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女
が
男
に
物
を
返
す
時

平
安
和
歌
に
み
る
離
婚
・
離
縁

倉

田

実

は
じ
め
に

平
安
和
歌
を
読
ん
で
み
る
と
、
女
が
、
自
分
の
家
に
置
い
て
あ
っ
た
男
の
持
ち

物
を
、
男
の
も
と
に
返
す
と
い
う
内
容
の
詞
書
が
あ
っ
て
歌
が
置
か
れ
る
ケ
ー
ス

が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
の
男
女
は
、
愛
情
関
係
か
婚
姻
関
係
に
あ
っ

た
と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
。
平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
、
正
式
の
結
婚
で
も
、

当
初
は
妻
の
家
に
夫
が
通
い
、
愛
人
関
係
の
場
合
で
も
、
男
が
女
の
家
に
通
う
こ

と
で
そ
の
関
係
が
継
続
さ
れ
て
お
り
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
に
家
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

男
女
関
係
が
進
展
す
る
と
と
も
に
、
男
は
自
分
の
持
ち
物
を
女
の
家
に
置
く
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
女
側
で
、
衣
食
住
の
世
話
は
基
本
的
に
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ

れ
で
も
愛
用
の
物
や
大
切
な
物
、
あ
る
い
は
、
普
段
使
い
の
物
な
ど
は
、
運
び
込

ん
で
い
た
。
男
の
持
ち
物
が
愛
情
の
確
認
と
継
続
を
意
味
し
た
の
で
あ
る

(

１)

。
冒
頭

に
示
し
た
ケ
ー
ス
は
、
こ
う
し
て
女
の
家
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
男
の
持
ち
物
を
、

男
の
家
に
戻
す
と
い
う
場
合
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
、
男
が
返
送
を
願
う
時
と
、
女
の
判
断
で
返
送
す
る
時
が
あ
り
、
前

者
で
、
男
が
な
ぜ
そ
の
持
ち
物
が
必
要
な
の
か
が
明
示
さ
れ
て
い
れ
ば
問
題
は
な

い
が
、
単
に
返
送
を
願
う
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
で
も
、
な
ぜ
返
送
す
る
の
か
は
問
題
で
あ
る
。
言
葉
を

換
え
れ
ば
、
男
の
持
ち
物
が
な
ぜ
移
動
さ
れ
る
の
か
、
持
ち
物
の
移
動
は
何
を
意

味
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
論
的
に
示
せ
ば
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
離
婚
や
男
女
関
係

解
消
を
果
た
す
時
と
な
る
。
男
の
持
ち
物
が
女
の
家
に
移
動
す
る
こ
と
は
、
結
婚

や
愛
情
関
係
の
継
続
を
意
味
し
、
逆
に
、
女
の
家
か
ら
男
の
家
に
戻
さ
れ
る
時
、

そ
れ
は
離
婚
や
男
女
関
係
解
消
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
男
の
持
ち
物
は
、
愛
情

関
係
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
、
移
動
を
繰
り
返
す
の
で
あ
っ
た
。

平
安
和
歌
の
個
々
の
注
釈
書
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
離
婚
や
男
女
関

係
解
消
を
指
摘
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登

美

『

和
泉
式
部
集
全
釈』

(

東
宝
書
房
、
一
九
五
九
・
六)

の
五
八
四
番
歌
の

�余
釈
�
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

単
に
移
動
が
示
さ
れ
る
だ
け
の
時
は
、
そ
の
理
由
を
指
摘
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
事
例
が
他
に
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
男
の
持

ち
物
が
女
の
家
か
ら
返
送
さ
れ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
の
収
集
整
理
を
し
な
が
ら
、

改
め
て
離
婚
や
男
女
関
係
解
消
が
理
由
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
き
た

い
。
今
回
の
範
囲
は
、『

古
今
集』

か
ら

『

後
拾
遺
集』

ま
で
の
勅
�
集
と
、
三

代
集
あ
た
り
ま
で
の
私
家
集
に
し
ぼ
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
は
、
わ
ず
か
な
例
に

な
る
が
、
平
安
貴
族
の
離
婚
・
離
縁
を
考
え
る
際
の
史
料
と
も
な
ろ
う
。
和
歌
の

本
文
は
、『

新
編
国
歌
大
観』

に
よ
っ
た
。

女
が
男
に
物
を
返
す
時
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一

勅
�
集
か
ら

最
初
に
、
持
ち
物
が
男
の
も
と
に
返
さ
れ
て
も
、
離
婚
や
男
女
関
係
解
消
に
は

な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

女
の
も
と
に
衣き

ぬ

を
脱
ぎ
お
き
て
、
取
り
に
つ
か
は
す
と
て

鈴
鹿
山
伊
勢
を
の
海
人
の
捨
て
衣
し
ほ
な
れ
た
り
と
人
や
見
る
ら
ん

(

後
�
集
・
恋
三
・
七
一
八
・
藤
原
伊
尹)

こ
の
歌
の
場
合
、
男
が
脱
い
で
お
い
た
衣
を
女
の
家
に
取
り
に
行
か
せ
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
、
離
婚
で
は
な
さ
そ
う
だ
し
、『

一
条
摂
政
御
集』

で
は
、
取
り

に
や
っ
た
理
由
が
示
さ
れ
て
い
て
、
返
歌
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

翁
、
こ
の
女
の
も
と
に
衣き

ぬ

を
忘
れ
て
、
取
り
に
や
る
と
て

鈴
鹿
山
伊
勢
を
の
海
人
の
捨
て
衣
し
ほ
た
れ
た
り
と
人
や
見
る
ら
ん

と
て
、
と
く
給
へ
と
言
ひ
て
は
べ
り
け
れ
ば
、
返
り
ご
と
に

我
が
為
に
馴
る
る
を
見
れ
ば
捨
て
衣
し
ほ
た
れ
た
り
と
見
る
人
も
な
し

(

一
条
摂
政
御
集
・
三
五
、
三
六)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
男

(

翁)

は
、
女
の
家
で
脱
い
で
い
た
の
を
忘
れ
て
、
取
り

に
や
ら
せ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
�
瀬
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。

自
分
が
忘
れ
た
衣
を
、
海
人
が
漁
を
す
る
際
に
脱
ぎ
捨
て
て
お
く

｢
捨
て
衣｣

に

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
分
の
物
を
卑
下
し
て
い
る
の
で
あ
り
、｢

し
ほ
な
れ
た

り｣
｢

し
ほ
た
れ
た
り｣

の
ど
ち
ら
の
本
文
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
女
と
の
馴
染

ん
だ
関
係
を
言
っ
て
い
よ
う
。
前
者
は

｢

馴
れ｣

、
後
者
は

｢

潮
垂
れ｣

で
�
瀬

の
涙
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
女
の
返
歌
も
、｢

我
が
為
に
馴
る｣

を
初
句
に
据

え
、
着
馴
れ
て
濡
れ
た
衣
を
、
�
瀬
の
涙
の
せ
い
と
見
る
人
な
ど
い
ま
せ
ん
よ
、

と
皮
肉
で
応
じ
て
い
る
も
の
の
、
馴
染
ん
だ
男
女
関
係
を
肯
定
的
に
詠
ん
で
い
る
。

こ
こ
に
男
女
関
係
解
消
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

物
を
返
す
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
例
が
あ
り
、
注
意
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で

は
、
こ
う
し
た
例
を
除
い
て
の
整
理
に
な
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
以

下
、
こ
の
節
で
は

『

後
拾
遺
集』

ま
で
の
勅
�
集
か
ら
例
歌
を
見
て
い
く
が
、
持

ち
物
に
は
、
男
か
ら
の
文

(

消
息)

も
含
め
、
同
歌
が
私
家
集
に
あ
る
場
合
は
引

用
の
み
と
し
、
二
節
以
降
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
は
、『

古
今
集』

で
、

文
を
返
す
例
に
な
る
。

�

右
大
臣
住
ま
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
か
の
昔
お
こ
せ
た
り
け
る
文
ど
も
を
取
り

集
め
て
、
返
す
と
て
よ
み
て
贈
り
け
る

頼
め
こ
し
言
の
葉
今
は
返
し
て
む
我
が
身
ふ
る
れ
ば
置
き
所
な
し

返
し

今
は
と
て
返
す
言
の
葉
拾
ひ
お
き
て
お
の
が
も
の
か
ら
形
見
と
や
見
む

(

古
今
集
・
恋
四
・
七
三
六
・
藤
原
因
香
／
七
三
七
・
源
能
有)

男
か
ら
の
文
を
ま
と
め
て
返
そ
う
と
し
た
際
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
男
か
ら
来
た

文
を
返
す
の
も
、
離
婚
や
男
女
関
係
解
消
の
際
に
行
わ
れ
て
い
た
。
右
大
臣
源
能

有
が
、
藤
原
高
藤
女
の
典
侍
因
香
の
家
に
通
い
住
む
こ
と
を
し
な
く
な
っ
た
の
で
、

因
香
は
能
有
か
ら
贈
ら
れ
て
い
た
文
を
ま
と
め
て
返
し
、
自
ら
関
係
に
区
切
り
を

つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
関
係
終
焉
を
こ
う
し
た
行
為
で
表
す
わ
け
で
あ

る
。女

の
贈
歌
は
、
年
老
い
た
身
の
置
き
所
も
な
く
、
頼
み
に
思
わ
せ
た
文
を
置
く

意
味
も
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
お
返
し
し
ま
す
、
と
し
て
い
る
の
で
、
関
係
が
途

絶
え
た
の
は
、
年
齢
的
な
も
の
も
絡
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。｢

頼
め
こ
し｣

と

の
措
辞
は
、
ど
こ
か
未
練
も
感
じ
ら
れ
よ
う
。

男
の
返
歌
に
は
、
い
た
わ
る
よ
う
な
趣
も
あ
る
。
今
は
も
う
こ
れ
ま
で
と
お
返

し
下
さ
れ
た
文
を
、
自
分
が
書
い
た
も
の
な
が
ら
、
あ
な
た
と
の
思
い
出
の
品
と

見
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
か
、
と
し
た
の
は
、
い
た
わ
り
で
あ
ろ
う
。
男
は
、
自

ら
通
い
を
や
め
た
よ
う
だ
が
、
女
の
行
為
を
素
直
に
受
け
止
め
て
、
納
得
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
文
の
移
動
が
、
離
縁
を
意
味
す
る
例
と
な
る
。
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�

守ま
も

り
置
き
て
侍
り
け
る
男
の
、
心
変
り
に
け
れ
ば
、
そ
の
守
り
を
返
し
や
る

と
て

世
と
と
も
に
な
げ
き
こ
り
つ
む
身
に
し
あ
れ
ば
な
ぞ
や
守
り
の
あ
る
か
ひ
も
な

き
(

後
�
集
・
恋
三
・
七
六
一
・
伊
衡
の
女
今
君)

男
が
置
い
て
い
た
御
守
り
を
返
そ
う
と
し
た
際
の
女
の
歌
で
あ
る
。
男
が
、
女

の
も
と
に
、
御
守
り
を
置
い
て
い
た
が
、
心
変
わ
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
返
そ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。｢

守
り｣

は
、
仏
具
や
刀
な
ど
の
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ

は
木
に
ま
つ
わ
る
縁
語
仕
立
て
の
歌
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
木
製
の
護
符
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
女
の
も
と
に
置
く
こ
と
で
、
そ
の
身
の
安
全
を
念
じ
た
の
で
あ
る
。

歌
で
は
そ
の
御
守
り
を

｢

や
守
り｣

に

｢

山
守｣

を
掛
け
て
詠
み
込
ん
で
い
る
。

女
は
、
世
と
と
も
に
、
嘆
き
が
凝
り
積
も
る
我
が
身
で
す
の
で
、
御
守
り
が
あ
る

効
果
も
な
い
こ
と
で
す
、
と
し
て
い
る
。｢

嘆
き｣

の
も
と
は
男
の
心
変
り
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
御
守
り
が
役
立
た
な
か
っ
た
と
し
て
返
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ

は
女
側
か
ら
の
関
係
解
消
を
表
明
し
た
も
の
と
な
る
。

�

つ
ら
く
な
り
に
け
る
男
の
も
と
に
、
今
は
と
て
装
束
な
ど
返
し
つ
か
は
す
と

て
、

今
は
と
て
こ
ず
ゑ
に
か
か
る
空
蝉
の
か
ら
を
見
む
と
は
思
は
ざ
り
し
を

返
し

忘
ら
る
る
身
を
空
蝉
の
か
ら
衣
返
す
は
つ
ら
き
心
な
り
け
り

(

後
�
集
・
恋
四
・
八
〇
三
・
平
長
興
が
女
／
八
〇
四
・
源
巨
城)

男
の
装
束
を
返
そ
う
と
し
た
際
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
こ
こ
の

｢

装
束｣

は
、
男

が
女
の
家
に
置
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
通
い
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
男
は
冷
淡
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
通
っ
て
は
来
な
い
。
女
の
贈
歌
で
は
、

｢

梢｣

に

｢

来
ず｣

を
掛
け
、｢

空
蝉
の
か
ら

(

蝉
の
脱
殻)｣

を
、
着
る
人
の
な

い
衣
装
の
例
え
に
し
て
い
る
。
今
は
も
う
お
訪
れ
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

蝉
の
脱
殻
の
よ
う
に
な
っ
た
あ
な
た
の
衣
装
を
見
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た

と
、
不
実
を
な
じ
っ
て
い
る
。
女
の
方
で
自
ら
見
切
り
を
つ
け
、
男
の
装
束
を
返

す
こ
と
で
、
関
係
を
断
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
片
桐
洋
一

『

新
大
系

後
�
和

歌
集』

に
は
、｢

通
っ
て
い
た
男
が
来
な
く
な
っ
て
夫
婦
の
関
係
を
解
消
す
る
場

合
は
、
男
の
衣
裳
や
持
ち
物
を
返
す
の
で
あ
る｣

と
し
て
い
る
。

男
の
返
歌
の
方
は
、
そ
の
常
套
と
し
て
、
自
分
が
原
因
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

女
の
せ
い
に
し
て
詠
む
こ
と
に
な
る
。
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
我
が
身
に
、
衣
ま

で
返
す
の
は
何
と
冷
た
い
心
で
し
ょ
う
と
す
る
わ
け
だ
が
、
忘
れ
た
の
は
男
で
あ

る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
関
係
解
消
を
承
諾
し
て
の
あ
て
こ
す
り
な
の
で
あ
る
。

�

整
、
離
れ
が
た
に
な
り
侍
り
に
け
れ
ば
、
留
め
置
き
た
る
笛
を
つ
か
は
す
と

て
濁
り
ゆ
く
水
に
は
影
の
見
え
ば
こ
そ
葦
迷
ふ
江
を
留
め
て
も
見
め

(

後
�
集
・
恋
六
・
一
〇
二
三
・
よ
み
人
し
ら
ず)

男
が
置
い
て
い
た
笛
を
返
そ
う
と
し
た
際
の
女
の
歌
で
あ
る
。
整
は
、
嵯
峨
源

氏
で
あ
る
。
男
と
の
関
係
が
、
終
わ
り
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
女
が
置
か
れ
て
い

た
笛
を
返
そ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
�
�
な
ど
と
状
況
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
歌

で
は
、｢

葦
迷
ふ
江｣

に

｢

笛｣

を
隠
し
て
い
る
。
初
句

｢

濁
り
ゆ
く｣

は
、
工

藤
重
矩

『

和
泉
古
典
叢
書

後
�
和
歌
集』

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
義
語
と
な

る

｢

澄
ま
ず｣

か
ら

｢

住
ま
ず｣

を
導
い
て

｢

離
れ
が
た｣

に
な
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
よ
う
。
二
人
の
仲
は
終
わ
り
そ
う
で
す
が
、
も
し
だ
ん
だ
ん
と
濁
っ
て

い
く
水
に
あ
な
た
の
影
が
映
る
よ
う
で
し
た
ら
、
葦
の
繁
る
中
を
迷
う
よ
う
に
流

れ
る
入
江
を
堰
き
留
め
て
で
も
し
て
見
よ
う
と
思
い
ま
す
、
で
も
、
影
も
映
ら
ず
、

あ
な
た
は
お
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
の
で
、
笛
は
留
め
て
お
か
な
い
で
お
返
し

し
ま
す
、
と
な
ろ
う
。｢

離
れ
が
た｣

と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
男
の
持
ち
物

の
笛
を
返
す
こ
と
は
関
係
解
消
を
意
味
し
、
そ
れ
を
歌
に
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ

う
な
る
以
前
は
、｢

留
め
置
き
た
る
笛｣

と
あ
る
よ
う
に
、
男
は
女
の
家
に
自
分

の
分
身
と
も
な
る
笛
を
置
い
て
お
き
、
愛
情
の
継
続
を
確
認
さ
せ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
関
係
の
終
息
を
見
込
ん
だ
女
は
、
自
ら
笛
を
返
し
て
解
消
を
宣

女
が
男
に
物
を
返
す
時

― 3―( 3 )



言
し
た
の
で
あ
る
。

�

た
ま
さ
か
に
通
へ
る
文
を
乞
ひ
返
し
け
れ
ば
、
そ
の
文
に
具
し
て
つ
か
は
し

け
る

や
れ
ば
惜
し
や
ら
ね
ば
人
に
見
え
ぬ
べ
し
泣
く
泣
く
も
な
ほ
返
す
ま
さ
れ
り

(

後
�
集
・
雑
二
・
一
一
四
三
・
元
良
親
王)

↓
Ⅳ

『

元
良
親
王
集』

�

左
大
臣
の
、
土
御
門
の
左
大
臣
の
婿
に
な
り
て
後
、
襪

し
た
う
づ

の
型
を
取
り
に
お

こ
せ
て
侍
り
け
れ
ば

年
を
経
て
立
ち
馴
ら
し
つ
る
葦
鶴
の
い
か
な
る
か
た
に
跡
と
ど
む
ら
ん

(

拾
遺
集
・
雑
上
・
四
九
八
・
愛
宮)

男
が
、
女
の
家
に
置
い
て
い
た
襪
の
型
を
取
り
に
来
た
際
に
詠
ん
だ
、
女
の
歌

で
あ
る
。｢

襪｣

は
、
束
帯
着
用
時
に
靴
の
下
に
は
く
足
袋
の
よ
う
な
も
の
、｢

型｣

は
、
縫
う
時
の
下
型
で
あ
り
、
男
用
の
物
で
あ
る
。『

大
鏡』

公
季
伝
に
、
康
子

内
親
王
が
師
輔
の
た
め
に
、｢

小
さ
き
御
唐
櫃
一
具
に
、
片
つ
方
は
御
烏
帽
子
、

い
ま
片
つ
方
に
襪
を
、
一
唐
櫃
づ
つ
、
御
手
づ
か
ら
つ
ぶ
と
縫
い
入
れ
さ
せ
た
ま

へ
り
け
る
を｣

(

新
全
集
・
二
三
四
頁)

と
あ
り
、
襪
自
体
は
、
妻
が
縫
う
も
の

で
あ
っ
た
。

詞
書
は
、
左
大
臣
道
長
が
、
土
御
門
左
大
臣
源
雅
信
女
倫
子
の
婿
と
な
っ
た
後
、

源
高
明
女
明
子
の
も
と
に
襪
の
型
を
引
き
取
り
に
使
い
を
寄
こ
し
た
の
で
、
明
子

の
母
愛
宮
が
詠
ん
だ
歌
と
な
ろ
う
。
詞
書
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
道
長

は
、
明
子
と
関
係
し
た
後
に
倫
子
を
妻
と
し
た
史
料
と
な
る
。『

台
記
別
記』

(

第

三)

に
拠
れ
ば
、
永
延
元
年

(

九
八
七)

一
二
月
一
六
日
に
道
長
は
彰
子
と
結
婚

し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
と
な
る
。
当
時
の
道
長
は
、
従
三
位
左
京
大
夫
で
あ
っ

た
。
詠
者
は
、
安
和
の
変

(

九
六
九)

以
降
の
消
息
が
よ
く
分
か
ら
な
い
愛
宮
で

は
な
く
、
明
子
自
身
と
す
る
説
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
歌
は
、
倫
子
と
結
婚
し
た
道
長
を
難
じ
た
も
の
と
解
す
る
説
が
多
い
が
、

そ
れ
よ
り
も
明
子
の
道
長
と
の
関
係
を
案
じ
た
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
襪
の

移
動
か
ら
は
っ
き
り
す
る
。
道
長
は
、
そ
れ
を
明
子
の
家
に
置
い
て
い
た
が
、
引

き
取
っ
て
倫
子
の
家
に
置
こ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
男
の
持
ち
物
が
、
正
妻
の

も
と
に
移
動
し
た
の
で
あ
り
、
明
子
の
方
で
は
そ
の
事
態
に
将
来
の
不
安
を
感
じ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
移
動
で
、
す
ぐ
さ
ま
離
婚
と
い
う
事
態
に
は
な
ら
な
か
っ
た

が
、
明
子
側
で
は
、
そ
の
危
惧
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

歌
は
、
葦
鶴
に
夫
を
よ
そ
え
、
馴
れ
親
し
ん
だ
こ
ち
ら
か
ら
離
れ
て
、
は
た
し

て
ど
の
よ
う
な
所
に
落
ち
着
こ
う
と
さ
れ
る
の
か
と
し
て
、
夫
へ
の
不
安
を
い
い
、

見
放
さ
れ
た
悲
し
み
を
い
う
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
詞
書
に
あ
っ
た
襪
は
、｢

あ

し
た
づ｣

に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。｢

し
た
ぐ
つ｣

が

｢

し
た
う
づ｣

に

な
り
、
ウ
音
が
表
記
さ
れ
ず
に

｢

し
た
づ｣

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

�

国
用
が
む
す
め
を
、
知
光
ま
か
り
去
り
て
後
、
鏡
を
返
し
つ
か
は
す
と
て
、

書
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る

影
絶
え
て
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
ま
す
鏡
見
ず
は
我
が
身
の
憂
さ
も
知
ら
れ
じ

(

拾
遺
集
・
恋
四
・
九
一
五
・
藤
原
国
用
女)

↓
Ⅰ

『

仲
文
集』

�

男
に
忘
ら
れ
て
装
束
包
み
て
送
り
は
べ
り
け
る
に
、
革
の
帯
に
結
び
つ
け
は

べ
り
け
る

泣
き
流
す
涙
に
耐
へ
で
絶
え
ぬ
れ
ば
縹
の
帯
の
心
地
こ
そ
す
れ

(

後
拾
遺
集
・
恋
三
・
七
五
七
・
和
泉
式
部)

↓
⑤

『

和
泉
式
部
続
集』

�

忘
れ
じ
と
い
ひ
侍
け
る
人
の
、
離
れ
離
れ
に
な
り
て
、
枕
箱
と
り
に
お
こ
せ

て
は
べ
り
け
る
に

玉
�
笥
身
は
よ
そ
よ
そ
に
な
り
ぬ
と
も
ふ
た
り
契
り
し
こ
と
な
忘
れ
そ

(

後
拾
遺
集
・
雑
二
・
九
二
三
・
馬
内
侍)

↓
①

『

馬
内
侍
集』
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�

年
頃
住
み
は
べ
り
け
る
女
を
、
男
、
思
ひ
離
れ
て
、
物
の
具
な
ど
運
び
侍
り

け
れ
ば
、
女
の
よ
め
る

嘆
か
じ
な
つ
ひ
に
す
ま
じ
き
別
れ
か
は
こ
れ
は
あ
る
世
に
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ

(

後
拾
遺
集
・
雑
二
・
九
二
八
・
読
人
不
知)

男
が
持
ち
物
を
運
び
出
し
て
い
く
際
に
女
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
男
の
方
で
は
、

永
年
通
い
住
ん
で
き
た
女
に
対
す
る
愛
情
が
薄
れ
、｢

物
の
具

(

調
度
品)｣

な
ど

を
運
び
出
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
、
も
う
女
の
家
に
訪
れ
な
い
と
い
う
意
志
表

示
に
な
る
。
歌
は
、
贈
歌
と
い
う
よ
り
も
、
独
詠
歌
の
趣
で
あ
り
、
男
が
関
係
解

消
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
事
態
を
、
自
ら
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
詠

ま
れ
て
い
る
。｢

嘆
か
じ
な｣
の
初
句
切
れ
は
、
嘆
く
ま
い
と
す
る
さ
び
し
い
断

念
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
態
は
、
誰
も
が
避
け
ら
れ
な
い
死
別
で
は
な
い
の
だ
、
こ

れ
は
生
き
て
の
別
れ
と
思
う
ば
か
り
の
こ
と
だ
と
し
て
、
悲
し
い
事
実
を
諦
め
、

乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
る
。
永
年
馴
れ
親
し
ん
だ
男
と
の
関
係
に
未
練
を
残
す
の

で
あ
る
。

こ
の
歌
は
、
よ
み
人
知
ら
ず
に
な
っ
て
い
る
が
、
藤
本
一
恵

『

後
拾
遺
和
歌
集

全
訳
注』

(

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
三
・
七)

に
拠
れ
ば
、｢

太
山
寺
本｣

の

勘
物
に

｢

実
威
儀
師
仁
満
妻｣

と
あ
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
女
の
家
は
、
僧
が
京

近
辺
に
持
っ
て
い
た
車
宿
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

�

師
賢
朝
臣
も
の
言
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
絶
え
じ
な
ど
契
り
て
後
も
、
ま
た
絶

え
て
年
頃
に
な
り
に
け
れ
ば
、
通
は
し
け
る
文
を
返
す
と
て
、
そ
の
端
に
書

き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る

行
く
末
を
な
が
れ
て
何
に
頼
み
け
ん
絶
え
け
る
も
の
を
な
か
川
の
水

(

後
拾
遺
集
・
雑
二
・
九
六
六
・
式
部
命
婦)

�
と
同
じ
く
、
文
を
返
す
こ
と
で
、
女
側
か
ら
男
女
関
係
に
決
着
を
つ
け
よ
う

と
し
た
歌
で
あ
る
。
絶
え
る
こ
と
の
な
い
愛
情
を
約
束
し
た
後
も
、
訪
れ
が
絶
え

て
何
年
に
も
な
っ
て
い
る
。
三
年
所
在
不
明
な
ら
離
婚
と
さ
れ
た
時
代
な
の
で
、

｢

年
頃｣

は
こ
れ
く
ら
い
の
年
数
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
贈
ら
れ
た
文
を
返
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
関
係
を
清
算
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
に
贈
ら
れ

た
男
の
文
に
は

｢

絶
え
じ｣

と
の
約
束
事
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

男
の
不
実
に
よ
っ
て
、
す
で
に

｢

仲｣

は

｢

絶
え｣

て
し
ま
っ
て
い
る
。
行
く
末

ま
で
契
り
が
続
く
と
ど
う
し
て
頼
り
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
中
川
の
水
が
絶

え
た
よ
う
に
、
二
人
の
仲
は
、
す
で
に
絶
え
て
い
た
の
だ
、
と
後
悔
も
先
立
つ
の

で
あ
る
。
文
を
返
し
、
後
悔
の
念
を
言
う
こ
と
で
、
関
係
解
消
の
意
志
を
伝
え
た

こ
と
に
な
る
。

以
上
が
、『

後
拾
遺
集』

ま
で
に
認
め
ら
れ
た
、
男
の
持
ち
物
の
移
動
が
、
離

婚
や
男
女
関
係
解
消
と
か
か
わ
る
例
で
あ
っ
た
。
ま
と
め
は
最
後
に
ま
わ
す
こ
と

に
し
て
、
続
い
て
私
家
集
を
み
て
い
き
た
い
。

二

男
の
私
家
集

こ
こ
で
は
、
男
性
の
私
家
集
に
見
ら
れ
る
事
例
を
み
る
こ
と
に
し
、
女
性
の
も

の
は
次
節
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。
便
宜
の
処
置
で
あ
る
。

Ⅰ

婿
の
知
光
絶
え
て
、
置
き
た
り
け
る
物
の
具
ど
も
運
ぶ
に
、
鏡
の
留
ま
り
て

あ
り
け
る
、
や
る
と
て

影
絶
え

(

み
ち)

て
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
ま
す
鏡
見
ず
は
我
が
身
の
憂
き
も
知
ら
れ
じ

返
し
、
知
光

君
と
我
か
た
み
に
見
む
と
ま
す
鏡
そ
こ
に
と
ま
れ
る
影
さ
へ
や
憂
き

(

仲
文
集
・
三
五
／
三
六)

男
が
自
分
の
持
ち
物
を
女
の
家
か
ら
運
び
出
し
た
際
の
贈
答
歌
で
あ
る
。『

仲

文
集』
と
同
歌
所
収
の

『

拾
遺
集』

と
で
は
詞
書
に
差
異
が
あ
り
、
前
者
で
は
男

が
自
分
の
持
ち
物
を
運
び
出
し
、
取
り
残
さ
れ
て
い
た
鏡
が
あ
っ
た
の
で
女
側
が

返
そ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。『

拾
遺
集』

で
は

｢

国
用
が
女
を
、
知
光
ま
か
り

女
が
男
に
物
を
返
す
時
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去
り
て
後
、
鏡
を
返
し
つ
か
は
す
と
て
、
書
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る｣

と
あ
り
、

そ
の
事
情
が
不
分
明
で
、
最
初
に
持
ち
物
を
返
そ
う
と
し
た
の
が
女
側
に
な
り
、

女
側
か
ら
の
関
係
解
消
の
通
知
と
な
る
。『

仲
文
集』

の
方
が
真
相
を
伝
え
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、｢

運
ぶ｣

の
主
体
は
男
で
、
鏡
が
取
り
残
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
女
側
が
運
び
出
し
た
の
で
は
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。

『

仲
文
集』

の
こ
こ
は

『

国
用
集』

が
混
入
し
た
部
分
で
あ
り
、
先
に
示
し
た

『

拾
遺
集』
の
よ
う
に
、
国
用
の
代
作
か
、
そ
の
女
が
詠
者
で
あ
り
、
い
ず
れ
に

し
て
も
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
贈
歌
の
初
句
は
、『

仲
文
集』

で
は

｢

か

げ
み
ち
て｣

だ
が
、
他
本
や

『

拾
遺
集』

の

｢

影
た
え
て｣

が
妥
当
で
あ
り
、
本

文
を
改
訂
し
て
お
い
た
。
あ
な
た
の
姿
が
映
ら
な
く
な
っ
て
心
細
さ
が
増
す
ば
か

り
の
鏡
な
の
で
、
見
な
け
れ
ば
忘
れ
ら
れ
た
身
の
憂
さ
を
感
じ
な
く
て
す
む
で
し
ょ

う
か
ら
お
返
し
し
ま
す
、
と
し
て
、
女
側
か
ら
も
関
係
解
消
を
い
う
わ
け
で
あ
る
。

鏡
が
残
っ
て
い
た
の
は
、
男
が
取
り
忘
れ
た
の
で
は
な
く
、
女
に
贈
っ
た
も
の
だ
っ

た
の
で
、
わ
ざ
と
残
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
女
は
、
あ
え
て
そ
う
し
た
物
で
あ
っ

て
も
、
送
り
返
し
て
、
自
ら
も
関
係
解
消
を
き
っ
ぱ
り
と
念
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

鏡
に
は
人
の
魂
が
宿
っ
て
影
を
映
す
と
さ
れ
た
の
で
、
手
も
と
に
残
る
の
が
つ
ら

か
っ
た
の
で
あ
る
。

鏡
が
男
の
贈
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
、
返
歌
に
認
め
ら
れ
よ
う
。｢

君

と
我
か
た
み
に
見
む｣

と
あ
る
の
は
、｢

互
み｣

と

｢

形
見｣
を
掛
け
て
お
り
、

二
人
で
見
よ
う
と
思
っ
た
形
見
の
鏡
の
意
が
働
く
の
で
、
男
持
参
の
物
で
は
な
く
、

贈
ら
れ
て
い
た
蓋
然
性
が
あ
ろ
う
。
男
は
、
形
見
の
つ
も
り
で
鏡
を
残
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
返
却
さ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
う
し
た
鏡
な
の
に
、
残
っ

て
い
る
わ
た
し
の
影
を
見
る
の
も
忌
避
な
さ
る
の
で
す
ね
と
、
皮
肉
で
応
じ
て
い

る
。
鏡
を
見
る
の
も
つ
ら
い
と
言
わ
れ
れ
ば
、
こ
う
し
た
皮
肉
で
し
か
応
え
る
方

途
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ

重
輔
が
懸
想
し
侍
り
け
る
女
の
も
と
に
、
笛

ふ(

み)

を
置
き
て
、
取
り
に
つ
か
は

す
と
て

笛
の
音
に
泣
き
て
う
ら
み
し

(

ん)

�
の
葉

(

ね)

を
吹
き
か
へ
さ
な

(

れ)

ん
木
枯
の
風

(

元
輔
集
・
二
一
〇)

女
の
家
に
置
い
て
い
た
笛
を
、
男
が
取
り
に
行
か
せ
た
際
の
代
作
の
歌
で
あ
る
。

本
文
に
乱
れ
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
後
藤
祥
子

『

元
輔
集
注
釈』

(

貴
重
本
刊
行

会
、
一
九
九
四
・
一
一)

の
書
陵
部
蔵
甲
本
に
よ
り
、
初
句

｢

ふ
え
の
ね
か｣

を

除
い
て
改
訂
し
た
。
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
が
把
握
し
に
く
く
、
顕
忠
男
重
輔
と
女

と
の
関
係
や
、
元
輔
が
な
ぜ
代
作
し
た
か
が
分
か
り
に
く
い
。
重
輔
と
女
と
の
関

係
は
、
笛
を
置
く
ぐ
ら
い
な
の
で
�
瀬
が
ま
だ
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、
愛
人
関
係

が
継
続
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
と

も
理
解
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。｢

笛
を
置
き
て｣

に
し
て
も
、
笛
を
置
き
忘
れ
て

の
意
と
も
、
笛
を
置
い
て
お
い
て
の
意
と
も
と
れ
る
。
ま
た
、｢

取
り
に
つ
か
は

す｣

理
由
も
わ
か
ら
な
い
。
他
で
使
用
す
る
た
め
か
、
関
係
を
断
つ
た
め
か
、
両

様
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

歌
の
措
辞
か
ら
す
る
と
、｢

裏
見｣

と

｢

怨
み｣

の
掛
詞
が
伴
う

｢

�
の
葉｣

が
使
用
さ
れ
て
怨
情
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
、
終
わ
ろ
う
と
す
る
関
係
の
よ
う

で
あ
る
。
歌
の
意
は
、
笛
の
音
に
添
え
て
泣
い
て
あ
な
た
の
薄
情
を
怨
ん
だ
こ
と

で
す
、
裏
を
見
せ
て
�
の
葉
を
吹
き
返
す
木
枯
し
の
風
の
よ
う
に
、
ど
う
ぞ
笛
を

わ
た
し
に
吹
き
返
し
て
く
だ
さ
い
、
と
な
ろ
う
か
。
笛
を
返
送
し
て
も
ら
う
こ
と

で
懸
想
を
断
念
し
、
破
局
を
い
う
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
体
よ
く
伝
達
し
た

い
重
輔
の
た
め
に
元
輔
が
代
作
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
単
に
置
き
忘
れ
て
い
た

の
を
返
送
し
て
も
ら
う
に
は
、
や
や
手
が
こ
ん
で
い
よ
う
。

Ⅲ

忍
び
た
る
女
の
、
包
の
忘
れ
て
侍
り
け
る
に
つ
け
て
つ
か
は
す

打
ち
解
け
て
思
は
ぬ
事
は
世
と
と
も
に
人
め
つ
つ
み
も
わ
び
し
か
り
け
り

(

元
輔
集
・
二
三
七)

Ⅱ
に
続
い
て

『

元
輔
集』

か
ら
に
な
り
、
忘
れ
物
の

｢

包｣

を
返
す
際
の
歌
で

あ
る
。｢

包｣
の
中
身
は
、
衣
装
で
あ
ろ
う
。
後
に
引
用
す
る
、
⑤
に

｢

装
束
ど

も
包
み
て
置
く｣
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
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こ
こ
も
本
文
の
異
同
が
多
く
、
主
語
が
明
確
に
し
難
い
。
書
陵
部
蔵
甲
本
で
は

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

忍
び
侍
り
け
る
人
の
、
包
の
忘
れ
て
久
し
く
な
り
に
け
る
を
返
す
と
て

打
ち
解
け
て
思
は
ぬ
仲
は
世
と
と
も
に
人
め
つ
つ
み
も
久
し
か
り
け
れ

底
本
の
歌
仙
家
集
本
と
書
陵
部
蔵
甲
本
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
包
み
を
忘
れ
た

の
は
ど
ち
ら
か
、
歌
を
詠
ん
だ
の
は
誰
か
を
め
ぐ
っ
て
三
通
り
の
解
釈
が
可
能
で

あ
る
。
四
通
り
に
な
ら
な
い
の
は
、
女
が
忘
れ
て
、
女
が
詠
ん
だ
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。『

元
輔
集
注
釈』

は

｢

当
時
の
慣
習
か
ら
み
て
、
歌
を
詠

ん
だ
の
も
包
を
忘
れ
て
い
っ
た
の
も
元
輔
、
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る｣

と
し

て
い
る
が
、
女
が
返
す
時
に
も
詠
歌
が
あ
る
こ
と
は
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
女

の
歌
と
す
る
と
元
輔
の
歌
が
家
集
で
脱
落
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
男

女
関
係
に
あ
っ
て
、
忘
れ
た
と
あ
る
場
合
は
、
男
が
持
ち
物
を
女
の
家
に
忘
れ
た

と
と
る
の
が
実
際
的
な
の
で
、
女
が
忘
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

詠
者
の
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
女
の
歌
か
、
男
の
歌
か
は
、
決
め
難
い

と
思
わ
れ
る
の
で
、
両
様
に
解
し
て
お
き
た
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
男
が
、
忍
び
の
関
係
に
あ
る
女
の
家
に
、
衣
装
の
包
を
持

ち
込
ん
だ
ま
ま
置
き
忘
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
返
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
動
か

な
い
。
そ
し
て
、
単
に
忘
れ
物
が
返
さ
れ
た
折
の
歌
で
も
な
い
。
返
す
こ
と
で

｢

忍
び｣

の
関
係
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
女
の
歌
と
す
る
と
、
打
ち
解
け
て
思
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
こ
と
は
、
こ

の
包
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
人
目
慎つ

つ

み
を
し
て
い
る
の
も
、

わ
び
し
い
こ
と
で
し
た
、
と
な
ろ
う
か
。
女
は
、
忍
び
の
関
係
で
、
打
ち
解
け
て

く
れ
ず
、
人
目
を
気
に
す
る
男
を
諦
め
て
、
包
を
返
す
こ
と
で
関
係
を
解
消
し
よ

う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。

逆
に
、
男
の
歌
と
す
る
と
、
打
ち
解
け
て
思
わ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
包
で
は

な
い
が
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
あ
な
た
が
人
目
慎
み
を
し
て
い
る
の
が
わ
び
し
か
っ

た
か
ら
で
す
、
と
な
ろ
う
。
二
人
の
仲
に
終
止
符
を
打
ち
た
い
女
に
同
調
し
な
が

ら
、
忍
び
の
関
係
を
強
い
た
女
の
せ
い
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

男
女
ど
ち
ら
の
歌
か
に
問
題
を
残
す
が
、
男
の
持
ち
物
の
移
動
が
言
わ
れ
る
こ

と
で
、
男
女
関
係
の
解
消
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。

Ⅳ

先
々
通
は
せ
給
ひ
け
る
御
文
と
て
も
、
今
は
返
し
た
て
ま
つ
れ
た
ま
ふ
と
て
、

御
息
所

や
れ
ば
惜
し
や
ら
ね
ば
人
に
見
え
ぬ
べ
し
泣
く
泣
く
も
な
ほ
返
す
ま
さ
れ
り

(

元
良
親
王
集
・
六
六)

男
か
ら
の
文
を
返
そ
う
と
し
た
際
の
女
の
歌
で
あ
る
。
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、

『

後
�
集』

で
は

｢

た
ま
さ
か
に
通
へ
る
文
を
乞
ひ
返
し
け
れ
ば
、
そ
の
文
に
具

し
て
つ
か
は
し
け
る｣

と
の
詞
書
で
、
詠
者
は
元
良
親
王
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

詞
書
で
は
、
ま
ず
女
の
方
か
ら
男
へ
の
文
の
返
却
を
求
め
て
き
た
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
男
が
女
に
文
を
返
さ
な
く
て
も
、

男
側
で

｢

人
見
え
ぬ
べ
し｣

と
危
惧
す
る
こ
と
は
想
定
し
に
く
い
の
で
、
詠
者
は

女
で
、『

元
良
親
王
集』

の
形
で
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
女
は
、
宇
多
天
皇

の
京
極
御
息
所
褒
子
で
あ
り
、
元
良
親
王
と
の
密
通
は
、
世
間
に
知
ら
れ
て
い
た

(

後
�
集
・
九
六
〇)

。

女
は
、
以
前
に
お
通
わ
せ
に
な
っ
た
御
文
で
あ
っ
て
も
、
今
は
お
返
し
い
た
し

ま
す
と
し
て
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
男
の
文
は
、
破
い
て
棄
て
る
に
は
忍
び
が
た

く
、
破
か
ず
に
手
も
と
に
置
い
て
お
け
ば
き
っ
と
人
に
見
ら
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
、
泣
く
泣
く
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
お
返
し
す
る
の
が
一
番
い
い
よ
う
で
す
、

と
し
て
い
る
。
形
見
と
な
る
文
を
手
も
と
に
置
き
た
い
の
は
や
ま
や
ま
だ
け
れ
ど
、

文
が
散
る
の
を
恐
れ
て
、
返
却
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
返
却
の
理
由
は

｢

人
に

見
え
ぬ
べ
し｣

に
な
る
わ
け
だ
が
、
自
ら
返
そ
う
と
判
断
す
る
の
は
、
愛
情
関
係

を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
男
に
未
練
を
残
し
つ
つ
、
も
う
�
っ

て
は
な
ら
な
い
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
し
て
、
世
間
か
ら
身
を
守
ろ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
の
返
却
は
、
関
係
解
消
を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
が

当
然
と
な
ろ
う
。

Ⅴ

は
や
う
の
こ
と
な
る
べ
し
。
北
の
方
と
怨
じ
た
ま
て
、
さ
ら
に
来
じ
と
誓
言

女
が
男
に
物
を
返
す
時
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し
て
、
物
ど
も
払
ひ
な
ど
し
て
、
二
日
ば
か
り
あ
り
て

別
れ
て
は
昨
日
今
日
こ
そ
隔
て
つ
れ
千
代
し
も
経
た
る
心
地
の
み
す
る

御
返
り

昨
日
と
も
今
日
と
も
知
ら
ず
今
は
と
て
別
れ
し
ほ
ど
の
心
ま
ど
ひ
に

(

一
条
摂
政
御
集
・
一
〇
一
／
一
〇
二)

離
婚
と
和
解
が
共
に
示
さ
れ
る
贈
答
歌
で
あ
る
。
北
の
方
恵
子
女
王
と
の
夫
婦

喧
嘩
で
立
腹
し
た
伊
尹
は
、
も
う
こ
の
家
に
は
来
な
い
と
宣
言
し
て

｢

物
ど
も
払

ひ
な
ど｣

し
て
い
る
。
自
分
の
持
ち
物
と
な
る
調
度
を
引
き
払
っ
た
の
で
あ
る
。

離
婚
を
思
い
き
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
二
日
ほ
ど
し
て
和
解
を
申

し
入
れ
て
い
る
。
別
れ
て
、
昨
日
今
日
と
二
日
隔
た
っ
て
い
る
が
、
千
年
も
た
っ

た
気
ば
か
り
が
す
る
と
し
て
、
独
り
で
い
る
辛
さ
を
訴
え
、
仲
直
り
を
願
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
北
の
方
は
、
自
分
の
方
は
、
昨
日
の
こ
と
か
今
日
の
こ
と
か

も
分
か
り
ま
せ
ん
、
別
れ
た
折
の
悲
し
み
で
気
が
動
�
し
た
ま
ま
で
す
の
で
と
し

て
、
別
離
解
消
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
こ
れ
で
両
者
は
和
解
し
た
こ
と
に
な
る
。

｢

は
や
う
の
こ
と
な
る
べ
し｣

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
若
気
の
短
気
が
原
因

な
の
で
あ
ろ
う
。
夫
婦
喧
嘩
の
こ
と
は
、『

一
条
摂
政
御
集』

一
八
四
番
歌
に
も

認
め
ら
れ
る
が
、
二
人
の
間
に
は
、
親
賢
・
惟
賢
・
挙
賢
・
義
孝
・
義
懐
・
懐
子

の
六
人
の
子
が
誕
生
し
て
お
り
、
離
婚
す
る
ぞ
と
い
う
短
慮
が
あ
り
つ
つ
、
す
ぐ

に
和
解
す
る
睦
ま
じ
い
関
係
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
贈
答
歌
は
、『
新
古
今
集』

(

恋
四
・
一
二
三
七
／
一
二
三
八)

に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

Ⅵ

言
ひ
わ
た
り
し
女
の
、
と
み
に
聞
き

(

し)

げ
も
な
か
り
し
か
ば
、
文
返
し
得
て
ん

と
言
ひ
つ
か
は
し
て

言
ひ
そ
め
し
言
の
葉
い
か
が
な
り
に
け
む
吹
き
返
さ
な
ん
あ
き
の
山
風

(

兼
澄
集
・
七
八)

求
愛
を
自
ら
断
念
し
、
懸
想
文
の
返
却
を
求
め
た
男
の
歌
で
あ
る
。
底
本
詞
書

の

｢

と
み
に
き
し
け
も｣

で
は
意
が
通
ら
な
い
の
で
、
他
本
に
よ
り
改
訂
し
た
。

｢

聞
き
げ
も
な
い｣

で
、
求
愛
を
受
け
入
れ
て
く
れ
そ
う
に
も
な
い
こ
と
を
言
う
。

求
愛
は
、｢

言
ひ
わ
た
り
し｣

と
あ
る
の
で
、
た
び
た
び
に
及
ん
で
い
た
が
、
聞

き
入
れ
て
く
れ
そ
う
に
も
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
文
を
戻
し
て
ほ
し
い
と
言
う

の
で
あ
る
。
歌
は
、
こ
の
事
情
を
詠
ん
で
お
り
、
思
い
を
込
め
て
書
き
記
し
て
き

ま
し
た
わ
た
し
の
文
は
、
ど
う
な
っ
て
お
り
ま
し
ょ
う
、
秋
の
山
風
が
紅
葉
に
染

め
た
葉
を
吹
き
返
す
よ
う
に
、｢

飽
き｣

て
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
ど
う
ぞ
お
返

し
く
だ
さ
い
、
と
な
ろ
う
。
男
が
返
却
を
願
う
の
は
、
文
が
散
り
、
浮
名
が
立
つ

の
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
も
う
求
愛
は
し
ま
せ
ん
と
の
宣
言
に
な
る
が
、
最
後
通
牒

を
突
き
つ
け
る
よ
う
に
し
て
、
さ
ら
に
女
の
反
応
を
見
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ

な
い
。

Ⅶ

人
の
も
と
に
枕
を
置
き
て
、
来
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
返
す
と
て

お
き
て
み
る
か
ひ
も
あ
ら
ま
し
忘
る
る
を
こ
れ
だ
に
つ
げ
の
枕
な
り
せ
ば

返
し

か
く
な
む
と
つ
げ
の
枕
に
あ
ら
ず
と
も
知
ら
ざ
ら
め
や
は
恋
の
数
を
も

(

実
方
集
・
一
四
六
／
一
四
七)

女
が
、
男
の
枕
を
返
そ
う
と
し
た
際
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
男
は
女
の
家
に
枕
を

持
ち
込
ん
で
い
た
の
で
、
通
い
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
男
の
足
は

間
遠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
女
は
枕
を
返
す
こ
と
で
、
男
と
の
関
係
を

清
算
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
置
い
て
お
い
て
朝
起
き
て
見
て
み
る
か
い
も
あ

り
ま
し
ょ
う
、
せ
め
て
忘
れ
ら
れ
た
こ
の
枕
が
恋
心
を
告
げ
る
柘
植
の
枕
で
し
た

ら
、
と
し
て
、
戻
し
返
す
理
由
と
す
る
の
で
あ
る
。｢

柘
植
の
枕｣

に
は
、｢

一
人

寝
る
心
は
今
も
忘
れ
ず
と
つ
げ
の
枕
は
君
に
知
ら
せ
よ｣

(

古
今
六
帖
五
・
枕
・

三
二
三
九)

が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
恋
心
を
告
げ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
枕
に
は
魂
が
入
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
男
を
表
象
す
る
も
の
と
な
る
が
、

通
わ
な
く
な
っ
た
現
在
、
物
の
具
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
も
し
、
魂
が
入
っ
た
恋

心
を
告
げ
て
く
れ
る
柘
植
の
枕
で
あ
っ
た
な
ら
、
手
も
と
に
置
い
て
お
く
甲
斐
が
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あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。｢

告
げ
の
枕｣

で
あ
っ
た
ら
い

い
の
に
と
す
る
と
こ
ろ
に
女
の
未
練
が
ほ
の
見
え
て
い
よ
う
。

男
の
返
歌
で
は
、｢

我
が
恋
を
人
知
る
ら
め
や
敷
妙
の
枕
の
み
こ
そ
知
ら
ば
知

る
ら
め｣

(

古
今
集
・
恋
一
・
五
〇
四)

が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
枕
は
恋
の
睦

言
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
歌
で
あ
り
、
当
時
の
俗
信
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
に
も
思
っ

て
い
る
と
告
げ
る
柘
植
の
枕
で
な
く
て
も
、
あ
な
た
へ
の
恋
の
数
々
を
、
わ
た
し

の
枕
が
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
と
し
て
、
共
寝
し
た
枕
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
告
げ
の
枕
で
な
く
て
も
、
共
寝
し
た
枕
は
、
自
分
の
恋
心

を
知
っ
て
い
る
と
主
張
し
、
居
直
っ
て
い
よ
う
。
開
き
直
り
を
は
か
る
こ
と
で
、

自
身
の
非
を
糊
塗
し
つ
つ
、
関
係
解
消
を
納
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅷ

あ
る
男
、
夏
、
女
の
も
と
に
扇
を
落
と
し
て
、
そ
の
後
絶
え
て
音
も
せ
ね
ば
、

返
し
や
る
と
て

忘
れ
け
る
ほ
ど
さ
へ
今
は
思
ほ
え
ず
扇
を
見
れ
ば
夏
に
や
あ
る
ら
ん

(

嘉
言
集
・
三
六)

落
ち
て
い
た
男
の
扇
を
返
そ
う
と
し
た
際
の
女
の
歌
で
あ
る
。
男
と
女
の
関
係

は
、
仮
初
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
夏
の
�
瀬
以
降
、
訪
れ
が
な
い
の

で
、
落
し
物
の
扇
を
送
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
落
し
物
を
届
け
る

と
い
う
ケ
ー
ス
な
の
で
は
な
く
、
通
っ
て
来
な
い
男
の
持
ち
物
を
返
す
こ
と
で
関

係
解
消
を
通
知
す
る
も
の
と
な
る
。
あ
な
た
に
忘
れ
ら
れ
て
ど
れ
ほ
ど
時
が
経
っ

た
の
か
さ
え
、
今
で
は
は
っ
き
り
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
扇
を
見
て
み
る
と
、
以
前

に
来
ら
れ
た
の
は
夏
だ
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
し
て
、
訪
れ
の
な
さ
を
指

摘
し
、
難
詰
す
る
の
で
あ
る
。

男
が
女
の
も
と
に
落
し
忘
れ
て
い
た
扇
は
、
夏
な
の
で
夏
扇
の
蝙か

は

蝠ほ
り

扇
と
な
る
。

当
時
は
、
冬
扇
の
檜
扇
と
季
節
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
お
り
、
女
が

｢

夏
に
や
あ

る
ら
ん｣

と
し
て
い
る
の
は
、
す
で
に
冬
扇
を
使
う
秋
以
降
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
季
節
が
変
わ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
わ
け
で
あ
り
、

さ
ら
に
こ
こ
に
は
、『

文
選』

怨
歌
行
の
、
班
��

の
故
事
が
念
頭
に
あ
ろ
う
。

当
時
知
ら
れ
て
い
た
、
漢
の
成
帝
の
愛
妃
班
��

が
、
飛
燕
の
た
め
に
帝
寵
を
失

い
、
夏
の
白
絹
の
扇
が
秋
に
な
っ
て
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
我
が
身
を

嘆
い
た
と
い
う
故
事
で
あ
る
。
男
の
持
っ
て
い
た
の
が
白
扇
か
ど
う
か
は
、
分
か

ら
な
い
が
、｢

夏
に
や
あ
る
ら
ん｣

に
は
、｢

忘
れ
け
る｣

と
呼
応
し
て
、
捨
て
ら

れ
た
扇
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
よ
う
。
わ
た
し
は
、
秋
に
な
っ
て
捨
て
ら
れ

る
扇
と
同
じ
な
の
で
す
ね
、
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
扇
と
と
も
に
班
��

の

故
事
を
踏
ま
え
た
歌
を
返
す
こ
と
で
怨
情
を
い
い
、
関
係
解
消
の
意
を
伝
え
る
の

で
あ
る
。

な
お
、
返
歌
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
脱
落
し
た
の
だ
ろ
う
。

Ⅸ

十
月
ば
か
り
に
、
妹
を
懸
想
す
る
人
の
、
こ
と
は
な
る
ま
じ
き
な
め
り
、
文

を
だ
に
返
し
得
て
ん
と
言
へ
る
に

木
枯
の
風
の
ゆ
く
て
に
ま
か
せ
て
し
人
の
言
の
葉
と
ま
ら
ざ
り
け
り

(

輔
親
集
・
七
八)

男
か
ら
懸
想
文
の
返
却
を
求
め
ら
れ
た
際
に
、
女
の
兄
弟
が
代
わ
り
に
詠
ん
だ

歌
で
あ
る
。
男
は
、
懸
想
を
続
け
て
も
、
恋
が
成
就
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で

し
ょ
う
か
ら
、
文
だ
け
で
も
お
返
し
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
き
た
の
で
、
自
ら
諦
め

た
こ
と
に
な
る
。
状
況
は
、
Ⅴ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
Ⅸ
は
返
す
際
の
女
側
の
歌
で
、

輔
親
が
代
作
し
た
の
で
あ
る
。
妹
の
こ
と
は
、
系
図
類
に
な
く
、
未
詳
で
あ
る
。

歌
の
二
句

｢

ゆ
く
て｣

は
、
行
き
が
け
、
つ
い
で
、
の
意
と
し
て
働
い
て
お
り
、

男
の
求
愛
態
度
に
誠
意
を
認
め
て
い
な
い
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
木
枯
し
が
吹
く
つ
い
で
に
任
せ
て
い
た
あ
な
た
の
文
は
、
葉
が
木
に
留

ま
ら
な
い
よ
う
に
、
我
が
家
に
留
め
置
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
、
と
懸
想
文
を
軽
い

も
の
に
見
立
て
て
い
る
。
歌
は
、
あ
く
ま
で
も
懸
想
さ
れ
た
妹
の
立
場
で
詠
ま
れ

て
い
る
が
、
妹
の
結
婚
を
案
じ
る
兄
弟
の
思
い
も
投
影
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
で
、

女
側
も
最
終
的
に
求
愛
を
拒
否
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

女
が
男
に
物
を
返
す
時
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三

女
の
私
家
集

最
後
に
、
女
性
の
私
家
集
で
あ
る
。『

馬
内
侍
集』

と

『

和
泉
式
部
集』

『

和
泉

式
部
日
記』

が
史
料
で
あ
る
。

①

は
じ
め
の
や
う
に
も
あ
ら
ず
な
り
侍
る
人
の
、
寝
所
に
扇
を
忘
れ
た
る
、
や

る
と
て

朝
ま
だ
き
あ
れ
ゆ
く
床
に
我
お
き
て
ま
た
忘
ら
る
る
な
ら
ひ
あ
り
け
り

(

馬
内
侍
集
・
一
八
一)

男
が
置
き
忘
れ
た
扇
を
返
そ
う
と
し
て
添
え
た
、
女
の
歌
で
あ
る
。
�
い
は
じ

め
た
頃
の
情
愛
が
薄
れ
て
き
た
男
が
、
寝
所
に
扇
を
忘
れ
た
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
送

り
返
し
て
い
る
。
こ
こ
の
扇
に
も
、
Ⅶ
と
同
じ
く
班
��

の
捨
て
ら
れ
た
扇
の
故

事
が
念
頭
に
あ
ろ
う
。
歌
は
、
あ
な
た
は
朝
早
々
に
起
き
て
帰
り
、
早
く
も
さ
び

れ
ゆ
く
床
に
わ
た
し
を
置
き
去
り
に
し
て
、
そ
の
う
え
扇
を
忘
れ
た
の
は
、
ま
た

こ
こ
に
男
か
ら
忘
れ
ら
れ
る
な
ら
わ
し
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
、
と
な
ろ

う
。
女
と
扇
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、
班
��

と
そ
の
扇
の
よ
う
な
運
命
を
暗
示
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
忘
れ
ら
れ
た
扇
は
、
女
自
身
の
行
く
末
な
の
で
あ
っ
た
。
歌
か

ら
す
る
と
、
男
は
早
朝
に
帰
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
愛
情
の
不
安

を
感
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
女
の
行
為
と
詠
歌
を
ど
う
取
る
の
か
は
、
難
し
い
。
男
の
物
を
返
す
と
い

う
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
、
関
係
解
消
を
念
じ
た
も
の
と
な
る
。
寝
所
で
、
も
う
男

に
は
愛
情
が
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
逆
に
、
男
の
薄
情
と
、
女
側

の
悲
哀
を
い
う
こ
と
で
、
閨
怨
を
仮
託
し
た
愛
情
表
現
と
と
れ
な
く
も
な
い
。

｢

は
じ
め
の
や
う｣

な
情
愛
を
念
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
扇
に
は

｢

�
ふ｣

が

含
ま
れ
る
の
で
、
�
い
た
い
意
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
鼻

績

『

馬
内
侍
集
注
釈』

(

貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
九
八
・
七)

の

｢

愛
の
破
綻
を

予
感
し
て
い
る｣

歌
と
い
う
よ
う
な
解
釈
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
破
綻
の
予

感
を
詠
む
こ
と
で
、
ど
う
し
た
い
か
に
つ
い
て
の
指
摘
は
な
い
。
と
に
か
く
、
正

反
対
の
解
釈
が
可
能
だ
が
、
こ
こ
は
忘
れ
物
を
返
し
、
班
��

の
故
事
を
連
想
さ

せ
る
こ
と
で
、
自
ら
関
係
解
消
を
示
唆
し
た
歌
と
解
し
て
お
き
た
い
。

②

い
み
じ
き
こ
と
あ
り
と
も
よ
そ
よ
そ
に
な
ら
じ
と
契
り
け
る
人
、
さ
し
も
な

く
な
り
て
、
置
か
せ
た
る
手
箱
を
さ
へ
に
乞
ひ
に
お
こ
せ
た
れ
ば
、
や
る
と

て
玉
�
笥
身
は
よ
そ
よ
そ
に
な
り
ぬ
と
も
ふ
た
り
契
り
し
こ
と
な
忘
れ
そ

(

馬
内
侍
集
・
一
八
六)

男
が
返
却
を
求
め
て
き
た
手
箱
に
添
え
た
、
女
の
歌
で
あ
る
。『

後
拾
遺
集』

の
詞
書
と
状
況
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
取
り
に
来
た
の
が
、
手
箱
で
は
な
く
枕

箱
に
な
っ
て
い
る
。
手
箱
は
三
重
の
懸
籠
が
付
く
、
背
の
高
い
箱
で
、
理
髪
具
・

香
・
薬
・
懐
紙
・
熨
斗
な
ど
様
々
な
物
を
入
れ
た
。『

類
聚
雑
要
抄』

に
北
廂
の

具
と
し
て
、
長
さ
一
尺
二
寸
五
分

(

約
三
七
セ
ン
チ)

、
弘
さ
八
寸

(

二
四
セ
ン

チ)

、
高
さ
六
寸
四
分
半

(

約
二
〇
セ
ン
チ)

で
、
三
重
の
懸
籠
の
内
に
様
々
な

物
を
入
れ
た
手
箱
の
図
が
あ
る
。
や
や
生
活
臭
が
あ
ろ
う
か
。
一
方
の
枕
箱
は
、

枕
が
二
つ
入
れ
ら
れ
、
長
さ
七
寸
二
分

(

約
二
二
セ
ン
チ)

、
広
さ
五
寸
五
分

(

約
一
七
セ
ン
チ)

、
深
さ
二
寸
五
分

(

約
七
セ
ン
チ)

で
、
そ
れ
ほ
ど
の
物
は
入

ら
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
は
箱
型
の
枕
の
意
で
も
な
い
。
契
り
を
連
想
さ
せ
、
歌
の

内
容
か
ら
し
て
も
、
こ
こ
は
枕
箱
が
ふ
さ
わ
し
い
が
、
以
下
は
、『

馬
内
侍
集』

で
考
え
て
い
き
た
い
。
な
お
、
歌
に
異
同
は
な
い
。

詞
書
の

｢

い
み
じ
き
こ
と
あ
り
と
も
よ
そ
よ
そ
に
な
ら
じ｣

と
の
契
り
を
、

『

馬
内
侍
集
注
釈』

は
、｢

二
人
の
関
係
が
深
刻
な
事
態
に
な
っ
て
も
他
人
の
関
係

に
は
な
ら
な
い
と
い
う
約
束
事｣

と
解
し
て
い
る
。｢

よ
そ
よ
そ
に
な
る｣

は
、

｢

一
日
二
日
の
ほ
ど
、
よ
そ
よ
そ
に
明
し
暮
す
折
々
だ
に
、
お
ぼ
つ
か
な
き
も
の

に
お
ぼ
え｣

(

源
氏
物
語
・
須
磨
巻)

と
い
う
よ
う
に
、
身
が
別
々
に
な
る
こ
と

で
、『

後
拾
遺
集』

の

｢

離
れ
離
れ
に
な
り
て｣

と
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ど
ん

な
に
ひ
ど
い
事
態
が
あ
っ
て
も
離
れ
離
れ
に
な
る
ま
い
と
約
束
し
た
人
が
、
そ
う
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で
も
な
く
な
っ
て
通
わ
な
く
な
り
、
置
か
せ
て
い
た
手
箱
ま
で
も
引
き
取
り
に
寄

こ
し
た
の
で
あ
る
。
男
は
、
愛
情
関
係
解
消
を
果
た
す
た
め
に
、
様
々
な
物
が
入

る
手
箱
を
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
仕
打
ち
に
対
し
て
、
女
は
、
お
互
い
の
身
は
別
々
に
な
ろ
う
と
も
、

箱
と
蓋
が
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
に
、
二
人
で
愛
し
合
っ
た
こ
と
は
、
忘
れ
な
い
で

く
だ
さ
い
と
返
し
て
い
る
。
男
の
意
向
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
未
練
を
残
す
の
で
あ

る
。｢

玉
�
笥｣
は
男
の
手
箱
で

｢

身｣

を
導
く
枕
詞
の
働
き
を
し
、｢

身｣

は
箱

の
中
身
と
、
身
体
の
意
を
掛
け
て
い
る
。
ま
た
、｢

よ
そ
よ
そ｣

は
、
箱
と
蓋
が

分
か
れ
る
こ
と
に
、
身
が
別
々
に
な
る
こ
と
を
よ
そ
え
、｢

ふ
た
り｣

に
蓋
を
掛

け
て
い
る
。『

馬
内
侍
集
注
釈』

は

｢

契
り
し
こ
と
な
忘
れ
そ｣

を
、｢

二
人
で
約

束
し
た
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
さ
い
ま
す
な｣

と
し
て
い
る
が
、
す
で
に
そ
の
約

束
が
破
ら
れ
て
い
る
の
で
、
お
か
し
な
こ
と
に
な
ろ
う
。

男
は
、
持
ち
物
を
女
の
家
か
ら
戻
す
こ
と
で
一
方
的
に
別
離
を
決
定
づ
け
た
の

に
対
し
て
、
女
側
に
は
愛
し
合
っ
た
記
憶
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
と
願
い
つ
つ
、

従
う
姿
勢
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
最
後
の
物
が
返
さ
れ
た
の
で
、
破
局
は
決
定
づ

け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

③

人
の
置
き
た
り
け
る
鏡
の
箱
を
、
返
し
や
る
と
て

影
だ
に
も
と
ま
ら
ざ
り
け
り
ま
す
鏡
箱
の
か
ぎ
り
は
言
ふ
か
ひ
も
な
し

(

和
泉
式
部
集
・
五
八
四)

男
の
鏡
箱
を
返
そ
う
と
し
て
添
え
た
女
の
歌
で
あ
る
。
鏡
の
こ
と
は
Ⅰ
に
あ
っ

た
。
こ
こ
は
鏡
が
入
っ
た
鏡
箱
で
、
女
の
家
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
返
し

た
事
情
は
詞
書
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、｢

返
し
や
る｣

に
男
女
関
係
の
解
消
が

意
図
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
に
触
れ
た

『

和
泉
式
部
集
全

釈』

の

�余
釈
�
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
で
あ
り
、｢

同
棲
生
活
が
破
た
ん
に
陥
っ

た
時
、
男
の
私
有
品
は
再
び
男
の
手
に
帰
す｣

と
し
て
い
た
。

歌
の
方
に
は
、
返
す
理
由
が
明
確
に
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

影
だ
に
も
と
ま
ら
ざ

り
け
り｣

は
、
鏡
に
男
の
姿
さ
え
も
留
ま
っ
て
い
な
い
と
す
る
、
通
い
が
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
を
強
調
的
に
言
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
鏡
の
箱
ば
か
り
あ
っ
て

も
仕
方
な
い
こ
と
だ
と
し
て
、
返
す
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
女
か
ら
関
係
解
消
を

通
知
し
た
の
で
あ
る
。

④

手
箱
置
き
た
る
や
る
と
て
、
同
じ
人
に

あ
ふ
こ
と
を
今
は
頼
ま
ぬ
仲
な
れ
ど
ま
だ
こ
そ
開
け
ね
島
の
子
が
箱

(

和
泉
式
部
集
・
六
一
八)

男
の
手
箱
を
返
そ
う
と
し
た
際
の
歌
で
あ
る
。
③
と
同
じ
状
況
で
、
手
箱
は
②

で
触
れ
た
。
ま
た
、｢

島
の
子｣

は
浦
島
の
こ
と
で
、
そ
の
箱
を
開
け
る
開
け
な

い
は
、｢

水
の
江
の
浦
島
の
子
が
玉
�
笥
開
け
ざ
ら
ま
せ
ば
妹
に
�
ひ
な
ま
し｣

(

古
今
六
帖
・
五
・
服
飾
・
玉
�
笥
・
三
一
四
九)

、｢

夏
の
夜
は
浦
島
の
子
が
箱

な
れ
や
は
か
な
く
あ
け
て
悔
し
か
る
ら
ん｣

(

拾
遺
集
・
夏
・
一
二
二
・
中
務)

な
ど
に
拠
っ
て
い
て
、
箱
を
開
け
た
ら
�
え
な
く
な
る
、
後
悔
す
る
意
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
箱
を
開
け
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
あ
な
た
に
黙
っ
て

箱
を
開
け
ま
せ
ん
で
し
た
と
告
げ
る
と
と
も
に
、
あ
な
た
に
�
え
な
く
な
る
後
悔

を
し
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
な
た
と
�
瀬
を
持
つ
こ
と
は
、
今

は
あ
て
に
で
き
な
い
仲
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
�
瀬
が
あ
る
よ
う
に
と
思
っ

て
、
浦
島
の
箱
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
開
け
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
、
と
な

ろ
う
。
②
の
男
と
は
違
っ
て
、
ま
だ
未
練
を
残
し
つ
つ
、
関
係
解
消
を
い
う
わ
け

で
あ
る
。

⑤

装
束
ど
も
包
み
て
置
く
。
革
の
帯
に
書
き
付
く

泣
き
流
す
涙
に
耐
へ
で
絶
え
ぬ
れ
ば
縹
の
帯
の
心
地
こ
そ
す
れ

(

和
泉
式
部
続
集
・
二
〇
八)

装
束
を
包
ん
だ
際
に
、
革
の
帯
に
書
き
つ
け
た
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
歌
は
、

女
の
家
を
舞
台
に
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
和
泉
式
部
の
場
合
に
は
、｢

い
さ
さ

怨
ず
る
事
あ
り
て
、
男
の
家
を
去
る
と
て
、
常
に
す
る
枕
に
書
き
つ
く
る｣

(

和

女
が
男
に
物
を
返
す
時
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泉
式
部
集
・
二
〇
〇)

と
あ
る
よ
う
に
、
男
の
家
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
詞
書
と
歌
の
場
合
の
よ
う
に
、
自
分
が
去
る
の
か
、
男
が
来

な
く
な
る
か
の
判
断
が
難
し
い
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
の

｢

装
束
ど
も｣

は
、
下
に

｢
革
の
帯｣

と
あ
る
の
で
男
性
用
で
あ
り
、
そ
れ
を
包
ん
で
整
理
し
た
の
は
、
自

分
が
去
る
に
あ
た
っ
て
か
、
そ
れ
と
も
去
る
男
の
た
め
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
詞
書
の
ま
ま
で
は
、
相
手
の
男
の
素
姓
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
と
も

決
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

一
方
、『

後
拾
遺
集』

で
は
、｢

男
に
忘
ら
れ
て
、
装
束
包
み
て
送
り
は
べ
り
け

る
に
、
革
の
帯
に
結
び
つ
け
は
べ
り
け
る｣

と
あ
り
、
明
確
に
男
の
も
と
に
送
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
整
え
ら
れ
た
詞
書
を
こ
の
ま
ま
信
じ

て
い
い
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
和
泉
式
部
に
関
し
て
は
、
住
ま
い
の
問
題
が
大
き

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美

『

和
泉
式
部
集

全
釈

続
集
編

』
(

笠
間
書
院
、
一
九
七
七
・
一
〇)

は
、
和
泉
式
部
が
家
を

去
る
時
、｢

着
馴
れ
た
品
を
整
理
し
て
置
い
た
の
で
は
な
く
、
新
調
し
て
残
し
て

お
い
た
の
で
あ
ろ
う｣

と
し
て
い
た
。
仮
に
女
が
去
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
だ
と

し
て
も
、
逆
転
さ
せ
て
考
え
る
と
、
自
分
が
移
動
す
る
こ
と
で
、
物
と
の
関
係
が

絶
え
る
と
す
れ
ば
、
参
照
す
べ
き
事
例
と
な
ろ
う
か
。

さ
て
、
女
は
歌
を
わ
ざ
わ
ざ
革
の
帯
に
書
き
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、『

催
馬

楽』
｢

石
川｣

を
踏
ま
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

石
川
の

高
麗
人
に

帯
を
取
ら
れ
て

か
ら
き
悔
す
る

い
か
な
る
帯
ぞ

縹
の
帯
の

中
は
絶
え
た
る

か
や
る
か

や
る
か

中
は
絶
え
た
る

異
説
、｢

な
か
は
た
い
れ
た
る
か｣

女
が
、
包
み
の
中
か
ら

｢

縹
の
帯｣

を
選
ん
だ
の
は
、｢

中
は
絶
え
た
る｣

や

｢

か
ら
き
悔
す
る｣

を
暗
示
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。｢

中
は
絶
え
た
る｣

は

天
治
本

(

岩
波
文
庫)

の
形
で
、
他
本
は
意
味
未
詳
の

｢

中
は
た
い
れ
な
る
か｣

に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
歌
句
に
も

｢

絶
え｣

が
あ
る
の
で
天
治
本
の
形
で
い

い
の
だ
ろ
う
。
男
と
の
仲
が
絶
え
て
、
辛
い
思
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
意
を
込

め
た
の
で
あ
る
。

歌
は
、
泣
き
流
す
涙
に
耐
え
き
れ
ず
に
、
二
人
の
仲
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、

中
の
絶
え
た
縹
の
帯
が
取
ら
れ
た
よ
う
な
、
辛
い
思
い
が
す
る
こ
と
で
す
、
と
な

ろ
う
。
革
の
帯
に
託
さ
れ
て
、
愛
情
を
残
し
つ
つ
、
離
別
を
決
意
し
た
女
の
悲
哀

が
詠
ま
れ
て
い
よ
う
。

⑥

よ
そ
よ
そ
に
な
り
た
る
男
の
も
と
よ
り
、
位
記
と
い
ふ
物
乞
ひ
た
る
、
や
る

と
て

あ
は
れ
我
が
心
に
か
な
ふ
身
な
り
せ
ば
二
つ
三
つ
ま
で
名
は
も
見
て
ま
し

(

和
泉
式
部
続
集
・
二
〇
九)

位
記
を
男
に
戻
す
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
別
れ
別
れ
に
な
っ
た
男
か
ら
位

記
の
返
却
が
乞
わ
れ
て
い
る
の
で
、
女
の
家
に
通
い
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

あ
る
い
は
、
同
居
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

歌
は
、
位
記
に
ち
な
ん
で
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

二
つ
三
つ｣

は
、
二
位
三
位
の

こ
と
で
あ
り
、｢

名｣

は
そ
こ
に
書
か
れ
る
男
の
名
で
あ
る
。
あ
あ
、
わ
た
し
の

心
の
ま
ま
に
な
る
身
の
上
で
し
た
な
ら
ば
、
二
位
や
三
位
に
な
る
ま
で
あ
な
た
の

名
前
を
位
記
に
見
た
こ
と
で
し
ょ
う
よ
、
と
い
う
意
に
な
ろ
う
。
上
の
句
に
は
、

男
と

｢

よ
そ
よ
そ
に｣

な
っ
た
身
の
上
が
、
下
の
句
に
は
軽
侮
気
味
だ
が
男
の
昇

進
へ
の
期
待
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
男
と
は
関
係
は
断
た
れ
て
い
る
の
で
、

物
を
返
す
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
こ
だ
わ
り
を
感
じ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆

に
、
反
実
仮
想
の
文
脈
は
、
男
と
の
関
係
を
懐
か
し
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑦

絶
え
な
ん
と
思
ふ
人
の
太
刀
の
あ
る
を
、
や
る
と
て

返
せ
ど
も
こ
は
返
さ
れ
ず
思
へ
ど
も
た
ち
に
し
名
こ
そ
か
ひ
な
か
り
け
れ

(

和
泉
式
部
続
集
・
二
四
九)

太
刀
を
男
に
返
す
際
の
歌
で
あ
る
。｢

絶
え
な
ん｣

の
主
体
は
、
男
と
も
女
と

も
と
れ
る
が
、
こ
こ
は
歌
の
内
容
か
ら
し
て
女
と
思
わ
れ
る
。
男
と
の
関
係
を
清

算
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、
太
刀
が
置
い
て
あ
っ
た
の
で
、
返
す
こ
と
に
よ
っ
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て
、
決
着
を
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
四
句

｢

た
ち
に
し｣

に

｢

太
刀｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
。

歌
は
、
太
刀
は
お
戻
し
し
ま
す
け
れ
ど
、
二
人
の
仲
は
も
と
に
戻
せ
ま
せ
ん
よ
、

い
く
ら
思
っ
て
も
立
っ
て
し
ま
っ
た
浮
名
は
ど
う
し
よ
う
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
よ
、

と
な
じ
る
こ
と
で
、
返
す
意
図
を
仄
め
か
し
て
い
る
。
し
か
し
、
持
ち
物
の
返
却

に
は
、
重
い
意
味
が
込
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑧

な
ほ
あ
る
枕
ど
に
書
き
つ
く

か
か
り
き
と
人
に
語
る
な
敷
妙
の
枕
の
思
ふ
事
だ
に
ぞ
憂
き

(

和
泉
式
部
続
集
・
二
六
八)

残
っ
て
い
た
男
の
枕
に
書
き
つ
け
た
歌
で
あ
る
。
た
だ
書
き
つ
け
た
だ
け
な
の

か
、
贈
歌
に
及
ん
だ
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
後
者
の
可
能
性
が
あ
る
の

で
み
て
お
き
た
い
。
詞
書
の

｢

枕
ど｣
は
不
明
だ
が
、
枕
箱
と
解
し
て
お
く
。
男

が
通
わ
な
く
な
っ
た
あ
と
に
も
、
枕
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
枕
が

恋
の
睦
言
を
知
る

(

Ⅶ
参
照)

と
い
う
こ
と
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
ん
な
女
で
あ
っ
た
と
人
に
語
っ
て
く
だ
さ
る
な
、
恋
の
睦
言
を
知
る
枕
が
ど

う
思
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
さ
え
、
つ
ら
い
こ
と
で
す
の
で
、
と
し
て
、
浮

名
が
立
つ
の
を
防
止
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
返
却
は
、
関
係
解
消
後
の
ア
フ
タ
ー

ケ
ア
ー
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
二
十
四
事
例
が
、
男
の
持
ち
物
が
女
の
家
か
ら
返
さ
れ
る
際
の
用
例
で

あ
っ
た
。
返
そ
う
と
す
る
主
体
は
、
女
側
で
十
三
例
、
男
側
で
九
例
で
あ
る
。
女

側
に
主
導
権
が
あ
り
そ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
男
の
不
実
や
薄
情
が
前
提
に
あ
る

の
で
、
男
性
優
位
の
結
婚
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
女
側
で
は
、
男
の
持
ち
物
を
返
す
と
い
う
形
で
、
男
の
気
儘
さ

に
抵
抗
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
結
婚
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
が
認

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

持
ち
物
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
る
と
、
五
例
が
文
で
あ
っ
た
の
で
、
残
り
十
九

例
が
男
の
持
ち
物
と
な
る
。
御
守
り
と
位
記
は
例
外
的
と
思
わ
れ
る
の
で
、
装
束

類
と
調
度

(

物
の
具)

に
大
別
さ
れ
よ
う
。

調
度
は
、
�
や
Ⅰ
で

｢

物
の
具｣

と
あ
っ
た
場
合
に
は
、
唐
櫃
・
大
和
櫃
な
ど

の
大
型
な
収
納
具
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
以
上
の
用
例
か
ら
は
分
か
ら
な

い
。
屏
障
具
・
座
臥
具
あ
る
い
は
厨
子
棚
・
二
階
棚
な
ど
の
類
が
認
め
ら
れ
ず
、

多
く
は
小
型
の
収
納
具
と
な
る
箱
で
あ
っ
た
。
手
箱
・
鏡
箱
な
ど
で
あ
り
、
座
臥

具
と
な
る
枕
も
、
枕
箱
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。
硯
箱
・
薬
箱
の
類
、
あ
る
い

は
当
然
の
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
整
容
具
・
照
明
具
・
飲
食
具
・
な
ど
は
女
方
の
物

を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

枕
は
、
直
垂
衾
な
ど
と
伴
に
宮
中
の
宿
直
に
も
持
参
さ
れ
て
お
り
、
宿
直
物
で

も
あ
っ
た
。
女
の
家
か
ら
宿
直
物
を
運
ば
せ
る
例
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
枕
は
共

寝
を
暗
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
宿
直
と
い
う
公
務
に
実
際
的
な
役
割
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
太
刀
も
公
務
に
必
要
で
あ
っ
た
し
、
衣
装
は
当
然
の
も
の
に
な
る
。

調
度
以
外
で
は
、
右
と
重
な
る
が
、
笛
・
扇
・
太
刀
な
ど
の
狭
義
の
持
ち
物
で
あ
っ

た
。男

の
持
ち
運
ん
だ
物
は
、
い
ず
れ
も
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
移
動
が
簡
単
な

も
の
で
あ
り
、
大
型
の
調
度
な
ど
は
、
運
ば
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
意
外
に

さ
さ
や
か
な
物
で
あ
り
、
小
型
の
も
の
し
か
置
か
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
別

稿
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
藤
原
兼
家
は
道
綱
母
邸
に
ほ
と
ん
ど
自
分
の
持
ち

物
を
持
ち
込
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
兼
家
は
、
道
綱
母
邸
に
お
い
て
、
す
べ

て
そ
こ
で
用
意
さ
れ
た
物
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
夜
離
れ
を
嘆
く
道
綱

母
の
悲
し
み
は
、
兼
家
の
持
ち
物
の
不
在
に
も
関
係
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

兼
家
の
場
合
は
措
く
と
し
て
、
さ
さ
や
か
な
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
女
の
家

に
常
置
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
大
切
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
以
上
の
用
例
か
ら

確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
男
の
持
ち
物
の
、
女
の
家
か
ら
の
移
動
は
、
関
係
解
消

を
意
味
し
て
い
る
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
物
は
、
移
動
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に
意
味

を
生
じ
る
の
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
を
生
成
す
る
の
で
あ
っ
た
。

女
が
男
に
物
を
返
す
時

― 13―( 13 )



注

(

1)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
別
稿

｢

男
の
持
ち
物
・
忘
れ
物

王
朝
文
学
の

｢

通
い

婚｣

に
お
け
る
愛
情
の
確
認

｣
(

倉
田
実
編

『

平
安
朝
の
王
権
と
貴
族

(

仮
題)』

森
話
社
、
二
〇
一
〇
・
五)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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