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」
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「
世
の
人
」
を
め
ぐ
っ
て

1
初
期
物
語
・
日
記
文
学
・
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
に
即
し
て
一

金

順

姫

序

 
中
古
の
初
期
物
語
や
日
記
文
学
に
み
ら
れ
る
「
世
人
」
・
「
世
の
人
」
は
不

特
定
多
数
者
と
し
て
そ
の
言
動
が
作
品
世
界
の
構
成
上
無
視
し
が
た
い
役
割
を

果
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
問
題
と
し
て
、
当
時
貴
族
社
会
の
人
々
に
は

そ
れ
が
称
賛
で
あ
れ
批
判
で
あ
れ
「
世
人
」
「
世
の
人
」
と
い
う
視
点
は
意
識

さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
意
識
が
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
当
然
の
事

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
作
品
内
に
お
け
る
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
は
単
な
る
現
実

の
反
映
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
構
成
す
る
方
法
と
し
て

設
定
さ
れ
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

 
例
え
ば
、
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
に
つ
い
て
『
竹
取
物
語
」
 
『
宇
津
保
物
語
」

『
落
窪
物
語
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
用
法
と
、
『
蜻
蛉
日
記
」
 
「
和
泉
式
部
日
記
」

『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
用
法
と
の
間
に
は
か
な
り
顕
著
な
差
異
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
」
に
至
る
と
さ
ら
に
独
自
な
物
語
の

方
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
流
れ
を
概
観

し
つ
つ
、
 
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
の
、
物
語
と
日
記
文
学
に
お
け
る
意
味
や
方

法
を
考
え
、
そ
の
役
割
と
性
格
を
考
察
し
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
こ

 
尚
「
世
の
人
」
の
問
題
に
つ
い
て
稲
垣
四
花
氏
「
大
鏡
の
方
法
」
は
、
次
の

よ
う
な
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
 
『
大
鏡
」
に
お
け
る
「
世
の
入
」
の
用
法
は
当

時
の
人
々
の
評
価
と
い
う
あ
る
種
の
客
観
性
を
も
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
 
「
世
の
人
」
に
発
言
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
語
り
手
と

い
う
一
定
の
視
点
か
ら
の
み
か
た
ら
れ
た
一
面
的
に
な
り
が
ち
な
話
題
の
な
か

に
別
の
角
度
か
ら
の
評
価
を
導
入
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
内
容
を
多
様
化
し
、

リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
す
の
だ
と
い
い
、
そ
れ
を
主
観
と
客
観
の
巧
み
な
結
合
と
言

わ
れ
た
。
こ
れ
は
専
ら
『
大
鏡
」
の
方
法
と
し
て
い
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

『
大
鏡
』
だ
け
に
限
る
方
法
で
は
必
ず
し
も
あ
る
ま
い
。
他
の
作
品
に
つ
い
て

も
多
か
れ
少
な
か
れ
言
い
得
る
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た

指
摘
を
参
考
に
し
な
が
ら
初
期
物
語
・
日
記
文
学
に
お
け
る
用
法
か
ら
『
源
氏

物
語
」
の
第
一
部
あ
た
り
ま
で
を
対
象
と
し
て
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
の
各
作

品
に
お
け
る
方
法
的
な
意
味
、
そ
の
役
割
や
性
格
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す

る
。
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方
法
と
し
て
の
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
を
め
ぐ
っ
て
 
一
初
期
物
語
・
日
記
文
学
・
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
に
即
し
て
ー



一

 
は
じ
め
に
『
竹
取
物
語
」
の
例
を
見
て
み
る
。
用
例
は
次
の
二
例
の
み
で
あ

る
。 

（
一
）
世
の
人
々
、
 
「
阿
部
大
臣
、
火
鼠
の
皮
衣
持
て
い
ま
し
て
、
か
ぐ
や

 
 
 
 
姫
に
す
み
た
ま
ふ
と
な
ゆ
こ
こ
に
や
い
ま
す
」
な
ど
問
ふ
（
小
学
館

 
 
 
 
全
集
本
 
七
四
頁
）

 
（
二
）
 
「
…
…
み
や
つ
こ
ま
う
が
手
に
う
ま
せ
た
る
子
に
て
あ
ら
ず
。
昔
、

 
 
 
 
山
に
て
見
つ
け
た
る
、
か
か
れ
ば
、
心
ば
せ
も
世
の
人
に
似
ず
は
べ

 
 
 
 
り
と
奏
せ
さ
す
。
 
（
同
 
九
二
頁
）

 
ま
ず
（
一
）
の
例
は
阿
部
大
臣
の
噂
を
す
る
物
見
高
い
「
世
間
の
人
」
の
意

味
で
あ
り
、
登
場
人
物
と
し
て
の
「
世
の
人
」
で
あ
る
が
、
阿
部
大
臣
や
か
ぐ

や
姫
な
ど
の
内
面
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
主
人
公
た
ち
に
と
っ

て
あ
く
ま
で
も
外
在
的
な
存
在
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
 
（
二
）
の
例
は
か
ぐ
や

姫
の
比
較
の
対
象
と
さ
れ
る
普
通
の
「
世
間
の
人
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
「
世
の
人
」
は
当
事
者
（
比
較
さ
れ
る
者
）
の
内
面
に
は
か
か
わ
っ
て
い
な

い
。
 
『
竹
取
物
語
」
の
作
中
世
界
に
お
け
る
「
世
の
人
」
の
位
置
は
ご
く
単
純

に
平
面
的
に
存
在
し
て
い
る
だ
け
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
作
中
世

界
の
主
人
公
た
ち
に
と
っ
て
外
在
的
な
存
在
で
あ
り
、
主
人
公
達
の
内
面
に
か

か
わ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
彼
ら
の
存
在
が
物
語
の
筋
を
左
右
す
る
よ
う
な
役

割
を
果
す
こ
と
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
『
竹
取
物
語
』
の
用
法
が
『
宇
津
保
物

語
」
に
な
る
と
は
る
か
に
複
雑
な
様
相
を
示
す
よ
う
に
思
う
。

 
『
宇
津
保
物
語
」
の
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
の
用
例
は
全
部
で
十
六
例
で
、

そ
の
う
ち
「
世
人
」
二
例
、
 
「
世
の
人
」
十
四
例
で
あ
る
。
 
「
世
人
」
の
二
傍

は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
（
三
）
 
「
わ
か
き
人
の
親
物
し
給
は
ず
、
御
口
入
る
＼
入
も
な
き
は
、
い
か

 
 
 
 
で
か
は
。
さ
て
も
世
人
こ
そ
。
さ
し
も
あ
ら
で
有
り
ぬ
べ
か
り
け
る

 
 
 
 
人
も
、
世
を
す
ぐ
ら
む
や
う
も
知
ら
で
、
親
と
て
有
り
し
人
も
呪
ふ

 
 
 
 
や
う
に
（
岩
波
大
系
本
 
蔵
開
下
 
四
六
二
頁
）

 
（
四
）
う
け
給
は
り
ぬ
。
客
人
達
い
と
め
で
た
う
、
は
な
や
か
に
て
ま
う
で

 
 
 
 
給
ふ
な
り
し
を
な
ん
、
い
と
か
な
し
う
う
け
給
は
り
し
。
世
人
の
や

 
 
 
 
う
に
て
と
か
。
い
で
や
、
人
に
見
え
ぬ
べ
き
所
な
り
と
も
、
今
更
に

 
 
 
 
さ
る
心
を
ば
い
か
で
か
。
 
（
同
 
国
譲
下
 
二
九
〇
頁
）

 
例
（
三
）
は
、
式
部
卿
宮
の
申
君
を
三
条
の
小
家
に
迎
え
た
兼
雅
が
北
の
方

（
仲
国
母
）
に
申
君
へ
の
配
慮
を
頼
む
。
そ
れ
に
対
し
て
、
北
の
方
が
中
毒
の

不
幸
な
境
遇
に
同
情
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
「
さ
て
も
世
人
こ
そ
」
は
、
男
君

の
財
産
を
使
い
果
た
す
と
、
彼
女
を
捨
て
て
去
っ
て
行
っ
た
使
用
人
た
ち
の
薄

情
さ
を
ひ
ど
い
も
の
だ
と
北
の
方
が
嘆
く
こ
と
ば
で
あ
る
。
 
「
世
人
」
は
利
害

損
得
の
計
算
た
か
い
人
聞
た
ち
で
あ
っ
て
、
申
君
を
不
幸
に
し
た
源
だ
と
い
っ

て
よ
い
。

 
例
（
四
）
は
、
出
家
し
た
曳
舟
が
、
北
の
方
に
対
し
て
結
婚
し
た
い
な
ら
結

婚
す
れ
ば
よ
い
と
手
紙
を
送
る
の
に
対
し
て
、
北
の
方
が
、
今
更
世
間
並
み
の

結
婚
を
す
る
気
持
ち
は
な
い
と
答
え
る
文
面
で
あ
る
。
 
「
世
人
」
の
あ
り
方

は
、
，
自
分
の
人
生
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
時
の
判
断
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
型
人
物
に
対
し
て
社
会
の
常
識
や
慣
例
な
ど
を

体
現
し
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
 
「
世
人
」
は
そ
の
よ
う
に
登
場
人
物
の
境

遇
ま
た
彼
ら
が
自
分
の
行
動
や
判
断
を
固
め
て
行
く
こ
と
に
関
わ
っ
て
無
視
し

が
た
い
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
世
の
人
」
の
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
（
五
）
大
殿
、
梨
壷
と
物
語
聞
え
給
ふ
。
 
「
此
の
夢
の
や
う
な
る
事
は
、
宮

 
 
 
 
ま
め
や
か
に
思
し
た
り
や
。
さ
き
ざ
き
も
世
の
人
も
よ
か
ら
ぬ
報
い

 
 
 
 
は
る
れ
ば
、
こ
れ
を
な
む
群
書
思
ひ
と
す
る
を
、
今
宵
ほ
の
め
か
し

 
 
 
 
給
へ
る
は
、
い
か
に
思
し
た
る
ぞ
」
君
「
し
ろ
し
め
し
し
は
い
か
ゴ

 
 
 
 
は
、
と
か
く
思
ほ
す
ら
む
事
は
知
ら
ず
。
罷
で
む
と
申
さ
せ
た
り
し

 
 
 
 
か
ば
…
…
参
う
上
り
て
侍
り
し
」
大
殿
「
世
の
人
の
す
る
こ
と
を
い

 
 
 
 
か
が
は
」
君
「
差
や
う
に
な
む
」
大
殿
「
さ
ら
ば
い
と
嬉
し
か
な

 
 
 
 
り
。
後
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
知
る
と
だ
に
の
給
は
ば
、
恥
じ
隠
れ

 
 
 
 
ぬ
べ
し
」
 
（
伺
蔵
開
下
 
四
七
〇
頁
）

 
（
六
）
宮
の
君
の
聞
え
給
ふ
。
 
「
自
ら
御
覧
じ
け
む
。
宮
も
昔
は
か
く
も
お

 
 
 
 
は
し
ま
さ
ざ
り
き

 
 
 
 
此
の
藤
壺
と
云
ふ
者
参
り
て
な
ん
、
お
の
れ
な
ら
ぬ
や
ん
ご
と
な
き

 
 
 
 
人
の
御
為
も
か
く
の
み
な
ん
。
世
の
中
に
経
回
る
年
頃
の
、
世
の
人

 
 
 
 
の
、
と
あ
り
か
＼
り
ど
う
け
給
は
る
ご
と
に
は
、
殿
の
御
事
を
ぞ
思

 
 
 
 
う
給
へ
つ
る
。
 
（
同
 
国
譲
上
 
六
三
、
六
四
頁
）

 
ま
ず
（
五
）
の
前
者
は
、
兼
雅
が
一
両
に
東
宮
が
懐
妊
を
承
知
し
て
い
ら
れ

る
の
か
と
問
い
、
世
間
の
人
の
口
さ
が
な
い
噂
が
心
配
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
世
の
人
」
の
噂
は
、
兼
雅
に
と
っ
て
家
の
浮
沈
に
か
か
わ
る
大
事

と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
兼
雅
が
梨
壺
に
世
間
の

人
の
す
る
よ
う
に
、
東
宮
は
懐
妊
を
認
め
た
の
か
と
云
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
世
の
人
の
す
る
こ
と
」
は
世
間
の
慣
例
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

「
世
の
人
」
の
噂
に
し
ろ
慣
例
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
あ
り
よ
う
は
兼
雅
に
と
っ

て
家
の
大
事
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
「
世
の
人
」
、
世
間
と
い
う
も
の
の
重
さ
を
『
宇
津
保
物
語
」
は
物
語
世
界

の
一
環
に
は
っ
き
り
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
中
人
物
の
内
面
に
深

刻
に
か
か
わ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
ん
ら
か
の
形
で
そ

の
存
在
は
主
人
公
や
登
場
人
物
が
自
ら
の
行
動
や
判
断
を
固
め
て
い
く
上
で
、

無
視
し
が
た
い
影
響
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
上
に
検
討
し
た
例
以
外
の
場
合
で
も
『
宇
津
保
物
語
」
の
「
世
の
人
」
の

使
わ
れ
方
は
登
場
人
物
の
行
動
や
判
断
を
制
約
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

 
（
六
）
の
例
は
昭
陽
殿
女
御
の
述
懐
で
あ
る
が
、
上
記
の
例
と
よ
く
似
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
藤
壺
に
夢
中
に
な
り
他
の
女
性
た
ち
を
顧
み
な
く
な
っ
た
東

宮
に
つ
い
て
、
昭
陽
殿
女
御
は
入
内
し
て
以
来
の
「
世
，
の
入
」
の
何
く
れ
の
噂

を
き
く
辛
さ
も
父
季
明
が
い
て
く
れ
た
か
ら
救
わ
れ
た
と
、
三
嘆
を
訴
え
る
。

「
世
の
人
」
の
噂
は
こ
こ
で
も
昭
陽
殿
の
心
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
 
『
宇
津
保
物
語
』
は
「
世
の
人
」
の
存
在
を
主
人
公
た
ち
の
生
き
方
に

か
か
わ
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
設
定
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

 
『
落
窪
物
語
』
は
『
宇
津
保
物
語
』
よ
り
例
は
少
な
く
六
例
で
、
 
「
世
人
」

「
世
の
人
」
と
も
に
「
世
間
一
般
の
人
」
の
意
味
に
使
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
次

に
見
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
「
世
間
一
般
の
人
」
と
主
人
公
と
を
対
比
す
る
こ

と
で
、
主
人
公
の
理
想
性
を
浮
き
彫
り
し
て
い
く
。

 
（
七
）
 
「
い
で
や
『
降
る
と
も
」
と
言
ふ
こ
と
も
あ
る
を
、
い
と
ど
し
き
御

 
 
 
 
心
ざ
ま
に
こ
そ
あ
め
れ
。
さ
ら
に
聞
え
さ
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
御

 
 
 
 
み
つ
か
ら
は
、
な
に
の
心
地
の
よ
き
に
も
、
来
む
と
だ
に
あ
る
ぞ
。

 
 
 
 
か
か
る
あ
や
ま
り
し
出
で
て
、
か
か
る
や
う
あ
り
ゃ
。
さ
て
も
世
の

方
法
と
し
て
の
「
世
人
」
・
「
世
の
人
」
を
め
ぐ
っ
て
 
一
初
期
物
語
・
日
記
文
学
・
，
『
源
氏
物
語
」
の
用
例
に
即
し
て
一
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（
八
）

 
例
（
七
）

と
い
う
の
に
女
君
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
ず
、

っ
て
少
将
を
責
め
る
の
で
あ
る
。

し
ゃ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
」

の
で
あ
る
。

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
し
な
い
と
す
れ
ば
、

に
な
る
。

の
常
識
的
な
推
測
を
裏
切
っ
て
女
君
を
訪
ね
る
と
こ
ろ
に
少
将
の
物
語
的
な
理

想
性
が
形
づ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
例
（
八
）
は
、
少
将
の
女
君
に
対
す
る
深
い
愛
情
を
語
る
会
話
文
で
あ
る
。

彼
は
自
分
は
色
好
み
の
世
間
一
般
の
男
性
と
違
っ
て
、
「
死
ぬ
や
」
と
か
「
恋

し
や
」
と
は
言
わ
な
い
が
、
「
い
か
で
物
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
じ
」
と
思
っ
て

い
る
と
言
い
、
女
君
の
不
安
を
取
り
除
く
。
 
「
世
間
一
般
の
男
」
と
は
違
う
少

将
像
を
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
純
愛
の
男
君
と
し
て
の
少
将
の
理

想
性
を
形
づ
く
る
上
で
の
『
落
窪
物
語
」
の
一
貫
し
た
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。

人
は
『
今
宵
来
ざ
ら
む
」
と
か
言
ふ
な
る
を
。
お
は
し
ま
さ
ざ
ら
む

よ
」
 
（
小
学
館
全
集
本
 
＝
二
頁
）

「
思
す
こ
と
や
あ
る
。
御
け
し
き
に
こ
そ
さ
り
げ
な
れ
。
ま
ろ
は
世

の
人
の
や
う
に
『
思
ふ
そ
や
」
 
「
死
ぬ
や
」
 
『
恋
し
や
」
な
ど
も
聞

え
ず
。
た
だ
、
 
『
い
か
で
物
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
じ
」
と
な
む
。
は

じ
め
よ
り
思
へ
ば
、
か
か
る
御
け
し
き
の
、
こ
の
ほ
ど
見
ゆ
る
は
い

と
苦
し
く
。
 
（
同
 
二
四
五
頁
）

 
は
阿
漕
の
手
紙
で
あ
る
。
少
将
は
激
し
い
雨
の
た
め
三
日
目
の
夜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ
に
対
し
阿
漕
が
皮
肉
を
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
世
間
の
人
の
言
う
よ
う
に
や
は
り
い
ら
っ

 
 
 
 
 
 
 
と
。
 
「
世
の
人
」
は
世
間
の
常
識
を
代
弁
す
る
も

 
そ
う
い
う
「
世
の
人
」
の
判
断
は
女
君
の
不
幸
な
境
遇
を
当
然
視

 
 
 
 
 
従
っ
て
少
将
が
「
世
の
人
」
の
推
測
ど
お
り
の
行
動
し

 
 
 
 
 
彼
に
は
女
君
の
不
幸
を
救
う
資
格
が
な
い
と
い
う
こ
と

一
度
は
行
け
な
い
と
い
う
も
の
の
、
し
か
し
、
最
後
は
「
世
の
人
」

 
初
期
物
語
の
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
の
役
割
は
以
上
述
べ
た
如
く
、
 
『
竹
取

物
語
』
．
に
お
い
て
は
「
世
の
人
」
が
登
場
人
物
で
あ
る
か
否
か
に
拘
わ
ら
ず
、

作
中
人
物
に
と
っ
て
常
に
外
在
的
で
あ
る
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
 
『
宇
津
保

物
語
」
に
な
る
と
「
世
の
人
」
は
主
人
公
や
登
場
人
物
が
自
分
の
判
断
や
行
動

を
固
め
て
い
く
上
で
、
そ
の
評
や
噂
が
無
視
し
が
た
い
も
の
と
も
て
、
登
場
人

物
の
行
動
と
か
判
断
を
制
約
す
る
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
る
。
 
『
落
窪
物
語
」

は
六
例
と
も
「
世
間
一
般
の
人
は
こ
う
で
あ
る
が
、
少
将
（
後
に
中
将
、
太
政

大
臣
に
ま
で
な
る
）
は
そ
う
で
な
い
」
と
違
う
点
を
強
調
し
て
、
少
将
の
理
想

性
を
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
落
窪
物
語
」
の
「
世
の
人
」
の
顕
著

な
技
巧
的
特
色
で
あ
る
。

 
歌
物
語
に
つ
い
て
見
る
と
、
 
『
伊
勢
物
語
」
に
二
例
見
ら
れ
る
。

 
（
九
）
奈
良
の
京
は
は
な
れ
、
こ
の
京
は
人
の
家
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
け
る

 
 
 
 
時
に
、
西
の
京
に
女
あ
り
け
り
。
そ
の
女
、
世
人
に
は
ま
さ
れ
り
け

 
 
 
 
り
。
 
（
小
学
館
全
集
本
 
二
、
西
の
京
 
一
三
四
頁
）

 
（
十
）
む
か
し
、
紀
の
有
常
が
り
い
き
た
る
に
、
歩
き
て
遅
く
来
け
る
に
、

 
 
 
 
よ
み
て
や
り
け
る
。

 
 
 
 
君
に
よ
り
思
ひ
な
ら
ひ
ぬ
世
の
中
の
人
は
こ
れ
を
や
恋
と
い
ふ
ら
む

 
 
 
 
返
し
、

 
 
 
 
 
 
な
ら
は
ね
ば
世
の
人
ご
と
に
な
に
を
か
も
恋
と
は
い
ふ
と
問
ひ

 
 
 
 
 
 
し
わ
れ
し
も
（
同
 
三
八
 
恋
と
い
ふ
 
一
六
六
頁
）

 
例
（
九
）
は
、
西
の
京
に
住
ん
で
い
る
あ
る
女
は
心
が
世
間
の
並
み
の
人
以

上
に
す
ぐ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
「
世
人
」
は
比
較

の
基
準
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
点
、
 
『
竹
取
物
語
』
の
例
（
二
）
と
類
似
の
用

法
で
あ
る
。
例
（
十
）
は
紀
有
常
と
友
人
の
た
わ
む
れ
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
有
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常
を
訪
ね
て
来
た
友
人
が
、
窪
溜
が
不
在
だ
っ
た
の
で
、
後
で
有
常
に
送
っ
た

歌
で
あ
る
。
友
人
は
有
常
に
会
え
な
か
っ
た
心
境
を
恋
を
す
る
気
持
ち
に
た
と

え
、
 
「
世
の
中
の
人
」
の
い
う
恋
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
わ
か
っ
た
気
が
し
た

と
言
い
、
そ
れ
に
対
し
着
弾
は
逆
に
「
世
の
人
」
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
恋
と
い
う

の
か
、
あ
な
た
に
尋
ね
た
い
と
応
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
男
同
志

の
風
流
な
贈
答
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
世
の
人
」
は
友
人
や
有
常
の
よ
く
知

ら
な
い
恋
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
了
解
し
て
い
る
人
を
意
味
す
る
。
こ
の
二
人

は
そ
う
い
う
「
世
の
人
」
の
知
見
を
種
に
し
て
戯
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
世

の
人
」
は
二
人
と
対
等
の
位
置
に
い
る
第
三
者
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
二
人
に
と
っ
て
単
な
る
外
在
的
存
在
で
あ
る
の
で
も
な
い
反
面
、
特
別
利

害
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
そ
の
場
に
存
在
し
て
い
な
い
け
れ
ど
、

登
場
人
物
と
同
等
の
位
置
に
い
る
存
在
と
い
っ
て
い
い
と
思
う
。
こ
れ
は
贈
答

歌
に
お
け
る
例
で
あ
り
、
物
語
の
散
文
の
中
に
お
け
る
場
合
と
一
概
に
同
一
視

で
き
な
い
が
、
 
『
竹
取
物
語
」
 
「
宇
津
保
物
語
」
 
「
落
窪
物
語
』
に
お
け
る

「
世
の
人
」
の
位
置
と
や
や
異
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
『
平
中
物
語
」
に
も
『
大
和
物
語
」
に
も
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
の
語
は
見

ら
れ
ず
、
 
「
世
間
の
人
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
語
は
『
大
和
物
語
』
で
は

「
二
塁
」
と
い
う
語
で
一
ケ
所
見
ら
れ
る
。

二

 
日
記
に
は
概
し
て
用
例
が
少
な
い
が
、
物
語
の
場
合
と
比
べ
る
と
「
世
の

人
」
が
よ
り
内
面
化
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
土
佐
日
記
」
に
は
一
例
も

み
ら
れ
ず
、
 
『
蜻
蛉
日
記
」
が
一
番
多
く
五
例
あ
る
。

 
（
一
）
か
く
は
か
な
な
が
ら
、
年
た
ち
か
へ
る
朝
に
は
な
り
け
り
。
年
ご
ろ

 
 
 
 
あ
や
し
く
、
世
の
人
の
す
る
言
忌
み
な
ど
も
せ
ぬ
と
こ
ろ
な
れ
ば

 
 
 
 
や
、
か
う
は
あ
ら
む
と
て
、
起
き
て
、
ゐ
ざ
り
出
つ
る
ま
ま
に
（
小

 
 
 
 
学
館
全
集
本
安
和
二
年
一
月
二
〇
三
頁
）

 
λ
二
）
 
「
今
日
、
殿
お
は
し
ま
す
べ
き
や
う
に
な
む
聞
く
。
こ
た
み
さ
へ
お

 
 
 
 
り
ず
は
、
い
と
つ
べ
た
ま
し
き
さ
ま
に
な
む
、
世
の
人
も
思
は
む
。

 
 
 
 
ま
た
は
た
、
世
に
も
の
し
た
ま
は
じ
。
さ
ら
む
後
に
も
の
し
た
ら
む

 
 
 
 
は
、
い
か
が
、
人
笑
へ
な
ら
む
」
と
、
人
々
お
な
じ
こ
と
ど
も
を
も

 
 
 
 
の
し
た
る
に
、
い
と
あ
や
し
き
こ
と
に
も
あ
る
か
な
、
い
か
に
せ

 
 
 
 
む
、
こ
た
み
は
よ
に
し
ぶ
ら
す
べ
く
も
も
の
せ
じ
と
思
ひ
騒
ぐ
ほ
ど

 
 
 
 
に
、
 
（
同
 
天
禄
二
年
六
月
 
二
八
一
、
二
八
二
頁
）

 
例
（
一
）
は
、
兼
家
と
の
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
身
の
上
を
嘆
き
つ
つ
、
新

し
い
年
を
迎
え
た
道
書
母
が
（
作
者
が
ど
こ
ま
で
本
気
で
言
っ
て
い
る
か
は
問

題
で
は
あ
る
が
、
軽
い
冗
談
の
つ
も
り
で
言
っ
て
い
る
に
し
て
も
）
今
ま
で
し

な
か
っ
た
言
忌
み
な
ど
を
し
て
運
だ
め
し
を
し
よ
う
か
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

「
世
の
人
」
は
、
言
忌
み
と
か
盆
と
か
勤
行
な
ど
世
間
一
般
の
慣
例
、
常
識
を

体
現
し
て
い
る
人
を
意
味
す
る
。
 
『
蜻
蛉
日
記
」
の
作
者
に
と
っ
て
自
分
の
人

生
の
不
如
意
な
現
実
は
世
間
一
般
の
人
が
す
る
「
言
忌
み
」
と
か
勤
行
な
ど
も

し
な
い
せ
い
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
「
世
人
」
の
す
る
こ
と
、
世
間
の
慣

習
、
慣
例
の
重
み
が
こ
こ
に
は
如
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
人
生
の
現
実
と

対
等
に
対
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
例
（
一
）
の
記
事

か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
作
者
は
「
世
人
」
の
す
る
こ
と
を
平
気
で
無
視
し
て
き
た

め
で
あ
る
が
、
今
や
そ
う
い
っ
て
い
ら
れ
な
い
事
を
告
白
し
て
い
る
と
解
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
う
と
す
れ
ば
「
世
人
」
の
す
る
こ
と
を
同
じ
よ
う
に
し
よ
う

と
す
る
作
者
は
「
世
間
」
と
い
う
存
在
の
重
み
に
気
圧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

方
法
と
し
て
の
「
世
人
」
・
「
世
の
人
」
を
め
ぐ
っ
て
 
一
初
期
物
語
・
日
記
文
学
・
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
に
即
し
て
一
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の
だ
と
言
え
よ
う
。

例
（
二
）
は
作
者
の
と
こ
ろ
へ
兼
家
が
来
る
と
い
う
知
ら
せ
を
京
に
い
る
人

達
か
ら
も
ら
い
、
下
山
の
勧
め
も
受
け
、
落
ち
着
か
な
い
反
面
、
作
者
は
兼
家

の
強
要
で
や
む
な
く
下
山
し
た
と
、
周
囲
の
人
に
も
自
分
自
身
に
も
理
由
づ
け

て
下
山
し
た
い
気
持
ち
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
世
人
」
は
作
者
を
説
得
す

る
た
め
に
「
人
々
」
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
「
人

々
」
の
常
識
で
あ
り
判
断
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
い
う
「
世
人
」
の

導
入
に
よ
っ
て
道
綱
母
の
苦
境
は
真
実
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て

く
る
。
 
『
蜻
蛉
日
記
』
は
、
 
「
世
人
」
、
世
聞
、
社
会
と
い
う
も
の
の
重
圧
を

作
者
の
心
情
の
形
象
の
申
に
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

 
『
和
泉
式
部
日
記
」
は
二
例
の
み
で
あ
る
。

 
（
三
）
も
の
ば
か
り
聞
こ
え
む
と
思
ひ
て
、
西
の
つ
ま
戸
に
円
座
さ
し
出
で

 
 
 
」
て
入
れ
た
て
ま
つ
る
に
、
世
の
人
の
言
へ
ば
に
や
あ
ら
む
、
な
べ
て

 
 
 
 
の
御
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
な
ま
め
か
し
。
（
小
学
館
全
集
本
 
八
八
頁
）

 
（
四
）
雨
う
ち
降
り
て
い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
日
ご
ろ
、
女
は
雲
間
な
き
な
が

 
 
 
 
め
に
、
世
の
申
を
い
か
に
な
り
ぬ
る
な
ら
む
と
っ
き
せ
ず
な
が
め

 
 
 
 
て
、
 
「
す
き
ご
と
す
る
人
々
は
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
た
だ
今
は
と
も
か

 
 
 
 
く
も
思
は
ぬ
を
。
世
の
人
は
さ
ま
ざ
ま
に
言
ふ
め
れ
ど
、
身
の
あ
れ

 
 
 
 
ば
こ
そ
」
と
思
ひ
て
過
ぐ
す
。
 
（
同
 
九
五
頁
）

 
例
（
三
）
も
（
四
）
も
「
噂
を
す
る
世
間
の
人
」
の
意
味
で
あ
る
。
例
（
三
）

は
「
世
の
人
」
の
評
判
を
聞
い
て
い
る
せ
い
で
、
尚
更
帥
の
宮
の
美
し
さ
が
感

じ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
例
（
四
）
は
言
い
よ
っ
て
く
る
男
た
ち
は
多
く

て
も
自
分
自
身
は
何
の
気
持
ち
も
お
こ
ら
な
い
の
に
、
世
問
の
人
が
と
や
か
く

噂
を
す
る
の
は
つ
ら
い
け
れ
ど
、
ど
こ
か
に
隠
れ
て
で
も
生
き
て
さ
え
い
れ
ば

と
思
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
特
に
（
四
）
は
女
の
自
問
自
答
す
る
心
申
語
と

し
て
使
わ
れ
て
い
て
、
彼
女
の
心
に
奥
深
く
入
り
込
み
影
響
を
あ
た
え
て
い

て
、
内
面
化
さ
れ
た
「
世
の
人
」
の
位
置
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

彼
女
は
自
分
の
噂
を
す
る
「
世
の
人
」
の
存
在
を
自
分
の
生
き
方
と
関
ら
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
重
く
彼
女
の
心
に
浸
透
し
て
く
る
存
在
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
「
世
の
人
」
は
そ
れ
を
基
準
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
思
惑
に
照
ら
し

て
自
分
の
判
断
を
決
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
規
範
的
、
慣
例
的
、
常
識
的
な
判

断
基
準
と
な
る
存
在
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼
女
の
生
き
方
に
重
圧
と
な

っ
て
の
し
か
か
り
、
葛
藤
を
引
き
起
こ
す
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
和
泉

式
部
日
記
」
に
お
け
る
女
の
生
き
方
に
深
い
陰
影
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
作

品
に
奥
行
き
を
与
え
る
役
割
を
も
果
し
て
い
る
と
思
う
。

 
『
紫
式
部
日
記
」
に
は
四
例
が
見
ら
れ
る
が
、
 
『
蜻
蛉
日
記
」
や
『
和
泉
式

部
日
記
」
と
は
位
相
が
違
う
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
は
「
世
の
人
」
は
作
者
の

独
自
の
思
索
を
紡
ぎ
出
し
て
行
く
上
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
四
例
全
部
を
挙
げ
て
考
察
し
て
み
る
。

 
（
五
）
斎
院
に
、
中
将
の
君
と
い
ふ
人
は
べ
る
な
り
と
聞
き
は
べ
る
、
た
よ

 
 
 
 
り
あ
り
て
、
人
の
も
と
に
書
き
か
は
し
た
る
文
を
、
み
そ
か
に
人
の

 
 
 
 
と
り
て
見
せ
は
べ
り
し
。
い
と
こ
そ
艶
に
、
わ
れ
の
み
世
に
は
も
の

 
 
 
 
の
ゆ
ゑ
知
り
、
心
深
き
、
た
ぐ
ひ
は
あ
ら
じ
、
す
べ
て
世
の
人
は
、

 
 
 
 
心
も
肝
も
な
き
や
う
に
思
ひ
て
は
べ
る
べ
か
め
る
。
 
（
小
学
館
全
集

 
 
 
 
本
 
二
三
〇
頁
）

 
 
（
六
）
そ
の
心
な
ほ
失
せ
ぬ
に
や
、
も
の
思
ひ
ま
さ
る
秋
の
夜
も
、
は
し
に

 
 
 
 
出
で
み
て
な
が
め
ば
、
い
と
ど
、
月
や
い
に
し
へ
ほ
め
て
け
む
と
、
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見
え
た
る
有
様
を
も
よ
ほ
す
や
う
に
は
べ
る
べ
し
。
世
の
人
の
忌
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
二
）

 
 
 
 
と
い
ひ
は
べ
る
鳥
を
も
、
か
な
ら
ず
わ
た
り
は
べ
り
な
む
と
、
は
ば

 
 
 
 
か
ら
れ
て
す
こ
し
奥
に
ひ
き
入
り
て
ぞ
、
さ
す
が
に
心
の
う
ち
に
は

 
 
 
 
つ
き
せ
ず
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
は
べ
る
。
（
同
 
二
一
二
八
、
二
一
二
九
頁
）

 
（
七
）
さ
ま
よ
う
、
す
べ
て
人
は
お
い
ら
か
に
す
こ
し
心
お
き
て
の
ど
か

 
 
 
 
に
、
お
ち
る
ぬ
る
を
も
と
と
し
て
も
て
こ
そ
、
ゆ
ゑ
も
よ
し
も
、
を

 
 
 
 
か
し
く
心
や
す
け
れ
。
…
中
略
…
冠
す
す
み
て
、
に
く
い
こ
と
し
い

 
 
 
 
で
つ
る
は
、
わ
ろ
き
こ
と
を
過
ち
た
ら
む
も
、
い
ひ
笑
は
む
に
、
は

 
 
 
 
ば
か
り
な
う
お
ぼ
え
は
べ
り
。
い
と
心
よ
か
ら
む
人
は
、
わ
れ
を
に

 
 
 
 
く
む
と
も
、
わ
れ
は
な
お
、
人
を
思
ひ
う
し
ろ
む
べ
け
れ
ど
、
い
と

 
 
 
 
さ
し
も
え
あ
ら
ず
。
慈
悲
ふ
か
う
お
は
す
る
仏
だ
に
、
三
宝
そ
し
る

 
 
 
 
罪
は
浅
し
と
や
は
説
い
た
ま
ふ
な
る
。
ま
い
て
、
か
ば
り
濁
り
深
き

 
 
 
 
世
の
人
は
、
な
ほ
つ
ら
き
人
は
つ
ら
か
り
ぬ
べ
し
。
そ
れ
を
、
わ
れ

 
 
 
 
ま
さ
り
て
い
は
む
と
、
さ
は
あ
ら
ず
も
て
か
く
し
、
う
は
べ
は
な
だ

 
 
 
 
ら
か
な
る
と
の
け
ち
め
ぞ
、
心
の
ほ
ど
は
見
え
は
べ
る
か
し
。
 
（
同

 
 
 
 
二
四
二
、
二
四
三
頁
）

 
（
八
）
か
く
世
の
人
ご
と
の
う
へ
を
思
ひ
思
ひ
、
は
て
に
と
ぢ
め
は
べ
れ

 
 
 
 
ば
、
身
を
思
ひ
す
て
ぬ
・
一
9
の
、
さ
て
も
深
う
は
べ
る
べ
き
か
な
。
何

 
 
 
 
せ
む
と
に
か
は
べ
ら
む
。
 
（
同
 
二
四
七
、
二
四
八
頁
）

 
例
（
五
）
は
中
宮
方
と
斎
院
方
と
の
比
較
を
論
じ
つ
つ
斎
院
の
中
将
を
批
判

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
中
将
の
君
が
「
自
分
以
外
の
人
は
深
い
心
も
し
っ
か
り

し
た
分
別
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
に
、
式
部
は
不
快
感
を
表
明
す

る
。
こ
こ
で
の
「
世
の
人
」
は
「
紫
式
部
を
含
め
た
老
将
の
君
以
外
の
女
性
」

を
さ
し
て
い
る
。
紫
式
部
の
批
判
は
、
中
将
の
君
が
な
ぜ
自
分
を
そ
の
よ
う
に

特
別
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
か
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
。
式
部
は

こ
の
批
評
の
前
の
部
分
で
同
僚
女
房
の
容
姿
を
批
評
し
た
後
、
女
房
た
ち
の

「
心
ば
せ
」
に
つ
い
て
一
括
し
て
「
か
う
い
ひ
い
ひ
て
、
心
ば
せ
ぞ
か
た
う
は

は
べ
る
か
し
。
そ
れ
も
、
と
り
ど
り
に
、
い
と
わ
ろ
き
も
な
し
。
ま
た
、
す
ぐ

れ
て
を
か
し
う
、
こ
こ
ろ
お
も
く
、
か
ど
ゆ
ゑ
も
、
よ
し
も
、
う
し
ろ
や
す
さ

も
、
み
な
具
す
る
こ
と
は
か
た
し
。
さ
ま
ざ
ま
、
い
つ
れ
を
か
と
る
べ
き
と
お

ぼ
ゆ
る
ぞ
お
ほ
く
は
べ
る
。
」
 
（
二
二
九
頁
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
式
部

の
人
間
観
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
才
覚
や
風
情
、
趣
き
、
信
頼
な
ど
全

部
を
理
想
的
に
持
ち
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
で
あ

り
、
そ
う
い
う
立
場
か
ら
す
る
と
、
中
将
の
君
が
自
分
自
身
だ
け
を
特
別
視
す

る
根
拠
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
中
将
の
君
も
「
世
の
人
」
と
同
じ
レ
ベ
ル

に
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
中
将
の
君
の
思
い
上
が
っ
た
独
善
性
を
批
判
し

つ
つ
、
式
部
の
「
世
の
人
」
観
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 
例
（
六
）
は
、
一
見
す
る
と
『
蜻
蛉
日
記
」
の
使
い
方
と
よ
く
似
て
い
る
。

月
を
眺
め
て
い
る
と
、
 
「
世
間
の
人
が
忌
む
と
い
う
鳥
も
き
っ
と
わ
た
っ
て
く

る
だ
ろ
う
と
は
ば
か
れ
て
」
奥
に
入
る
（
二
三
九
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
の
世
間
の
人
は
女
性
を
指
し
、
式
部
も
そ
の
世
間
並
み
の
女
性
と
同
じ
よ
う

な
行
動
を
と
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
行
動
し
な
が
ら

．
「
さ
す
が
に
…
」
と
受
け
て
い
る
よ
う
に
、
式
部
は
世
間
の
常
識
に
従
う
こ
と

に
信
頼
を
お
い
て
い
な
い
。
世
間
の
常
識
に
従
い
つ
つ
、
自
分
の
心
の
申
で
は

尽
き
る
こ
と
の
な
い
物
思
い
が
絶
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
世
間
の
常
識
に

従
う
こ
と
と
裏
腹
に
孤
独
な
重
い
思
索
に
沈
ん
で
い
く
紫
式
部
の
精
神
構
造
の

特
性
が
「
世
の
人
」
に
対
置
さ
れ
る
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
例
（
七
）
は
様
々
な
女
性
の
姿
（
特
に
心
の
用
い
方
）
を
観
察
し
て
い
る
条

方
法
と
し
て
の
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
を
め
で
っ
て
 
1
初
期
物
語
・
日
記
文
学
・
『
源
氏
物
語
」
の
用
例
に
即
し
て
！
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で
、
「
世
の
人
」
は
世
俗
の
人
、
現
実
の
俗
で
み
に
く
い
人
間
で
あ
り
、
そ
の

中
に
式
部
自
身
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
彼
ら
は
目
に
は
目
を
、
歯
に

は
歯
を
と
い
っ
た
ふ
う
に
生
き
て
い
る
し
、
そ
う
あ
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
う
い
う
俗
な
る
人
間
の
と
る
べ
き
態
度
と

し
て
万
事
見
苦
し
く
な
く
穏
や
か
に
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
い
た
態
度
を
心
が
け

る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
節
度
や
自
重
に
よ
っ
て
し
か
卑
俗
な

人
間
の
人
間
関
係
は
う
ま
く
い
か
な
い
の
だ
し
、
そ
の
自
重
の
有
無
が
そ
の
人

の
心
の
深
浅
を
も
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
式
部
の
「
世
の

人
」
観
、
人
間
観
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
厳
し
く
重
く
辛
辣
な
人

間
観
に
思
え
る
。
自
分
を
も
そ
の
中
に
含
ん
だ
「
世
の
人
」
の
姿
を
こ
の
よ
う

に
捉
え
た
の
は
、
他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
『
紫
式
部
日
記
」
に
独
特
な
も

の
と
思
う
。
例
（
八
）
は
そ
の
よ
う
な
重
い
人
問
観
察
の
中
で
自
分
の
人
生
を

振
り
返
り
、
そ
こ
に
深
い
内
省
と
批
判
を
加
え
つ
つ
物
思
い
に
沈
ま
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
式
部
の
思
索
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
 
「
世
の
人
」
の
口
の

端
を
気
に
し
な
が
ら
式
部
は
自
分
自
身
の
心
の
奥
を
凝
視
し
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
『
紫
式
部
日
記
」
に
お
け
る
「
世
の
ひ
と
」
は
『
蜻
蛉
日
記
」

や
『
和
泉
式
部
日
記
」
に
見
ら
れ
る
例
以
上
に
、
式
部
の
内
部
に
深
く
入
り
込

ん
で
い
て
、
式
部
が
自
分
を
映
す
鏡
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
 
「
世
の
人
」
は
式
部
の
外
部
に
あ
る
だ
け
で
な
く
内
部
に
あ
る
他
者
を

し
て
式
部
自
身
を
捉
え
返
す
視
点
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

 
『
源
氏
物
語
」
で
は
「
世
人
」
．
「
世
の
人
」
の
用
例
は
目
に
見
え
て
多
く
な

り
、
第
一
部
で
は
四
十
九
例
、
第
二
部
で
な
十
六
例
、
第
三
部
で
は
二
十
九
例

見
ら
れ
る
。
用
例
数
が
多
い
の
み
な
ら
ず
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
複
雑
な
様
相

を
呈
し
て
い
て
、
あ
る
部
分
は
明
ら
か
に
物
語
の
方
法
に
か
か
わ
っ
て
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
『
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
も
「
世
人
」

「
世
の
人
」
が
も
つ
意
味
は
「
世
間
」
の
噂
や
評
判
あ
る
い
は
常
識
や
慣
例
な

ど
で
あ
る
が
、
こ
の
不
特
定
多
数
の
意
見
を
手
が
か
り
に
し
て
作
者
は
物
語
の

申
の
人
物
や
物
語
の
筋
を
操
作
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 
以
下
第
一
部
に
見
ら
れ
る
例
を
四
つ
に
分
類
し
、
具
体
的
に
分
析
老
察
し
て

み
る
。

 
（
一
）
主
人
公
へ
の
賛
美

 
（
二
）
物
見
高
い
世
間
の
人
の
言
動

 
（
三
）
内
面
化
さ
れ
た
「
世
の
人
」

 
（
四
）
世
間
の
常
識
、
慣
例
、
道
徳
的
な
判
断
な
ど
を
体
現
す
る
も
の
。

 
お
お
よ
そ
こ
の
四
類
型
に
分
け
ら
れ
る
が
、
四
十
九
例
中
三
十
七
例
は
登
場

人
物
全
般
に
わ
た
り
、
 
（
四
）
の
類
型
に
属
す
る
。

 
（
一
）
の
主
人
公
を
賛
美
し
て
い
る
「
世
の
人
」
は
四
例
見
ら
れ
る
。

 
（
a
）
世
に
た
ぐ
ひ
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
、
名
高
う
お
は
す
る
宮

 
 
 
 
の
御
容
貌
に
も
、
な
ほ
に
ほ
は
し
さ
は
た
と
へ
む
方
な
く
、
う
つ
く

 
 
 
 
し
げ
な
る
を
、
世
の
人
光
る
君
と
聞
こ
ゆ
。
 
（
桐
壺
 
一
-
＝
一
〇

 
 
 
 
頁
）

 
（
b
）
皇
子
は
、
お
よ
す
け
た
ま
ふ
月
日
に
従
ひ
て
、
い
と
見
た
て
ま
つ
り

 
 
 
 
分
き
が
た
げ
な
る
を
う
宮
い
と
苦
し
と
思
せ
ど
、
思
ひ
よ
る
人
な
き

 
 
 
 
な
め
り
か
し
。
げ
に
い
か
さ
ま
に
作
り
か
へ
て
か
は
、
劣
ら
ぬ
御
あ

 
 
 
 
り
さ
ま
は
、
世
に
出
で
も
の
し
た
ま
は
ま
し
。
月
日
の
光
の
空
に
通

 
 
 
 
ひ
た
る
や
う
に
ぞ
、
世
人
も
思
へ
る
。
（
紅
葉
賀
 
一
一
四
二
〇
頁
）
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（
a
）
の
例
は
、
世
間
の
評
判
も
高
い
春
宮
に
比
べ
て
も
源
氏
の
美
し
さ
は

た
と
え
よ
う
も
な
い
と
い
う
事
実
が
、
 
「
世
の
人
が
光
君
と
申
し
上
げ
る
」
こ

と
に
よ
り
そ
の
美
し
さ
に
客
観
性
が
持
た
さ
れ
て
い
る
。
例
（
b
）
も
同
じ
く

源
氏
の
称
賛
で
あ
る
が
、
源
氏
の
超
絶
し
た
美
質
を
称
え
、
源
氏
と
う
り
ふ
た

つ
の
皇
子
（
冷
泉
帝
）
と
と
も
に
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
が
あ
た
か
も
空
の
日
月

の
よ
う
だ
と
世
の
人
々
も
思
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
世
の

人
」
「
世
人
」
は
光
源
氏
の
人
物
造
形
の
理
想
性
の
形
象
に
積
極
的
に
寄
与
し

て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
例
（
二
）
の
物
見
高
い
言
動
を
す
る
「
世
の
人
」
は
六
例
見
ら
れ
る
。

 
（
c
）
こ
の
ご
ろ
、
世
の
人
の
言
ぐ
さ
に
、
内
の
大
殿
の
今
姫
君
と
、
事
に

 
 
 
 
ふ
れ
つ
つ
言
ひ
散
ら
す
を
源
氏
の
大
臣
聞
こ
し
め
し
て
、
 
（
簿
火

 
 
 
 
三
-
二
四
七
頁
）

 
（
d
）
世
の
人
聞
き
に
、
し
ば
し
こ
の
こ
と
出
だ
さ
じ
、
と
切
り
籠
め
た
ま

 
 
 
 
へ
ど
、
口
さ
が
な
き
も
の
は
世
の
人
な
り
け
り
。
 
（
行
幸
 
三
一
三

 
 
 
 
＝
一
頁
）

，
例
（
c
）
は
内
大
臣
の
落
胤
で
あ
る
近
江
君
の
度
外
れ
の
言
動
、
性
格
に
つ

い
て
世
間
の
人
が
噂
の
種
に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
例
（
d
）
も
近
江

君
に
関
し
て
口
さ
が
な
く
噂
す
る
世
間
の
人
の
物
見
高
い
様
子
を
語
る
。
（
二
）

の
例
は
六
例
申
五
例
が
内
大
臣
の
身
内
に
関
す
る
世
間
の
口
さ
が
な
い
噂
で
、

内
大
臣
の
母
で
あ
る
大
宮
や
源
氏
が
内
大
臣
の
処
置
に
対
し
て
不
本
意
に
お
も

っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
内
大
臣
の
人
間
味
の
な
い
行
為
を
非
難
す
る
こ
と
に

よ
り
、
源
氏
の
人
情
深
さ
を
描
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
源
氏
に
つ
い
て
は
式
部
卿
宮
の
大
北
の
方
の
源
氏
非
難

と
し
て
次
の
例
が
一
つ
だ
け
あ
る
。

 
（
e
）
女
御
を
も
、
事
に
ふ
れ
、
は
し
た
な
く
も
て
な
し
た
ま
ひ
し
か
ど
、

 
 
 
 
そ
れ
は
、
御
蓋
の
恨
み
と
け
ざ
り
し
ほ
ど
、
思
ひ
知
れ
と
に
こ
そ
は

 
 
 
 
あ
り
け
め
、
と
思
し
の
た
ま
ひ
￥
勘
の
人
も
言
ひ
な
し
し
だ
に
、
な

 
 
 
 
ほ
さ
や
は
あ
る
べ
き
、
 
（
真
木
柱
 
三
一
三
六
七
頁
）

 
即
ち
玉
量
と
髪
黒
と
の
結
婚
に
し
ろ
、
王
女
御
の
入
内
に
源
氏
が
冷
淡
で
あ

る
こ
と
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
昔
の
源
氏
の
須
磨
退
去
の
時
、
宮
が
源
氏

に
冷
た
く
し
た
恨
み
を
今
晴
ら
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
世
の
人
も
言
ひ
な
し
」
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
北
の
方
は
自
分
の
見
解
を
「
世
の
人
」
の

噂
に
よ
っ
て
補
強
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
世
の
人
」
の
噂
は
源
氏

の
隠
さ
れ
た
深
層
心
理
を
あ
ば
く
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
大
北
の
方
と
い
う
敵
役
の
発
言
な
の
で
非
難
の
程
度
は
軽
減
さ
れ
る

わ
け
だ
が
、
 
「
世
の
人
」
の
担
う
意
味
は
源
氏
の
理
想
性
を
引
き
下
げ
る
働
き

を
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
物
語
の
こ
の
段
階
で
の
光
源
氏
を
相
対
化
す
る
方

法
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 
（
三
）
の
内
面
化
さ
れ
た
「
世
の
人
」
の
例
は
、
 
「
宇
津
保
物
語
』
の
例

（
五
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
登
場
入
物
の
行
動
や
判
断
を
制
約
す
る
役
割
と
し

て
使
わ
れ
方
や
、
 
「
蜻
蛉
日
記
」
 
『
和
泉
式
部
日
記
」
に
お
け
る
用
例
に
近
い

も
の
で
あ
る
。

 
（
f
）
な
ぞ
、
か
く
あ
い
な
き
わ
ざ
を
し
て
、
や
す
か
ら
ぬ
も
の
思
ひ
を
す

 
 
 
 
ら
む
、
さ
思
は
じ
と
て
心
の
ま
ま
に
も
あ
ら
ば
、
世
の
人
の
潜
り
言

 
 
 
 
は
む
こ
と
の
軽
々
し
さ
、
わ
が
た
め
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
こ
の
人

 
 
 
 
の
御
た
め
い
と
ほ
し
か
る
べ
し
、
限
り
な
き
心
ざ
し
と
言
ふ
と
も
、

 
 
 
 
春
の
上
の
御
お
ぼ
え
に
並
ぶ
ば
か
り
は
、
わ
が
心
な
が
ら
え
あ
る
ま

方
法
と
し
て
の
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
を
め
ぐ
っ
て
 
一
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、

（
g
）

（
f
）

じ
く
思
し
知
り
た
り
。
 
（
常
夏
 
三
-
二
二
六
頁
）

良
清
し
の
び
や
か
に
伝
へ
申
す
。
君
思
し
ま
は
す
に
、
夢
現
さ
ま
ざ

ま
静
か
な
ら
ず
、
さ
と
し
の
や
う
な
る
事
ど
も
を
、
来
し
方
行
く
末

思
し
あ
は
せ
て
、
「
世
の
人
の
聞
き
伝
へ
ん
後
の
そ
し
り
も
安
か
ら

ぎ
る
べ
き
を
着
り
て
、
ま
こ
と
の
神
の
助
け
に
も
あ
ら
む
を
、
背
く

も
の
な
ら
ば
ま
た
、
こ
れ
よ
り
ま
さ
り
て
、
人
笑
は
れ
な
る
目
を
や

見
む
。
…
…
」
 
（
明
石
 
ニ
ー
二
二
二
頁
）

の
例
は
源
氏
が
玉
童
を
我
物
に
し
よ
う
か
否
か
と
い
う
切
羽
詰
ま
っ

た
問
題
を
整
理
し
て
み
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
源
氏
は
玉
綿
を
我
物
と
し
た

時
の
自
分
に
対
す
る
「
世
の
人
の
畿
り
」
は
甘
受
で
き
て
も
、
玉
覧
が
気
の
毒

だ
と
い
う
。
そ
れ
は
ど
ん
な
に
愛
す
る
と
い
っ
て
も
玉
璽
を
紫
上
と
対
等
に
待

遇
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
、
例
（
g
）
は
須
磨
に
お
い
て
明
石
入
道
の
迎
え
を

受
け
た
時
の
こ
と
で
、
源
氏
は
入
道
に
従
う
べ
き
か
否
か
を
思
案
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
嵐
の
さ
な
か
に
夢
の
中
で
竜
王
の
お
召
し
や
桐
通
院
の
勧
告
が
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
明
石
入
道
の
迎
え
に
応
ず
る
か
否
か
考
え
を

め
ぐ
ら
す
の
で
あ
る
。
入
道
に
従
っ
て
明
石
に
移
る
こ
と
の
不
体
裁
を
思
い
悩

み
な
が
ら
入
道
の
迎
え
が
神
意
に
よ
る
も
の
と
し
た
ら
神
意
に
従
わ
な
い
方
が

そ
れ
以
上
に
物
笑
い
の
的
だ
ろ
う
と
明
石
へ
の
移
住
を
決
心
す
る
。
例
（
f
）

も
（
g
）
も
「
世
の
人
」
は
源
氏
の
心
の
申
に
内
在
し
源
氏
に
非
難
や
嘲
笑
を

あ
び
せ
る
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
「
世
の
人
」
の
視
点
を

承
知
し
て
適
切
な
判
断
や
行
動
を
選
択
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
源
氏
の
人
間
性
や

確
固
た
る
意
志
を
明
確
に
す
る
の
で
あ
る
。

 
（
四
）
の
世
間
の
常
識
、
慣
例
、
道
徳
的
な
判
断
を
体
現
し
た
も
の
と
し
て

の
「
世
の
人
」
は
第
一
部
の
四
十
九
例
中
の
大
部
分
を
占
め
て
、
数
も
多
い
上

に
、
そ
の
使
わ
れ
方
も
多
様
で
あ
る
。

 
（
h
）
明
く
る
年
の
春
、
坊
定
ま
り
た
ま
ふ
に
も
、
い
と
ひ
き
越
さ
ま
ほ
し

 
 
 
 
う
思
せ
ど
、
御
後
見
す
べ
き
人
も
な
く
、
ま
た
世
の
う
け
ひ
く
ま
じ

 
 
 
 
き
こ
と
な
り
け
れ
ば
、
な
か
な
か
あ
や
ふ
く
思
し
は
ば
か
り
て
、
色

 
 
 
 
に
も
出
だ
さ
せ
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
る
を
、
さ
ば
か
り
思
し
た
れ
ど
、

 
 
 
 
限
り
こ
そ
あ
り
け
れ
、
と
世
人
も
聞
こ
え
、
女
御
も
御
心
落
ち
み
た

 
 
 
 
ま
ひ
ぬ
。
 
（
桐
壺
 
一
-
一
＝
二
、
一
一
四
頁
）

 
（
i
）
源
氏
の
君
を
限
り
な
き
も
の
に
思
し
め
し
な
が
ら
、
世
の
人
の
ゆ
る

 
 
 
 
し
き
こ
ゆ
ま
じ
か
り
し
に
よ
り
て
、
坊
に
も
据
ゑ
た
て
ま
つ
ら
ず
な

 
 
 
 
り
に
し
を
、
 
（
紅
葉
賀
 
一
一
四
〇
〇
頁
）

 
直
酒
帝
が
源
氏
を
春
宮
に
立
て
た
い
と
思
っ
て
も
有
力
な
後
見
が
な
け
れ
ば

叶
わ
ぬ
事
で
、
こ
の
「
世
の
人
」
の
言
動
は
世
間
の
慣
例
と
し
て
、
規
範
性
を

も
っ
た
言
動
と
言
え
よ
う
。
こ
の
「
世
の
人
」
は
帝
の
考
え
ま
で
制
約
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
に
安
堵
し
て
い
る
の
は
世
聞
の
価
値
観
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
世
間
が
裁
判
官
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
帝
と
世

間
と
の
考
え
方
に
ズ
レ
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
は
ひ
き

つ
づ
き
次
の
例
に
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
。

 
（
一
）
七
月
に
ぞ
后
い
た
ま
ふ
め
り
し
。
源
氏
の
君
、
宰
相
に
な
り
た
ま
ひ

一
 
 
ぬ
。
帝
お
り
る
さ
せ
た
ま
は
む
の
御
心
づ
か
ひ
近
う
な
り
て
、
こ
の

 
 
 
 
若
宮
を
坊
に
、
と
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
御
後
見
し
た
ま
ふ

 
 
 
 
べ
き
人
お
は
せ
ず
。
御
母
方
の
、
み
な
親
王
た
ち
に
て
、
源
氏
の
公

 
 
 
 
事
知
り
た
ま
ふ
筋
な
ら
ね
ば
、
、
母
宮
を
だ
に
動
き
な
き
さ
ま
に
し
お

 
 
 
 
き
た
て
ま
つ
り
て
、
つ
よ
り
に
と
思
す
に
な
む
あ
り
け
る
。
弘
徽

 
 
 
 
殿
、
い
と
ど
御
心
動
き
た
ま
ふ
、
こ
と
わ
り
な
り
。
さ
れ
ど
、
 
「
春
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宮
の
御
世
、
い
と
近
う
な
り
ぬ
れ
ば
、
疑
ひ
な
き
御
位
な
り
。
思
ほ

 
 
 
 
し
の
ど
め
よ
」
と
そ
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。
げ
に
、
春
宮
の
御

 
 
 
 
母
に
て
二
十
余
年
に
な
り
た
ま
へ
る
女
御
を
お
き
た
て
ま
つ
り
て

 
 
 
 
は
、
引
き
越
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
が
た
き
こ
と
な
り
か
し
、
例
の
、

 
 
 
 
安
か
ら
ず
世
人
も
聞
こ
え
け
り
。
 
（
紅
葉
賀
 
一
一
四
一
九
頁
）

 
こ
の
よ
う
に
物
語
は
桐
壺
帝
の
考
え
と
「
世
人
」
の
判
断
の
く
い
違
い
を
く

り
返
し
語
っ
た
。
桐
壺
帝
の
源
氏
を
春
宮
に
と
い
う
思
い
は
「
世
の
う
け
ひ
く

ま
じ
こ
と
」
で
あ
り
「
世
の
人
の
ゆ
る
し
き
こ
ゆ
ま
じ
か
り
し
」
ゆ
え
に
、
一

度
は
断
念
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
思
い
は
曝
露
の
産
ん
だ
皇
子
に
引
き
継

が
れ
、
藤
壺
の
産
ん
だ
源
氏
と
う
り
ふ
た
つ
の
皇
子
を
春
宮
に
立
て
る
べ
く
、

そ
の
強
力
な
後
見
と
し
て
藤
壷
を
中
宮
に
立
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
弘
徽
殿
女
御
の
み
な
ら
ず
、
 
「
世
人
」
に
も
「
穏
や
か
な
ら
ぬ
こ
と
」
と

思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
鴬
遷
帝
と
「
世
の
人
」
と
の
思
い
の
ズ
レ
が

く
り
返
し
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
桐
壺
帝
の
光
源
氏
立
論
へ
の
願
い
が
い
か
に
強

か
っ
た
か
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
の
帝
が
た
と
え
ば
朱
雀
帝
な
ど
と
は
こ
と
な

っ
て
は
っ
き
り
し
た
自
分
の
意
志
を
も
ち
主
張
す
る
人
物
と
し
て
形
作
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
高
麗
の
相
人
に
よ
っ
て
予

言
さ
れ
た
光
源
氏
の
王
権
、
帝
王
相
の
物
語
を
推
し
進
め
る
方
向
が
示
さ
れ
て

い
た
と
い
う
点
で
核
心
的
な
構
想
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 
「
世
の
人
」
は
常
に
貴
族
社
会
を
代
弁
し
て
い
て
、
 
『
源
氏
物
語
」
に
は
こ

う
い
っ
た
「
世
の
人
」
と
登
場
人
物
の
判
断
の
ズ
レ
が
度
々
見
う
け
ら
れ
る
。

こ
の
ズ
レ
が
新
し
い
物
語
の
状
況
を
語
り
起
こ
し
て
行
く
場
合
が
多
い
と
言
う

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
源
氏
と
六
条
御
息
所
の
関
係
に
お
い
て
も
、
こ
の
ズ

レ
を
て
こ
に
話
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

（
k
）

（
1
）

や
む
ご
と
な
く
わ
づ
ら
は
し
き
も
の
に
お
ぼ
え
た
ま
へ
り
し
大
殿
の

君
も
宿
せ
た
ま
ひ
て
後
、
さ
り
と
も
と
、
世
人
も
聞
こ
え
あ
っ
か
ひ
、

宮
の
内
に
も
心
と
き
め
き
せ
し
を
、
そ
の
後
し
も
か
き
絶
え
、
あ
さ

ま
し
き
御
も
て
な
し
を
見
た
ま
ふ
に
、
ま
こ
と
に
う
し
と
思
す
事
こ

そ
あ
り
け
め
と
、
知
り
は
て
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
よ
う
つ
の
あ
は
れ
を

思
し
棄
て
て
、
ひ
た
み
ち
に
出
で
立
ち
た
ま
ふ
。
 
（
賢
木
 
二
一
七

五
頁
）

あ
は
あ
は
し
う
心
う
き
名
を
の
み
流
し
て
、
あ
さ
ま
し
き
身
の
あ
り

さ
ま
を
、
今
は
じ
め
た
ら
む
や
う
に
、
ほ
ど
近
く
な
る
ま
ま
に
、
起

き
臥
し
嘆
き
た
ま
ふ
。
斎
宮
は
、
若
き
御
心
地
に
、
不
定
な
り
つ
る

御
出
立
の
、
か
く
定
ま
り
ゆ
く
を
う
れ
し
と
の
み
思
し
た
り
。
世
人

は
、
例
な
き
こ
と
と
、
も
ど
き
も
あ
は
れ
が
り
も
さ
ま
ざ
ま
に
聞
こ

ゆ
べ
し
。
何
ご
と
も
、
人
に
も
ど
き
あ
っ
か
は
れ
ぬ
際
は
安
げ
な

り
。
な
か
な
か
世
に
ぬ
け
出
で
ぬ
る
人
の
御
あ
た
り
は
、
と
こ
ろ
せ

き
こ
と
多
く
な
む
。
 
（
賢
木
 
二
一
八
三
頁
）

 
こ
こ
は
葵
上
亡
き
後
は
六
条
御
息
所
が
源
氏
の
正
妻
に
な
る
だ
ろ
う
と
「
世

人
」
も
思
い
、
御
息
所
も
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
氏

は
そ
の
期
待
を
裏
切
っ
て
冷
た
い
態
度
を
見
せ
た
の
で
、
御
息
所
は
絶
望
し
て

伊
勢
下
向
を
決
定
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
（
k
）
の
「
世
人
」
は
御
息

所
の
期
待
を
代
弁
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
期
待
が
貴
族
社
会
の
妥
当
な
常
識
の

う
ち
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
御
息
所
の
期
待
は
世

間
も
当
然
の
こ
と
と
視
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
女
に
は
世
間
の
支
持

が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
源
氏
は
そ
れ
を
裏
切

る
。
御
息
所
の
絶
望
は
「
世
人
」
の
そ
う
し
た
暗
黙
の
支
援
が
あ
っ
た
だ
け
に

方
法
と
し
て
の
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
を
め
ぐ
っ
て
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一
層
深
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
（
一
）
で
は
、
彼
女
が
斎
宮
と
共
に
伊
勢
に

下
る
こ
と
に
な
る
と
、
世
間
は
非
難
と
同
情
の
入
り
交
じ
っ
た
態
度
を
示
し
た

と
い
う
。
世
間
が
御
息
所
の
期
待
に
支
持
を
与
え
て
い
た
な
ら
、
期
待
を
裏
切

ら
れ
て
伊
勢
に
下
る
彼
女
に
は
同
情
だ
け
が
集
中
し
、
非
難
は
源
氏
に
向
か
っ

て
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
が
、
物
語
は
そ
の
よ
う
に
は
語
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ

う
な
「
世
人
」
の
あ
り
か
た
は
主
人
公
光
源
氏
へ
の
非
難
が
こ
の
段
階
の
物
語

で
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
た
一
面

で
は
世
間
と
い
う
も
の
の
気
ま
ぐ
れ
さ
を
描
い
て
い
る
の
で
も
あ
る
と
も
い
え

る
。
例
の
な
い
こ
と
に
は
批
判
的
に
な
る
世
問
と
い
う
も
の
の
保
守
的
な
あ
り

か
た
が
そ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
世
間
的
な
常
識
や
基
準
に
背

く
光
源
氏
の
生
き
方
を
形
象
す
る
媒
介
項
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
「
世

人
」
の
設
定
は
実
に
多
面
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
凹
い
え
る
と
思
う
。

 
「
世
の
人
」
、
世
間
と
い
う
も
の
は
気
ま
ぐ
れ
で
、
保
守
的
で
自
己
保
身
的

で
あ
っ
て
、
主
人
公
に
と
っ
て
も
決
し
て
常
に
頼
り
に
な
る
存
在
で
は
な
い
と

い
う
「
世
の
人
」
の
位
置
付
け
が
物
語
に
は
厳
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
（
m
）
お
ほ
か
た
の
世
の
人
も
、
誰
か
は
よ
ろ
し
く
心
ひ
き
こ
え
ん
。
七
つ

 
 
 
 
に
な
り
た
ま
ひ
し
こ
の
か
た
帝
の
御
前
に
夜
昼
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ

 
 
 
 
て
、
奏
し
た
ま
ふ
こ
と
の
な
ら
ぬ
は
な
か
り
し
か
ば
、
こ
の
斎
い
た

 
 
 
 
は
り
に
か
か
ら
ぬ
人
な
く
、
御
徳
を
喜
ば
ぬ
や
は
あ
り
し
。
や
む
ご

 
 
 
 
と
な
き
上
達
部
弁
官
な
ど
の
中
に
も
多
か
り
。
そ
れ
よ
り
下
は
数
知

 
 
 
 
ら
ぬ
を
、
思
ひ
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
さ
し
あ
た
り
て
、
い
ち
は

 
 
 
 
や
き
世
を
思
ひ
渾
り
て
、
参
り
寄
る
も
な
し
（
須
磨
 
一
・
了
⊥
七
六

 
 
 
 
頁
）

 
 
（
n
）
さ
や
か
に
見
え
た
ま
ひ
し
夢
の
後
は
、
院
の
帝
の
御
こ
と
を
心
に
か

 
 
 
 
け
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
い
か
で
か
の
沈
み
た
ま
ふ
ら
ん
罪
救
ひ
た
て

 
 
 
 
ま
つ
る
事
を
せ
む
、
と
思
し
嘆
き
け
る
を
、
か
く
帰
り
た
ま
ひ
て
は
、

 
 
 
 
そ
の
御
い
そ
ぎ
し
た
ま
ふ
。
神
無
月
御
八
講
し
た
ま
ふ
。
世
の
人
な

 
 
 
 
び
き
仕
う
ま
つ
る
こ
と
、
昔
の
や
う
な
り
。
 
（
濡
標
 
ニ
ー
二
六
九

 
 
 
 
頁
）

 
例
（
m
）
は
、
桐
壷
帝
の
そ
ば
に
い
つ
も
伺
候
し
て
い
た
源
氏
か
ら
庇
護
を

受
け
た
多
く
の
人
た
ち
は
、
今
源
氏
の
須
磨
行
き
の
悲
運
を
嘆
い
て
い
る
の
で

は
あ
る
が
、
右
大
臣
側
の
専
横
の
時
勢
に
遠
慮
し
て
源
氏
を
訪
ね
る
こ
と
を
し

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
須
磨
行
き
に
際
し
、
源
氏
は
「
世
の
中
は
あ
ぢ
き
な

き
も
の
か
な
」
 
（
須
磨
一
七
六
頁
）
と
靡
き
や
す
い
世
間
の
人
の
心
に
絶
望
的

に
な
り
、
 
「
世
の
人
」
の
両
面
性
を
し
み
じ
み
と
知
ら
さ
れ
る
。
例
（
o
）
で

は
京
に
復
帰
し
た
源
氏
に
、
昔
の
よ
う
に
「
世
の
人
」
が
仕
え
る
様
子
が
描
か

れ
て
い
る
。
 
「
世
の
人
」
と
は
そ
の
よ
う
に
時
世
に
な
び
き
や
す
い
も
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
物
語
は
そ
れ
を
格
別
非
難
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な

い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
「
世
の
人
」
の
複
雑
な
現
実
を
描
い
て
い
る
の
だ
と
言
え

よ
う
。
そ
し
て
そ
う
い
う
「
世
の
人
」
の
姿
を
源
氏
に
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
、

京
へ
の
復
帰
以
降
の
源
氏
の
有
能
な
政
治
家
と
し
て
の
描
写
が
リ
ア
ル
に
な
っ

て
い
く
と
言
え
よ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
光
源
氏
は
ひ
と
ま
わ
り
人
間
的
に
成

長
し
た
も
の
と
し
て
、
人
間
の
表
裏
に
理
解
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
そ
の
理
想

性
を
更
新
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

 
以
上
、
第
一
部
の
「
世
の
人
」
の
用
法
を
概
略
検
討
し
て
み
た
が
、
 
「
世
の

人
」
は
あ
る
時
に
は
光
源
氏
を
賛
美
す
る
存
在
と
し
て
彼
の
理
想
性
を
高
め
る

役
割
を
担
い
、
あ
る
時
に
は
源
氏
を
非
難
す
る
存
在
と
し
て
源
氏
を
反
省
さ
せ

る
役
割
を
担
っ
た
。
そ
う
い
う
「
世
の
人
」
は
物
見
高
く
口
さ
が
な
い
野
次
馬
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的
な
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
不
幸
な
人
へ
の
同
情
を
示
す
や
さ
し
い
存
在
で

あ
っ
た
が
、
ま
た
一
方
で
は
保
守
的
で
常
識
的
で
あ
っ
て
慣
例
や
慣
習
を
尊
重

す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
彼
ら
は
自
分
達
の
利
害
に
抜
目
の
な

い
打
算
的
な
人
間
で
も
あ
り
、
主
人
公
を
悲
嘆
さ
せ
る
の
で
も
あ
っ
た
。
「
世

の
人
」
は
そ
の
よ
ヶ
な
複
雑
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
物
語
世
界
の
現
実

の
基
底
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

 
そ
う
い
う
「
世
の
人
」
の
あ
り
方
を
「
源
氏
物
語
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
て
い
た
か
と
い
う
点
で
、
次
の
源
氏
の
考
え
方
は
興
味
深
い
。
前
に
も
引
い

た
と
こ
ろ
だ
が
、
須
磨
の
嵐
の
収
ま
っ
た
翌
朝
明
石
入
道
が
迎
え
に
来
た
時
の

こ
と
で
あ
る
。
源
氏
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
 
「
世
の
人
の
聞
き
伝
へ
ん

後
の
そ
し
り
も
安
か
ら
ざ
る
べ
き
を
偉
り
て
、
ま
こ
と
の
神
の
助
け
に
も
あ
ら

む
を
、
背
く
も
の
な
ら
ば
ま
た
、
こ
れ
よ
り
ま
さ
り
て
、
人
笑
は
れ
な
る
目
を

や
見
む
。
…
」
 
（
明
石
 
二
二
二
頁
）
。

 
源
氏
に
と
っ
て
「
世
の
人
」
の
そ
し
り
を
受
け
て
生
き
る
の
と
、
神
の
助
け

に
そ
む
い
て
生
き
る
の
と
、
神
の
助
け
に
そ
む
い
て
生
き
る
の
と
、
ど
ち
ら
が

よ
り
妥
当
な
生
き
方
か
と
い
う
と
後
者
の
方
で
あ
っ
た
。
源
氏
は
「
世
の
人
」

の
そ
し
り
よ
り
も
神
の
助
け
に
賭
け
る
こ
と
を
決
断
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
は
端
的
に
「
世
の
人
」
よ
り
も
神
の
存
在
を
重
視
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
第
一
部
の
物
語
に
お
け
る
「
世
の
人
」
の
位
置
づ
け
を
暗
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
部
以
降
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て

検
討
し
て
み
た
い
。

（
二
）

学
大
学
院
中
古
文
学
研
究
会
刊
）

こ
の
「
鳥
」
と
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
岩
波
大
系
本
、
新

潮
日
本
古
典
集
成
本
、
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
」
本
、
い

ず
れ
も
「
答
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
の
口
語
訳
は
「
世
問
の
人

が
（
縁
起
を
食
い
で
）
避
け
る
と
い
い
ま
す
罪
科
に
も
、
き
っ
と

該
当
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」
（
全
注
釈
本
 
下
巻
 
二
一
二
八
頁
）

と
い
う
ふ
う
に
訳
す
。

付
記

 
本
稿
は
「
世
人
」
 
「
世
の
人
」
の
語
彙
だ
け
に
即
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に

お
け
る
そ
の
方
法
的
な
意
味
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
際
、
 
「
世
」
 
「
世
の
中
」

「
世
の
中
の
人
」
 
「
世
間
」
 
「
世
界
」
な
ど
近
似
の
語
彙
を
用
例
か
ら
除
外
し

て
い
る
。
．
こ
れ
は
本
稿
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
不
十
分
な
点
で
あ
る
が
、
紙
数
の

制
限
も
あ
り
、
や
む
を
得
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
改
め
て
検
討
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
ま
た
作
品
と
し
て
は
「
世
人
」
「
世
の
人
」
の
用
例
は
多
い
（
「
世
人
」

二
十
九
例
、
 
「
世
の
人
」
六
十
例
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
『
栄
花
物
語
」
の
用
例
が
登
場
人
物
を
賛
美
す

る
だ
け
の
比
較
的
単
純
な
用
法
に
の
み
終
始
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
今
回
は
ひ

と
ま
ず
除
外
し
た
。

 
お
お
む
ね
本
文
は
、
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
と
岩
波
日
本
古
典
文
学
大

系
に
も
と
づ
い
た
。
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註
（
一
）
稲
垣
智
花
「
「
大
鏡
の
方
法
」
1
「
世
の
人
」
を
め
ぐ
っ
て
一
」

 
 
 
 
『
中
古
文
学
論
孜
」
第
九
号
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
（
早
稲
田
大

方
法
と
し
て
の
「
世
人
」

・
「
世
の
人
」
を
め
ぐ
っ
て
 
一
初
期
物
語
・
日
記
文
学
・
『
源
氏
物
語
」
の
用
例
に
即
し
て
ー


