
ち
ゃ
ん
育
ち
の
匂
宮
は
、
負
い
目
を
感
ず
る
こ
と
な
く
、
中
君
の
悲
し
み
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
父
宮
の
喪
に
服
し
た
喪
服
姿
の
大
君
の
も
と
に
強
引
に
侵
入
し
、
大
君
の
抗
議
を
受
け
て
「
い
と
ほ
し
」
と
思
っ
て
以
降
、
大

君
、
中
君
、
匂
宮
（
心
な
ら
ず
も
中
君
の
も
と
に
通
え
な
い
の
に
焦
れ
る
）
に
ま
つ
わ
っ
て
計
11
例
の
「
い
と
ほ
し
」
が
繰
り
返
さ
れ
る

薫
の
方
も
、
十
一
月
の
大
君
最
期
の
日
々
で
は
「
い
と
ほ
し
」
は
陰
を
潜
め
、「
心
苦
し
」
の
み
に
な
る

）
11

（
注

。
そ
も
そ
も
薫
の
「
い
と
ほ
し
」

は
、
大
君
の
思
い
に
逆
ら
い
続
け
、
つ
い
に
中
君
と
匂
宮
を
結
び
つ
け
て
し
ま
う
（
八
月
末
）
さ
な
か
や
、
そ
の
記
憶
も
新
し
い
こ
ろ

（
九
月
初
旬
）
ま
で
に
頻
出
し
、
そ
の
後
は
薫
は
遠
く
都
に
離
れ
て
思
い
を
馳
せ
る
と
き
に
散
見
す
る
（
2
例
）
程
度
に
な
っ
て
い
た
の

で
、
都
で
の
公
務
（
新
嘗
会
・
豊
明
節
会
）
さ
え
も
投
げ
捨
て
て
、
大
君
に
つ
き
き
り
と
な
る
日
々
が
「
心
苦
し
」
一
辺
倒
に
な
る
の

は
、
む
し
ろ
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
え
大
君
の
最
期
が
、
端
で
見
て
い
ら
れ
な
い
肉
体
的
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
な
く
、
た
だ
「
も
の
の
枯
れ
ゆ
く
」（
青
表
紙
本
多

く
。
大
島
本
・
河
内
本
な
ど
「
も
の
の
隠
れ
ゆ
く
」）
よ
う
に
衰
弱
し
て
、
声
を
発
す
る
力
も
自
ら
の
思
い
を
通
す
気
力
も
な
く
、
従
順

に
薫
の
世
話
を
受
け
入
れ
る
日
々
だ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、「
心
苦
し
」
の
一
体
感
、「
い
と
ほ
し
」
の
距
離
感
、
ひ
い
て
は
人
間
の
関

係
性
と
い
う
も
の
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
実
を
言
え
ば
、
中
君
の
結
婚
生
活
へ
の
責
任
感
に
加
え
て
、
中
君
で
さ
え
不
幸
に
な
る
の
だ
か

ら
ま
し
て
自
分
が
薫
と
結
ば
れ
て
最
後
ま
で
穏
や
か
で
い
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
と
絶
望
し
た
こ
と
か
ら
、
大
君
は
「
お
ぼ
し
し
づ
む
に
心

地
も
ま
こ
と
に
苦
し
け
れ
ば
、
も
の
も
つ
ゆ
ば
か
り
参
ら
ず
」（
総
角
三
〇
〇
）
と
食
を
絶
ち
、
衰
弱
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
死
を
決

意
し
た
自
分
の
心
に
は
気
づ
か
ず
に
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
大
君
の
看
病
に
意
を
尽
く
す
薫
の
姿
に
心
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
ま

で
世
話
を
受
け
た
末
に
健
康
が
回
復
す
れ
ば
薫
と
結
婚
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
薫
を
は
じ
め
誰
も
が
出
家
し
て
結
婚
を
拒
み
た
い
大
君
の
心

は
許
し
て
く
れ
な
い
、
そ
れ
な
ら
ば
死
ぬ
し
か
な
い
の
だ
と
、
そ
し
て
死
ぬ
か
ら
に
は
せ
め
て
薫
の
心
に
美
し
い
自
分
を
残
し
て
お
き
た

い
の
だ
と
、
そ
う
思
う
大
君
の
最
期
の
日
々
の
、
薫
に
対
し
て
従
順
で
や
さ
し
い
振
る
舞
い
が
、
対
象
と
一
体
と
な
っ
て
の
共
感
、「
心

苦
し
」
を
可
能
に
し
た
の
だ
っ
た
。
大
君
が
も
は
や
心
の
底
の
思
い
を
誰
に
も
伝
え
る
こ
と
な
く
、
ど
う
し
た
い
と
特
に
主
張
す
る
こ
と
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の
無
い
日
々
が
、
薫
の
「
心
苦
し
」
や
、
大
君
の
中
君
へ
の
「
心
苦
し
」
の
背
景
に
あ
る
。
人
間
は
か
く
も
別
々
の
存
在
な
の
で
あ
る
。

注

註
1 
山
崎
馨
『
形
容
詞
助
動
詞
の
研
究
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
二
）。
初
出
は
一
九
七
三
年
。

註
2 

「
い
と
ほ
し
」
の
先
行
研
究
は
、
ほ
ぼ
こ
の
二
義
の
ど
ち
ら
に
振
り
向
け
る
か
に
論
が
集
中
す
る
。『
王
朝
語
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

〇
年
）
の
「
い
と
ほ
し
」
の
項
で
は
（
池
田
節
子
担
当
）、「
ど
ち
ら
の
語
義
を
適
用
す
る
か
に
よ
っ
て
内
容
ま
で
変
わ
っ
て
し
ま
う
語
義
な
ど
両

立
し
え
な
い
」
と
し
て
、
二
つ
の
解
釈
を
包
含
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
求
め
、「
自
分
自
身
を
か
わ
い
そ
う
だ
、
み
じ
め
だ
な
ど
と
憐
れ
む
気
持
の
こ

も
ら
な
い
、
単
な
る
拒
否
感
覚
の
、
困
る
、
い
や
だ
と
い
う
語
義
は
、『
い
と
ほ
し
』
に
は
な
い
」
と
す
る
。
こ
れ
は
「
気
の
毒
、
か
わ
い
そ
う
」

と
い
っ
た
憐
憫
の
情
を
「
い
と
ほ
し
」
全
体
を
貫
く
情
意
と
捉
え
、
そ
れ
を
他
者
で
な
く
自
己
に
振
り
向
け
る
と
「
困
る
、
い
や
だ
」
に
な
る
と

い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
理
解
で
は
、
な
ぜ
自
己
に
憐
憫
を
振
り
向
け
る
事
例
が
生
ず
る
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
他

者
へ
の
「
憐
憫
」
が
生
じ
や
す
い
、「
他
者
が
つ
ら
く
困
っ
た
状
況
に
あ
る
」
な
か
で
、
な
ぜ
自
己
に
向
か
う
「
つ
ら
い
、
困
っ
た
（
見
て
い
ら
れ

な
い
）」
感
情
が
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
。

註
3 

『C
D

-RO
M

角
川
古
典
大
観
源
氏
物
語
』
の
検
索
結
果
に
よ
る
。
従
っ
て
浮
舟
巻
以
外
は
大
島
本
、
浮
舟
巻
は
東
海
大
学
付
属
図
書
館
蔵
桃
園
文

庫
源
氏
物
語
（
明
融
本
）
が
底
本
で
あ
る
。
引
用
す
る
本
文
は
こ
の
古
典
大
観
の
校
訂
本
文
を
基
本
と
し
つ
つ
、
一
部
わ
か
り
や
す
く
表
記
を
改

め
て
い
る
。
ま
た
参
照
の
便
宜
の
た
め
、
全
体
に
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
当
該
箇
所
の
ペ
ー
ジ
数
を
あ
げ
る
。

註
4 

陣
野
英
則
「『
総
角
』
巻
の
困
惑
し
あ
う
人
々
―
―「
い
と
ほ
し
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」（『
源
氏
物
語
論　

女
房
・
書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
』
笠

間
書
院
、
二
〇
一
六
年
に
所
収
。
二
〇
一
〇
年
初
出
）
が
、
こ
れ
ま
で
の
陣
野
自
身
の
「
い
と
ほ
し
」
関
係
の
論
考
、
お
よ
び
先
行
研
究
へ
の
言

及
が
簡
便
に
ま
と
ま
っ
て
い
て
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
こ
れ
を
た
ど
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
「
い
と
ほ
し
」
研
究
の
方
向
性
が
ほ
ぼ
確
認
で

き
る
。
た
だ
し
本
稿
で
は
、
最
初
の
「
問
題
の
所
在
」
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、「
い
と
ほ
し
」
の
二
つ
の
解
釈
の
い
ず
れ
が
本
義
か
を
認
定
す
る

の
で
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
も
と
に
、「
い
ま
つ
ら
く
困
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
必
ず
困
る
で
あ
ろ
う
B
の
傍
ら
で
、
A
が
抱
く
感
情
」

と
し
て
「
い
と
ほ
し
」
が
出
現
す
る
こ
と
、
そ
の
と
き
な
ぜ
A
の
「
つ
ら
い
、
困
る
」
の
義
が
う
ま
れ
る
の
か
を
考
え
る
た
め
、
お
の
ず
と
論
の

展
開
の
方
向
性
や
結
論
は
異
な
る
。

註
5 

注
2
の
『
王
朝
語
辞
典
』
な
ど
。

註
6 

濱
橋
顕
一
補
助
論
文
32
（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識　

真
木
柱
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）。

註
7 

注
1
山
崎
の
挙
げ
る
宣
命
の
用
例
は
、
他
者
と
は
無
関
係
な
、
自
分
の
恥
へ
の
「
つ
ら
く
て
自
分
を
見
て
い
ら
れ
な
い
」
で
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
二

例
と
同
じ
形
で
あ
る
。
本
稿
で
は
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
確
認
し
、
先
行
す
る
用
例
は
一
部
確
認
し
た
に
留
ま
る
の
で
、
語
誌
の
考
究
で
は
な

い
が
、「
い
と
ふ
」
を
語
源
と
み
れ
ば
、「
つ
ら
く
て
自
分
か
ら
目
を
背
け
た
く
思
う
」
が
原
義
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
つ
ら
く
て
自
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分
か
ら
目
を
背
け
た
い
状
況
（
理
由
）
が
、
恥
辱
な
ど
自
己
内
で
完
結
す
る
も
の
か
ら
、
他
者
の
苦
境
へ
の
自
責
や
負
い
目
な
ど
、
他
者
と
関

わ
っ
て
生
ず
る
も
の
に
シ
フ
ト
し
、
結
果
と
し
て
表
面
上
「
心
苦
し
」
に
似
た
状
況
に
対
す
る
情
意
へ
と
変
わ
る
な
ど
の
展
開
が
確
認
で
き
る
の

か
、
他
作
品
と
比
較
し
、
さ
ら
に
考
察
を
重
ね
た
い
。　
　

註
8 
山
崎
良
幸
『
源
氏
物
語
の
語
義
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
八
年
）
は
、「
い
と
ほ
し
」
の
第
一
義
と
し
て
「
わ
れ
の
行
為
に
対
す
る
自
責
の

念
」
を
み
る
。『
古
語
大
鑑
』
で
も
語
義
の
分
類
の
な
か
に
「（
他
者
に
対
す
る
自
分
の
言
動
に
つ
い
て
）
申
し
訳
な
い
。
心
苦
し
い
」
の
項
目
を

立
て
る
。
な
お
山
崎
は
さ
ら
に
細
か
く
分
け
て
別
の
語
義
を
立
て
る
が
、
例
え
ば
、
空
蝉
の
冷
た
い
拒
絶
に
傷
つ
い
た
源
氏
が
、
現
在
は
音
信
不

通
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、「
強
ひ
て
い
と
ほ
し
き
御
ふ
る
ま
ひ
の
絶
え
ざ
ら
む
も
」（
空
蝉
一
八
八
）
の
「
い
と
ほ
し
」
は
、「
若
い
源
氏
が
自
分

に
拒
ま
れ
て
、
傷
つ
き
苦
し
む
の
を
見
る
に
し
の
び
な
い
気
持
」（
新
全
集
頭
注
）
で
あ
り
、「
自
責
の
念
」
と
解
し
得
る
。
こ
の
よ
う
に
別
の
語

義
を
立
て
て
い
る
用
例
も
、
く
わ
し
く
検
討
す
る
に
む
し
ろ
全
体
と
し
て
「
い
と
ほ
し
」
は
、「
自
責
の
念
」
を
読
む
べ
き
語
と
考
え
る
。

註
9 

事
態
を
何
と
か
す
る
叙
述
が
続
く
点
は
、「
わ
び
し
」
と
「
い
と
ほ
し
」
の
違
い
で
あ
る
。「
い
と
ほ
し
」
の
う
ち
、
女
三
宮
と
柏
木
の
密
通
を
宇

治
の
姫
君
た
ち
が
聞
き
知
っ
て
い
る
か
も
と
想
像
す
る
に
「
ね
た
く
も
い
と
ほ
し
く
も
お
ぼ
ゆ
る
」（
椎
本
二
〇
一
）
の
例
な
ど
は
、
か
の
密
通
が

知
ら
れ
れ
ば
薫
自
身
の
出
生
の
疑
惑
も
も
た
ら
す
か
ら
、「
負
い
目
」
と
は
無
関
係
に
、
直
接
的
に
薫
も
困
る
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
負
い
目
に

関
わ
ら
ず
、
他
者
（
女
三
宮
た
ち
）
に
も
自
分
（
薫
）
に
も
つ
ら
い
状
況
を
「
い
と
ほ
し
」
と
す
る
例
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
何
と
か
し
よ

う
と
す
る
叙
述
が
続
く
。
右
の
例
で
は
、
薫
は
醜
聞
漏
洩
を
防
ぐ
た
め
に
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
を
妻
に
し
よ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

註
10 

「
心
苦
し
」
と
の
語
義
の
差
異
を
考
え
る
際
に
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
が
こ
の
距
離
感
で
あ
る
。
鈴
木
日
出
男
『
源
氏
物
語
の
文
章
表
現
』（
一

九
九
七
年
）、
注
2
『
王
朝
語
辞
典
』、
中
川
正
美
『
平
安
文
学
の
言
語
表
現
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。
多
く
の
用
例
を
博
捜
し
た
中

川
は
、「
い
と
ほ
し
」
に
つ
い
て
、「
一
歩
離
れ
た
位
置
か
ら
第
三
者
的
に
か
わ
い
そ
う
に
思
う
」「
ひ
と
ご
と
表
現
」
と
結
論
づ
け
る
。
本
稿
で
も
、

「
い
と
ほ
し
」
に
は
「
心
苦
し
」
と
は
異
な
っ
て
、
相
手
と
の
距
離
感
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
常
に
「
い
と
ほ
し
」
の
冷
た
さ
を

意
味
す
る
と
は
捉
え
な
い
。
距
離
が
あ
り
つ
つ
も
他
人
事
と
切
り
離
せ
な
い
、
自
分
に
還
っ
て
く
る
「
か
わ
い
そ
う
で
、
見
て
い
ら
れ
な
い
」
を

本
義
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。　

註
11 

注
4
の
陣
野
論
文
に
既
に
指
摘
が
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

い
と
ほ
し
、
心
苦
し
、
負
い
目
、
共
感


