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浜
松
中
納
言
物
語
の
会

巻
三
分
会

本
稿
は
、
本
誌
第
七
十
三
巻
第
一
号
掲
載
分
の
続
稿
で
あ
る
。
会
の
来
歴
や
「
凡
例
」
に
つ
い
て
は
第
七
十
一
巻
第
一
号
掲
載
の

（
一
）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

今
回
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
の
う
ち
、「
常
は
、
尽
き
せ
ず
世
を
厭
ひ
思
し
た
る
気
色
の
み
〜
い
と
心
憂
き
こ
と
な
り
や
」
ま

で
の
範
囲
（
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
二
四
五
頁
一
行
目
〜
二
五
四
頁
一
〇
行
目
に
該
当
）
を
こ
の
場
を

借
り
て
公
表
す
る
。
こ
の
間
の
参
加
者
は
、
小
笠
原
愛
子
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）、

フ
ィ
ッ
ト
レ
ル
・
ア
ー
ロ
ン
（
早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
講
師
）、
星
山
健
（
本
学
教
授
）、
松
浦
あ
ゆ
み
（
本
学
非
常
勤
講
師
・
京
都
女

子
大
学
非
常
勤
講
師
）、
八
島
由
香
（
花
園
大
学
非
常
勤
講
師
）、
山
下
太
郎
（
元
大
阪
府
立
高
等
学
校
教
諭
）、
横
山
恵
理
（
大
阪
工
業

大
学
准
教
授
）
の
七
名
で
あ
る
。
な
お
、
各
区
分
の
担
当
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
参
加
者
全
員
に
よ
る
討
議
を
経
た

も
の
で
あ
る
。

【
三
一
】
中
納
言
、
大
将
大
君
に
大
弐
女
の
こ
と
を
語
る
。

（
担
当：

松
浦
あ
ゆ
み
）

│
底
本
三
八
オ
⑨
、
新
註
二
四
六
⑪
、
大
系
二
九
六
④
、
桜
楓
一
二
二
⑦
、
新
全
集
二
四
五
①
、
全
注
釈
六
八
一
│
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い
と

た
は
ぶ

常
は
、
尽
き
せ
ず
世
を
厭
ひ
思
し
た
る
気
色
の
み
、
な
げ
の
戯
れ
言
に
も
か
け
給
ふ
を
、
今
朝
は
あ
は
れ
捨

か
る

て
ぬ
さ
ま
に
言
ひ
な
し
給
へ
る
も
、
い
と
心
尽
く
し
な
る
に
、
け
う
ら
な
る
若
き
尼
二
人
、
清
げ
に
て
、
軽
ら

し
よ
う
ぞ

あ

か

中
納
言

か
に
装
束
き
て
、
閼
伽
奉
り
な
ど
す
る
も
、
「
人
に
違
ひ
、
さ
ま
異
な
る
御
い
と
な
み
に
や
」
と
涙
こ
ぼ
れ
て

お
ぼ
ゆ
る
を
、

中
納
言

「
罪
の
深
き
に
や
侍
ら
む
、
常
よ
り
も
の
あ
は
れ
に
侍
り
や
。
今
朝
は
、
乱
れ
心
地
も
悩
ま
し
う
侍
る
を
。

渡
ら
せ
給
ひ
ね
」

と
て
、
例
の
、
御
方
に
入
り
給
へ
れ
ば
、
人
々
驚
き
騒
ぐ
。

中
納
言

「
と
く
渡
ら
せ
給
へ
」

と
、
せ
め
て
度
々
あ
れ
ば
、
せ
め
て
渋
ら
む
も
、
さ
ば
か
り
に
て
は
、
世
の
常
び
う
た
て
け
れ
ば
、
渡
り
給
ひ

て
、
三
尺
の
御
几
帳
な
ほ
絶
え
ず
引
き
隔
て
給
へ
る
、
押
し
や
り
て
、
近
や
か
に
う
ち
添
ひ
臥
し
給
ひ
て
、
大

弐
の
娘
の
こ
と
は
、
語
り
聞
こ
え
奉
り
に
し
か
ば
、
今
宵
の
う
た
た
ね
に
、
飽
か
ざ
り
つ
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
声

の
こ
と
な
ど
、
残
る
こ
と
な
く
語
り
聞
こ
え
給
ひ
て
、

中
納
言

「
世
の
常
の
あ
り
さ
ま
に
て
待
ち
受
け
給
は
ま
し
か
ば
、
あ
り
つ
か
ぬ
か
や
う
の
振
る
舞
ひ
な
ど
は
、
思
ひ

寄
り
侍
ら
ざ
ら
ま
し
と
思
ひ
侍
り
つ
る
に
、
か
き
乱
り
悩
ま
し
く
さ
へ
な
り
ぬ
」

か
た
は

と
か
こ
ち
て
、
御
足
な
ど
う
ち
す
さ
ま
せ
て
、
御
傍
ら
に
御
殿
籠
り
た
る
。

注
釈

い
と

○
常
は
、
尽
き
せ
ず
世
を
厭
ひ
思
し
た
る
気
色
の
み
、
な
げ
の
戯
れ
言
に
も
か
け
給
ふ
を
│
大
将
大
君
は
ひ
た
す
ら
、
通
常
（
の
中
納
言
と
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の
会
話
）
に
お
い
て
は
、
俗
世
を
こ
の
上
な
く
厭
わ
し
く
お
思
い
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
を
ほ
ん
の
冗
談
に
お
い
て
も
漏
ら

し
な
さ
る
の
に
、
の
意
。「
か
く
（
掛
く
）」
は
、
言
葉
を
掛
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、「
気
色
」
を
「
掛
く
」
の
表
現
は
異
例
。

○
今
朝
は
あ
は
れ
捨
て
ぬ
さ
ま
に
言
ひ
な
し
給
へ
る
も
│
前
区
分
【
三
〇
】
で
大
将
大
君
が
中
納
言
に
「
う
き
な
が
ら
」
詠
を
返
歌
し
た
こ

と
。
同
歌
に
お
い
て
、「
と
ま
る
心
も
あ
り
な
ま
し
」
が
、
こ
の
世
で
の
中
納
言
と
の
関
係
に
執
着
す
る
気
持
ち
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
の
意

に
解
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

○
け
う
ら
な
る
若
き
尼
二
人
、
清
げ
に
て
、
軽
ら
か
に
装
束
き
て
│
「
若
き
尼
二
人
」
は
、
大
将
大
君
と
共
に
剃
髪
し
て
出
家
生
活
を
送
っ
て

い
る
お
付
き
の
女
房
た
ち
の
こ
と
。
仏
道
修
行
を
送
る
「
け
う
ら
な
る
（＝

清
浄
な
）
若
き
尼
二
人
」
が
「
清
げ
（＝

清
楚
）」
な
様
子
で

夏
の
法
衣
を
「
軽
ら
か
に
装
束
き
」
て
い
る
美
を
表
す
（〈
全
注
釈
〉
語
注
）。

○
「
人
に
違
ひ
、
さ
ま
異
な
る
御
い
と
な
み
に
や
」
と
涙
こ
ぼ
れ
て
お
ぼ
ゆ
る
を
│
「
人
に
違
ひ
、
さ
ま
異
な
る
」
は
、「
け
う
ら
な
る
若
き

尼
二
人
」
に
体
現
さ
れ
る
、「
人
」＝

俗
世
の
通
常
の
女
性
と
は
か
け
離
れ
た
大
将
大
君
た
ち
の
勤
行
生
活
に
対
す
る
中
納
言
の
違
和
感
を

表
し
た
も
の
か
。
逢
瀬
を
交
わ
し
た
大
弐
女
に
続
き
、
大
将
大
君
に
対
し
て
も
愛
執
を
求
め
る
中
納
言
に
は
、
大
将
大
君
た
ち
の
勤
行
生

活
が
今
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、「
涙
こ
ぼ
れ
て
お
ぼ
ゆ
る
」
の
で
あ
る
。

○
罪
の
深
き
に
や
侍
ら
む
│
こ
の
場
合
の
「
罪
」
は
、
仏
教
上
愛
執
の
深
さ
に
対
す
る
も
の
で
、
前
区
分
の
和
歌
の
贈
答
で
か
き
立
て
ら
れ

た
大
将
大
君
へ
の
愛
執
を
省
み
た
言
葉
。

○
例
の
、
御
方
に
入
り
給
へ
れ
ば
、
人
々
驚
き
騒
ぐ
│
前
区
分
【
三
〇
】
以
来
、
御
堂
で
「
簀
子
の
長
押
に
押
し
か
か
り
て
居
」
た
中
納
言

が
い
つ
も
の
よ
う
に
、「
端
近
う
柱
に
寄
り
居
」
る
、
尼
と
な
っ
た
大
将
大
君
の
「
御
方
」
に
ま
で
不
意
に
入
っ
て
来
な
さ
る
の
で
、
大
将

大
君
付
き
の
女
房
た
ち
が
驚
い
て
騒
い
で
い
る
。
巻
二
で
は
【
二
八
】
の
帰
京
直
後
の
再
会
時
に
も
来
訪
を
取
り
次
い
で
入
る
宰
相
の
君

の
後
に
「
や
が
て
続
き
て
お
は
し
に
け
り
」
と
い
き
な
り
行
動
を
取
っ
て
宰
相
の
君
に
驚
か
れ
、
同
巻
【
三
二
】
の
昼
間
に
も
、「
ゆ
く
り

な
う
入
り
お
は
し
ま
し
た
る
に
、
人
々
も
あ
き
れ
ぬ
」
と
あ
り
、
や
は
り
当
該
箇
所
と
同
様
の
反
応
を
見
せ
て
い
る
。
な
お
、〈
新
註
〉

〈
大
系
〉〈
全
注
釈
〉
は
「
例
の
御
方
」
と
取
り
、
大
将
大
君
の
通
常
の
居
室
と
解
す
。

○
と
く
渡
ら
せ
給
へ
│
中
納
言
は
大
将
大
君
に
、
た
だ
今
勤
行
を
し
て
い
る
御
堂
か
ら
、
自
分
た
ち
の
居
室
へ
早
く
一
緒
に
行
く
よ
う
、
重
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ね
て
促
し
て
い
る
。
本
動
詞
「
渡
る
」
は
作
中
全
八
十
三
例
。
こ
の
う
ち
渡
唐
・
渡
日
を
表
す
行
為
は
五
十
二
例
と
圧
倒
的
に
多
い
。
た

だ
し
、
本
作
品
で
は
、
御
堂
と
の
間
を
大
君
や
中
納
言
が
移
動
す
る
場
合
も
、
当
該
場
面
以
外
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
人
の
勤
行
生
活

が
始
ま
っ
た
当
初
、
巻
二
【
四
〇
】
に
、
こ
の
御
堂
が
「
え
も
言
は
ぬ
堂
の
め
で
た
き
、〈
中
納
言
邸
と
は
〉
別
に
建
て
添
へ
」
て
造
営
さ

れ
、「
も
ろ
と
も
に
仏
の
御
前
に
渡
り
給
ひ
て
、
後
夜
起
き
し
て
行
ひ
給
ふ
折
」
が
描
か
れ
て
い
た
。
他
に
も
巻
三
【
四
〇
】、
巻
四
【
四

二
】
で
御
堂
へ
の
移
動
の
描
写
に
用
い
ら
れ
る
。

○
せ
め
て
度
々
あ
れ
ば
、
せ
め
て
渋
ら
む
も
、
さ
ば
か
り
に
て
は
、
世
の
常
び
う
た
て
け
れ
ば
│
中
納
言
か
ら
は
強
引
に
度
々
居
室
へ
一
緒

に
行
く
よ
う
催
促
が
あ
る
の
で
、
大
将
大
君
も
そ
の
都
度
同
じ
よ
う
に
強
引
に
帰
室
を
渋
る
と
い
う
の
で
は
、（
こ
の
よ
う
な
剃
髪
の
状
態

で
は
）
在
俗
の
女
君
の
振
る
舞
い
じ
み
て
情
け
な
い
の
で
、
の
意
。「
せ
め
て
」
の
反
復
は
、
中
納
言
の
重
ね
て
の
催
促
に
す
ぐ
に
は
応
じ

な
い
大
将
大
君
の
様
子
を
示
す
（〈
全
注
釈
〉）。「
さ
ば
か
り
に
て
は
」
は
、
大
将
大
君
自
身
が
そ
ん
な
に
度
を
過
ぎ
て
行
き
渋
っ
て
い
る

の
で
は
と
す
る
〈
新
全
集
〉・〈
全
注
釈
〉
の
解
に
従
う
が
、
他
に
、
中
納
言
か
ら
そ
れ
ほ
ど
強
い
て
勧
め
ら
れ
た
の
で
は
と
す
る
解
（〈
大

系
〉）
な
ど
も
あ
る
。

「
世
の
常
ぶ
」
は
、
世
間
一
般
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
。「
世
の
常
び
う
た
て
け
れ
ば
」
は
、
こ
の
場
合
は
剃
髪
の
自
分
が
在
俗
の
女

の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
に
対
す
る
否
定
的
な
心
情
で
あ
る
。【
五
八
】
で
吉
野
尼
君
は
娘
吉
野
姫
君
に
は
「
世
の
常
び
た
る
住
ま
ひ
・
あ

り
さ
ま
」
を
望
ん
で
は
い
な
い
と
、
中
納
言
に
語
っ
て
い
る
。
世
俗
の
人
の
行
動
様
式
を
取
ら
な
い
と
考
え
る
点
で
は
共
通
す
る
。
な
お
、

「
う
た
て
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
は
〈
大
系
〉
補
注
で
、『
源
氏
物
語
』
に
形
容
詞
的
用
法
の
例
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
「
う
た
て
あ
れ
ば
」

の
誤
写
を
疑
う
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
上
に
も
「
い
と
う
た
て
く
な
む
」
の
形
容
詞
的
用
法
の
例
は
見
ら
れ
る
。

○
渡
り
給
ひ
て
│
大
将
大
君
は
、「
と
く
渡
ら
せ
給
へ
」
項
前
掲
の
巻
二
【
四
〇
】
と
同
じ
く
中
納
言
と
「
も
ろ
と
も
に
」、
た
だ
し
そ
の
場

合
と
は
逆
に
、
御
堂
か
ら
中
納
言
本
邸
へ
戻
る
こ
と
に
な
る
（
廊
伝
い
か
）。

○
三
尺
の
御
几
帳
な
ほ
絶
え
ず
引
き
隔
て
給
へ
る
、
押
し
や
り
て
│
中
納
言
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
毎
日
寝
起
き
を
共
に
す
る
勤
行
生
活
で
は

当
初
か
ら
、
大
将
大
君
が
几
帳
越
し
に
対
し
よ
う
と
す
る
の
を
、
几
帳
の
隔
て
を
取
り
払
っ
て
直
接
間
近
に
接
し
て
き
て
い
た
。
巻
二

【
三
九
】
で
「
朝
夕
さ
し
並
び
た
る
や
う
に
て
、
絶
え
ず
引
き
隔
て
給
ふ
御
几
帳
な
ど
も
押
し
や
り
て
、
向
か
ひ
聞
こ
え
給
ふ
に
」
と
振
る
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舞
っ
て
い
る
（〈
全
注
釈
〉
掲
出
例
）。
な
お
、「
引
き
隔
て
給
へ
る
」
を
諸
注
で
は
「
引
き
隔
て
給
へ
る
を
」
に
校
訂
す
る
が
、〈
大
系
〉

補
注
の
別
解
通
り
底
本
本
文
の
ま
ま
で
も
意
は
通
る
で
あ
ろ
う
。
当
該
箇
所
の
よ
う
に
連
体
形
に
助
詞
を
付
さ
な
い
で
目
的
格
と
す
る
作

中
例
は
、【
五
六
】〜【
五
七
】
の
「
言
ひ
続
け
て
う
ち
泣
い
給
へ
る
、
聞
く
に
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
か
な
し
う
」
が
あ
る
。

○
近
や
か
に
う
ち
添
ひ
臥
し
給
ひ
て
│
剃
髪
の
大
将
大
君
に
対
し
て
も
、
で
き
る
限
り
通
常
の
男
女
関
係
の
よ
う
に
近
く
寄
り
添
お
う
と
す

る
中
納
言
の
様
子
。〈
全
注
釈
〉
は
、『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻
で
光
源
氏
が
玉
鬘
に
「
近
や
か
に
臥
」
す
状
態
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
。

○
大
弐
の
娘
の
こ
と
は
、
語
り
聞
こ
え
奉
り
に
し
か
ば
│
中
納
言
は
大
将
大
君
に
対
し
て
は
、
帰
国
後
の
再
会
以
来
「
心
の
と
ま
り
」
と
し

て
尊
重
し
勤
行
生
活
を
共
に
す
る
中
で
、
自
分
の
体
験
の
全
て
を
隔
て
な
く
語
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
一
環
で
、
帰
国
直
後
の
筑
紫
滞
在
時

に
添
い
臥
し
し
た
大
弐
女
の
こ
と
も
話
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
巻
二
末
近
く
の
【
四
三
】
の
時
点
に
お
い
て
、
帰
国
後
も
思
慕
を
覚
え

る
唐
后
の
こ
と
だ
け
は
語
れ
な
い
と
い
う
文
脈
で
は
あ
る
が
、「
尼
姫
君
に
は
、
こ
の
世
の
こ
と
も
か
の
世
の
こ
と
も
残
り
な
く
、
長
き
寝

覚
に
聞
こ
え
尽
く
い
給
ふ
中
に
」
と
対
し
て
い
た
。
次
項
参
照
。

○
今
宵
の
う
た
た
ね
に
、
飽
か
ざ
り
つ
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
の
こ
と
な
ど
、
残
る
こ
と
な
く
語
り
聞
こ
え
給
ひ
て
│
【
二
九
】
で
中
納
言
自
身

つ
ま

が
大
弐
女
と
の
後
朝
の
別
れ
の
時
「
折
あ
は
れ
に
を
か
し
」
と
感
じ
た
和
歌
的
情
趣
溢
れ
る
景
物
と
し
て
、
月
光
に
「
端
近
き
橘
の
匂
ひ
」

が
漂
う
中
で
「
ほ
と
と
ぎ
す
う
ち
鳴
き
た
る
」
声
の
こ
と
ま
で
を
全
て
、
大
将
大
君
に
語
っ
て
い
る
。

男
主
人
公
が
正
妻
格
の
女
君
に
対
し
、
下
位
の
女
君
と
の
様
々
な
出
来
事
を
情
趣
深
く
語
っ
て
誠
意
を
示
す
と
共
に
、
嫉
妬
も
煽
ろ
う

と
す
る
〈
隔
て
な
き
語
ら
い
〉
の
あ
り
方
と
し
て
見
た
場
合
、『
源
氏
物
語
』
澪
標
巻
で
帰
京
後
の
光
源
氏
が
紫
上
に
対
し
て
明
石
の
君
と

の
こ
と
を
語
る
趣
向
を
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
（【
二
八
】
の
「
思
ひ
か
け
ず
…
…
煙
の
口
惜
し
さ
を
」
項
も
参
照
）。
た
だ
し
、

本
作
品
の
中
納
言
の
場
合
は
、
和
歌
的
な
情
趣
を
大
将
大
君
と
共
に
享
受
し
、
情
趣
深
く
語
る
情
動
の
中
で
、
剃
髪
の
身
で
あ
る
大
将
大

君
へ
の
果
た
せ
な
い
愛
執
を
発
散
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
独
特
で
あ
る
。
松
浦
あ
ゆ
み
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の

言
い
つ
く
ろ
い
考
」（「
論
究
日
本
文
学
」
五
四

一
九
九
一
年
五
月
）
参
照
。

○
「
世
の
常
の
…
…
か
き
乱
り
悩
ま
し
く
さ
へ
な
り
ぬ
」
と
か
こ
ち
て
│
「
か
こ
つ
」
は
、〈
新
全
集
〉
の
指
摘
す
る
通
り
「
ほ
か
の
せ
い
に

し
て
愚
痴
な
ど
こ
ぼ
す
」
の
意
。
こ
こ
で
は
、
大
弐
女
と
の
逢
瀬
に
及
ん
で
し
ま
う
の
は
、
あ
な
た
（
大
将
大
君
）
が
私
（
中
納
言
）
の

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
六
）
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帰
国
を
待
た
ず
に
出
家
し
て
し
ま
い
俗
世
の
女
性
の
ま
ま
夫
婦
関
係
を
持
っ
て
く
れ
な
い
せ
い
だ
と
思
う
と
、
心
の
乱
れ
・
悩
ま
し
さ
ま

で
も
起
こ
る
の
だ
と
、
大
将
大
君
に
責
任
を
転
嫁
し
て
口
説
い
て
い
る
。
当
初
の
「
罪
の
深
き
に
や
侍
ら
む
、
…
…
乱
れ
心
地
も
悩
ま
し

う
侍
る
を
」
と
訴
え
る
言
葉
に
お
い
て
は
、
彼
女
へ
の
愛
執
の
「
罪
の
深
さ
」
を
省
み
る
か
の
よ
う
な
語
調
だ
っ
た
の
を
考
え
る
と
、
対

照
的
な
態
度
で
あ
る
。

○
世
の
常
の
あ
り
さ
ま
に
て
待
ち
受
け
給
は
ま
し
か
ば
│
本
意
で
は
な
い
大
弐
女
と
の
逢
瀬
に
走
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
言
い
訳
。
中
納
言

は
巻
二
【
四
一
】
の
勤
行
生
活
に
お
い
て
も
、
大
将
大
君
の
剃
髪
し
て
も
な
お
理
想
的
な
女
性
と
し
て
の
様
子
に
、「
例
ざ
ま
の
世
の
常
に

て
あ
ら
ま
し
も
の
を
」
と
、「
口
惜
し
う
悲
し
」
く
思
っ
て
い
た
。

○
あ
り
つ
か
ぬ
か
や
う
の
振
る
舞
ひ
な
ど
は
、
思
ひ
寄
り
侍
ら
ざ
ら
ま
し
│
「
あ
り
つ
か
ず
（
あ
り
つ
か
ぬ
）」
は
、
性
に
合
わ
な
い
、
の
意
。

「
あ
り
つ
か
ぬ
か
や
う
の
振
る
舞
ひ
」
は
、
中
納
言
自
身
が
自
負
し
て
い
る
元
来
の
禁
欲
的
な
性
質
に
は
合
わ
な
い
、
意
中
の
大
将
大
君
以

外
の
女
性
（
大
弐
女
）
と
の
逢
瀬
の
こ
と
。
他
の
女
性
と
の
逢
瀬
な
ど
思
い
寄
ら
な
か
っ
た
も
の
を
、
と
言
い
訳
す
る
の
で
あ
る
。

○
御
足
な
ど
う
ち
す
さ
ま
せ
て
│
中
納
言
が
、
お
付
き
の
女
房
に
、
な
ぐ
さ
み
に
足
を
揉
み
さ
す
ら
せ
な
が
ら
、
く
つ
ろ
い
だ
体
勢
で
休
息

し
て
い
る
様
子
。「
う
ち
す
さ
む
」
が
、
な
ぐ
さ
み
に
…
…
す
る
行
為
を
漠
然
と
表
し
（「
も
の
す
」
と
同
様
の
用
法
で
、「
う
ち
」
は
接
頭

辞
）、「
す
さ
ぶ
」「
す
さ
む
」
と
同
義
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
で
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
当
該
例
や
『
夜
の
寝
覚
』
の
後
掲
例

を
掲
出
）。
こ
の
場
合
は
「
足
」
を
「
う
ち
す
さ
ま
す
」
文
脈
に
よ
り
、
な
ぐ
さ
み
に
足
を
揉
み
さ
す
ら
せ
る
意
に
な
る
。
こ
の
場
面
で
は

言
及
が
な
い
が
、
女
房
が
居
合
わ
せ
て
い
る
設
定
か
。〈
大
系
〉
で
は
「
ひ
た
す
ら
〜
し
通
す
」
と
「
な
ぐ
さ
み
に
〜
す
る
」
の
意
味
合
い

両
方
の
可
能
性
を
併
せ
て
示
す
が
、
後
者
と
解
し
た
。「
う
ち
す
さ
む
」
に
、「
打
ち
す
さ
む
」＝

ひ
た
す
ら
打
つ
の
意
が
見
出
さ
れ
る
用
例

と
う
い

は
、
中
世
期
以
降
の
擣
衣
な
ど
の
和
歌
か
ら
で
あ
る
。

「
う
ち
す
さ
む
」「
う
ち
す
さ
ぶ
」
の
本
作
品
成
立
期
の
用
例
は
、『
狭
衣
物
語
』
二
例
（
第
一
系
統
深
川
本
本
文
、
和
歌
や
引
用
歌
句
を

「
う
ち
す
さ
む
」）、『
夜
の
寝
覚
』
一
例
（
男
が
女
に
一
度
迫
っ
た
だ
け
に
留
め
「
う
ち
す
さ
ぶ
」）
が
管
見
に
入
る
の
み
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
前
後
の
文
脈
に
応
じ
て
具
体
的
な
言
動
に
解
せ
る
。

な
お
、
類
似
語
「
足
参
る
」
の
用
例
に
お
い
て
、
召
人
的
な
女
房
に
よ
る
性
的
な
奉
仕
の
意
味
合
い
も
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
六
）
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巻
二
【
一
二
】
の
大
宰
大
弐
が
娘
を
中
納
言
に
添
い
臥
し
さ
せ
る
際
に
、「
御
足
参
ら
せ
さ
せ
給
は
な
む
」
と
告
げ
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。

当
該
箇
所
に
お
い
て
も
、「
別
の
意
味
を
含
ん
で
い
そ
う
に
も
思
え
る
」
と
い
う
〈
全
注
釈
〉
の
指
摘
が
あ
る
が
、
大
将
大
君
も
同
席
の
た

め
単
な
る
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、〈
新
註
〉
は
、
尼
姫
君
に
も
て
あ
そ
ば
せ
て
、
の
意
と
す
る
が
、
上
流
貴
族
の
女
性
で
し
か
も

剃
髪
の
身
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

○
御
傍
ら
に
御
殿
籠
り
た
る
│
先
程
、
大
将
大
君
に
対
し
て
「
近
や
か
に
う
ち
添
ひ
臥
し
給
ひ
て
」
語
っ
て
い
た
状
態
の
ま
ま
、
就
寝
を
し

た
の
で
あ
る
。

【
三
二
】
大
弐
女
、
中
納
言
の
後
朝
の
文
に
墨
を
塗
る
。

（
担
当：

横
山
恵
理
）

│
底
本
三
九
ウ
①
、
新
註
二
四
七
⑩
、
大
系
二
九
七
⑤
、
桜
楓
一
二
三
③
、
新
全
集
二
四
六
⑧
、
全
注
釈
六
九
〇
│

大
弐
邸
の
人
々

か
し
こ
に
は
、「
衛
門
の
督
の
、
さ
ば
か
り
飽
か
ぬ
気
色
に
て
、
出
で
わ
づ
ら
ひ
給
へ
れ
ば
、
立
ち
帰
り
お

は
し
に
け
り
」
と
心
得
て
、
北
の
方
に
も
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
う
れ
し
げ
に
う
ち
笑
み
て
、

大
弐
北
方

「
め
で
た
か
ら
む
人
の
心
も
、
と
ど
め
ざ
ら
む
は
、
何
か
は
せ
む
。
大
弐
の
い
み
じ
き
こ
と
に
思
ひ
聞
こ
え

給
へ
る
人
に
、
い
づ
く
か
は
、
こ
れ
は
劣
り
給
へ
ら
む
」

大
弐
女

な
ど
の
た
ま
ふ
を
、
娘
は
胸
い
と
ど
つ
ぶ
れ
て
、「
聞
き
や
合
は
せ
ら
れ
む
」
と
わ
び
し
け
れ
ば
、
例
な
ら
ず

大
弐
女

起
き
出
で
、
い
ざ
り
出
で
た
る
に
、
衛
門
の
督
の
御
文
取
り
入
れ
た
る
も
、
ま
づ
、「
人
や
見
む
」
と
心
の
騒

げ
ば
、
ふ
と
取
り
給
ふ
を
、
人
々
は
例
な
ら
ず
と
見
る
。

衛
門
督

「
夢
に
さ
へ
見
え
給
へ
る
に
、
お
そ
は
れ
つ
つ
」

と
書
き
て
、

衛
門
督

も
も
よ

一
声
に
あ
か
ず
と
聞
き
し
短
か
夜
も
秋
の
百
夜
の
心
地
こ
そ
す
れ

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
六
）
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ま
ぎ

①

と
あ
る
を
見
も
果
て
ず
、
硯
引
き
寄
せ
て
、
上
を
い
と
黒
う
書
き
乱
り
、
紛
ら
は
か
い
給
ふ
ほ
ど
に
、
母
北
の

方
渡
り
来
て
、

大
弐
北
方

「
い
つ
の
ほ
ど
に
あ
り
け
る
御
文
ぞ
と
よ
。
も
の
ぐ
る
は
し
。
あ
ま
り
い
と
か
か
る
も
い
か
が
」

お
も
て

と
、
後
ろ
め
た
う
あ
る
わ
ざ
な
れ
ど
、
心
地
よ
げ
に
う
ち
笑
ひ
給
ふ
に
、
面
さ
と
赤
み
て
う
つ
臥
し
た
る
に
、

か
み

こ
ぼ
れ
か
か
る
髪
の
か
か
り
、
髪
ざ
し
な
ど
の
い
と
を
か
し
げ
な
る
を
、
少
し
も
の
思
し
知
ら
む
人
の
、
い
か

で
か
を
ろ
か
に
は
思
さ
れ
む
。
中
納
言
の
、
さ
ば
か
り
心
ざ
し
見
せ
し
を
、
心
強
う
見
と
ど
め
給
は
ず
な
り
に

し
か
ば
、
な
ほ
今
に
胸
苦
し
う
ね
た
く
思
ひ
け
り
。
御
返
り
な
ど
責
む
れ
ば
、
書
か
む
と
も
な
き
に
、
取
り
て

見
給
へ
ば
、
せ
む
方
な
く
て
、

大
弐
女

「
心
地
悪
し
」

と
て
臥
し
ぬ
る
を
、

大
弐
北
方

「
い
で
、
あ
や
し
。
な
ど
聞
こ
え
給
は
で
あ
る
べ
き
ぞ
。
大
弐
の
御
心
に
も
、
い
と
よ
う
似
給
へ
る
も
の
か

な
。
す
ず
ろ
な
る
人
に
心
を
つ
け
て
、
ゆ
ゑ
も
な
う
よ
し
な
き
こ
と
を
し
出
で
ら
れ
た
り
し
よ
」

と
、
う
ち
む
つ
か
り
給
ふ
を
聞
く
、
心
地
悪
し
き
ま
で
む
つ
か
し
う
て
、
聞
き
入
れ
ぬ
や
う
な
れ
ば
、
言
ひ
わ

づ
ら
ひ
て
帰
り
給
ひ
ぬ
。

〔
校
異
〕
①
母
北
の
方
渡
り
来
て
、「
い
つ
の
ほ
ど
に
│
底
本
ナ
シ

注
釈

○
か
し
こ
に
は
│
大
弐
女
の
と
こ
ろ
で
は
、
の
意
。
こ
れ
ま
で
は
中
納
言
と
大
将
大
君
と
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
、
場
面
転
換
が
明

示
さ
れ
る
。

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
六
）
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○
衛
門
の
督
の
、
さ
ば
か
り
飽
か
ぬ
気
色
に
て
、
出
で
わ
づ
ら
ひ
給
へ
れ
ば
│
衛
門
督
が
、
心
残
り
な
様
子
で
自
邸
（
大
弐
女
の
も
と
）
か

ら
出
か
け
な
さ
っ
た
の
で
、
の
意
。
具
体
的
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、【
二
七
】
に
相
当
す
る
時
点
の
様
子
。
な
お
、〈
桜
楓
〉
で
は
、

こ
の
「
衛
門
の
督
」
と
は
中
納
言
の
姿
で
あ
り
、
中
納
言
を
衛
門
督
だ
と
勘
違
い
し
た
人
の
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
説
も
示
し
て

い
る
。

○
立
ち
帰
り
お
は
し
に
け
り
」
と
心
得
て
│
大
弐
女
の
女
房
た
ち
は
、
真
夜
中
の
〈
男
〉
の
大
弐
邸
来
訪
を
衛
門
督
が
立
ち
戻
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
の
だ
と
考
え
、
大
弐
北
方
に
報
告
す
る
。
た
だ
し
、【
二
七
】
同
様
、
女
房
の
勘
違
い
で
あ
り
、
実
際
に
通
っ
て
き
た
の
は
中
納

言
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
で
匂
宮
が
薫
を
装
っ
て
浮
舟
の
寝
所
に
忍
び
込
ん
だ
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。

○
め
で
た
か
ら
む
人
の
心
も
…
…
劣
り
給
へ
ら
む
│
申
し
分
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、
通
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
何
に
な
ろ
う
か
、
大
弐
が
素
晴

ら
し
い
と
お
思
い
申
し
上
げ
て
い
る
中
納
言
に
比
べ
て
、
衛
門
督
は
ど
こ
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
、
の
意
。
大
弐
北
方
に
と
っ
て
真

に
「
め
で
た
か
ら
む
人
」
と
は
、
心
に
と
め
て
通
っ
て
く
れ
る
人
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
こ
れ
」
と
は
衛
門
督
の
こ
と
で
あ
り
、
自

分
の
娘
に
熱
心
に
心
を
と
め
る
衛
門
督
は
、
中
納
言
と
比
べ
て
ど
こ
が
劣
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
、
ど
こ
も
劣
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
大
弐
北
方
が
、
娘
と
夫
と
の
共
通
点
を
見
出
し
、
大
弐
へ
の
不
満
を
語
る
様
子
は
、
本
区
分
末
尾
に
も
出
て

く
る
。

○
聞
き
や
合
は
せ
ら
れ
む
│
「
聞
き
合
は
す
」
は
、
あ
れ
こ
れ
聞
い
て
、
考
え
合
わ
す
、
の
意
。
こ
こ
で
は
、
大
弐
女
が
、
何
か
を
き
っ
か
け

に
し
て
、
中
納
言
と
密
会
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
つ
ら
く
思
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
に

「
離
れ
ぬ
御
仲
な
れ
ば
、
つ
ひ
に
聞
き
あ
は
せ
た
ま
は
ん
こ
と
い
と
う
か
る
べ
し
、
す
べ
て
、
い
か
に
な
り
け
む
」
と
あ
り
、
薫
と
匂
宮
双

方
に
浮
舟
が
通
じ
て
い
た
こ
と
が
、
知
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
本
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

○
衛
門
の
督
の
御
文
│
本
注
釈
で
は
、
文
字
通
り
衛
門
督
が
記
し
た
文
と
解
す
。
三
角
洋
一
「『
御
津
の
浜
松
』
私
注
」（「
平
安
文
学
研
究
」

六
〇

一
九
七
八
年
十
一
月
）
の
解
釈
（
以
下
、
三
角
説
と
示
す
）
に
従
う
。〈
新
註
〉〈
大
系
〉〈
新
全
集
〉〈
全
注
釈
〉
は
こ
の
文
を
、

衛
門
督
か
ら
の
文
の
よ
う
に
見
せ
か
け
た
、
中
納
言
か
ら
の
後
朝
の
文
と
す
る
。
以
下
の
項
目
で
、
衛
門
督
の
文
と
解
す
る
理
由
を
必
要

に
応
じ
て
記
す
。
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○
「
人
や
見
む
」
と
心
の
騒
げ
ば
、
ふ
と
取
り
給
ふ
を
、
人
々
は
例
な
ら
ず
と
見
る
│
大
弐
女
へ
の
文
は
衛
門
督
の
従
者
か
ら
届
け
ら
れ
た

は
ず
で
、
周
囲
も
そ
の
文
を
衛
門
督
か
ら
の
も
の
と
認
識
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
文
の
内
容
を
他
人
に
知
ら
れ
る
と
、
昨
夜
の
訪
問

が
衛
門
督
で
は
な
く
中
納
言
だ
っ
た
こ
と
が
露
顕
し
て
し
ま
う
た
め
、
大
弐
女
は
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
慌
て
て
受
け
取
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
衛
門
督
に
他
の
男
と
の
密
会
を
悟
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
た
か
。
大
弐
女
が
衛
門
督
か
ら
の
文
を
慌
て
て
受
け
取

っ
た
様
子
を
見
て
、
周
囲
の
人
々
は
「
例
な
ら
ず
」、
つ
ま
り
、
い
つ
も
の
よ
う
な
（
文
を
見
向
き
も
し
な
い
）
態
度
と
は
異
な
る
と
捉
え

た
の
で
あ
る
。

○
「
夢
に
さ
へ
見
え
給
へ
る
に
、
お
そ
は
れ
つ
つ
」
│
衛
門
督
は
大
弐
女
を
夢
に
見
て
漠
然
と
し
た
不
安
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
三
角

説
は
、
他
の
男
性
と
密
通
す
る
と
夫
の
夢
に
出
て
し
ま
う
と
い
う
俗
信
を
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
用
例
を
挙
げ
て
紹
介
す
る
。
そ
れ
を
前

提
に
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
夢
は
中
納
言
と
の
密
通
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
を
読
ん
だ
大
弐
女
は
、
密
通
の
露
顕
に
怯
え
る
。

○
「
一
声
に
…
…
」
の
歌
│
衛
門
督
の
和
歌
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
一
声
で
明
け
て
し
ま
っ
て
、
名
残
惜
し
く
思
う
夏
の
短
夜
も
、
逢
わ
な
け
れ

ば
、
秋
の
百
夜
を
重
ね
た
よ
う
な
思
い
が
す
る
、
の
意
。
本
区
分
冒
頭
で
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
衛
門
督
が
名
残
惜
し
そ
う
に
大
弐
女
の
も

と
を
離
れ
た
こ
と
で
、
た
っ
た
一
夜
逢
わ
な
い
の
を
大
変
つ
ら
く
感
じ
る
心
情
が
示
さ
れ
る
。
な
お
、
恋
人
に
逢
わ
な
い
と
き
の
夜
を
千

夜
と
感
じ
る
例
と
し
て
は
「
君
み
ね
ば
ほ
ど
な
く
あ
く
る
夏
の
よ
も
一
夜
も
ち
よ
に
お
と
ら
ざ
り
け
り
」（
尊
経
閣
文
庫
本
『
定
頼
集
』
一

六
九
・
詞
書
「
あ
る
人
に
も
の
い
ひ
た
る
つ
と
め
て
」）
が
あ
る
。

衛
門
督
の
和
歌
の
「
一
声
に
あ
か
ず
と
聞
き
し
」
に
は
、「
夏
の
夜
の
ふ
す
か
と
す
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
な
く
ひ
と
こ
ゑ
に
明
く
る
し
の
の

め
」（『
古
今
集
』
巻
三
・
夏
・
一
五
六
・
紀
貫
之
）、「
暮
る
る
か
と
見
れ
ば
あ
け
ぬ
る
夏
の
夜
を
あ
か
ず
と
や
鳴
く
山
ほ
と
と
ぎ
す
」

（『
古
今
集
』
巻
三
・
夏
・
一
五
七
・
忠
岑
）
な
ど
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
一
声
で
明
け
て
し
ま
う
夏
夜

の
短
さ
を
、
秋
の
百
夜
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
大
弐
女
と
逢
え
な
い
嘆
き
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

〈
新
註
〉〈
大
系
〉〈
新
全
集
〉〈
全
注
釈
〉
は
こ
の
和
歌
を
、
中
納
言
か
ら
の
も
の
と
す
る
が
、
一
夜
を
と
も
に
し
た
男
女
な
ら
、
そ
の

夜
を
短
く
感
じ
た
と
詠
む
の
が
常
道
で
あ
り
、
例
歌
と
し
て
、「
秋
の
夜
も
名
の
み
な
り
け
り
逢
ふ
と
い
へ
ば
事
ぞ
と
も
な
く
明
け
ぬ
る
も

の
を
」（『
古
今
集
』
巻
一
三
・
恋
三
・
六
三
五
・
小
野
小
町
）、「
長
し
と
も
思
ぞ
は
て
ぬ
昔
よ
り
逢
ふ
人
か
ら
の
秋
の
夜
な
れ
ば
」（『
古
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今
集
』
巻
一
三
・
恋
三
・
六
三
六
・
凡
河
内
躬
恒
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
弐
女
と
逢
っ
た
中
納
言
が
、
当
該
歌
の
よ
う
に
「
百
夜
」
と
い

う
表
現
を
使
う
の
は
、
不
自
然
。
こ
こ
で
は
夜
を
長
く
感
じ
た
と
詠
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
詠
者
は
昨
夜
を
彼
女
と
ほ
と
ん
ど
と
も
に
し

て
い
な
い
男
（＝

衛
門
督
）
で
あ
ろ
う
。

な
お
、〈
全
注
釈
〉〈
新
全
集
〉
に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
が
、「
秋
の
百
夜
の
心
地
」
の
表
現
は
『
更
級
日
記
』
の
「
明
く
る
待
つ
鐘
の
声

に
も
夢
さ
め
て
秋
の
百
夜
の
心
地
せ
し
か
な
」
と
共
通
す
る
。
た
だ
し
、『
更
級
日
記
』
の
和
歌
は
、
父
孝
標
が
任
官
の
除
目
を
待
ち
わ
び

た
夜
の
長
さ
を
表
し
、
本
作
品
で
、
男
女
が
過
ご
し
た
夜
の
長
さ
を
表
し
た
用
法
と
は
異
な
る
。

○
見
も
果
て
ず
、
硯
引
き
寄
せ
て
、
上
を
い
と
黒
う
書
き
乱
り
、
紛
ら
は
か
い
給
ふ
ほ
ど
に
│
文
を
見
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
大
弐
女
が
硯

を
引
き
寄
せ
て
、
文
字
の
上
か
ら
た
い
へ
ん
黒
く
乱
れ
書
き
の
よ
う
に
重
ね
て
、
誰
か
ら
の
文
か
分
か
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
衛
門
督
の

文
を
見
ら
れ
る
と
、
そ
の
文
面
か
ら
、
中
納
言
と
の
関
係
が
明
る
み
に
出
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
、
大
弐
女
が
慌
て
て
消
し
た
の
で

あ
る
。

○
母
北
の
方
渡
り
来
て
、「
い
つ
の
ほ
ど
に
…
…
あ
ま
り
い
と
か
か
る
も
い
か
が
」
│
「
母
北
の
方
渡
り
来
て
…
…
い
つ
の
ほ
ど
に
」
ま
で
底

本
に
は
な
い
。「
母
」
の
前
部
分
の
「
ほ
ど
に
」
と
、「
い
つ
の
ほ
ど
に
」
の
「
ほ
ど
に
」
の
目
移
り
に
よ
る
誤
写
か
。「
い
つ
の
ほ
ど
に
」

以
下
、
大
弐
北
方
の
言
葉
。「
か
か
る
」
と
は
、
大
弐
女
が
文
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
す
る
説
（〈
新
註
〉〈
大
系
〉

〈
新
全
集
〉〈
全
注
釈
〉）
と
、
衛
門
督
は
頻
繁
に
文
を
寄
こ
す
ほ
ど
愛
情
が
深
い
が
、
か
え
っ
て
す
ぐ
に
飽
き
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

大
弐
北
方
が
呆
れ
て
い
る
と
す
る
説
（〈
桜
楓
〉）
が
あ
る
。
墨
塗
り
に
気
が
付
い
た
の
は
、
後
文
の
「
取
り
て
見
給
へ
ば
」
の
段
階
と
解

し
、
こ
こ
で
は
後
者
の
説
を
と
る
。

○
後
ろ
め
た
う
あ
る
わ
ざ
な
れ
ど
│
将
来
の
愛
情
が
不
安
視
さ
れ
る
も
の
の
、
の
意
。

○
心
地
よ
げ
に
う
ち
笑
ひ
給
ふ
に
│
大
弐
北
方
の
様
子
。
大
弐
北
方
は
、
衛
門
督
が
頻
繁
に
文
を
よ
こ
す
様
子
を
見
て
、
当
面
の
深
い
愛
情

に
満
足
し
て
い
る
。

○
面
さ
と
赤
み
て
う
つ
臥
し
た
る
に
│
大
弐
女
が
、
顔
を
急
に
赤
ら
め
、
う
つ
臥
す
様
子
。
中
納
言
と
の
関
係
を
、
衛
門
督
や
母
に
知
ら
れ

て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
う
つ
臥
す
こ
と
に
よ
っ
て
手
紙
を
隠
し
た
か
。「
面
さ
と
赤
む
」
の
語
句
は
、『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
で
、
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浮
舟
が
匂
宮
と
も
契
り
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
を
薫
が
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
右
近
に
指
摘
さ
れ
た
時
に
、
浮
舟
が
「
お
も
て

さ
と
赤
み
て
、
も
の
も
の
た
ま
は
ず
」
と
な
っ
た
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

○
さ
ば
か
り
心
ざ
し
見
せ
し
を
…
…
胸
苦
し
う
ね
た
く
思
ひ
け
り
│
か
つ
て
筑
紫
で
、
大
弐
女
を
中
納
言
に
差
し
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

中
納
言
は
つ
れ
な
い
態
度
を
と
っ
た
こ
と
を
指
す
。
大
弐
北
方
は
、
自
分
た
ち
の
厚
意
を
中
納
言
が
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
前
文
に
書
か

れ
て
い
る
よ
う
に
魅
力
的
な
大
弐
女
と
の
婚
姻
関
係
を
最
後
ま
で
結
ぼ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
を
い
ま
い
ま
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
御
返
り
な
ど
責
む
れ
ば
…
…
「
心
地
悪
し
」
と
て
臥
し
ぬ
る
を
│
大
弐
北
方
か
ら
、
衛
門
督
に
お
返
事
を
書
く
よ
う
に
責
め
た
て
ら
れ
る

も
の
の
、
衛
門
督
か
ら
の
文
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
状
態
で
は
、
墨
塗
り
を
咎
め
ら
れ
た
う
え
に
、
あ
れ
こ
れ
詮
索
さ
れ
る
と
い
う
恐
れ
か

ら
か
、
大
弐
女
は
「
心
地
悪
し
」
と
う
つ
伏
す
の
で
あ
る
。
中
納
言
と
の
密
通
に
や
ま
し
さ
を
感
じ
る
大
弐
女
は
、
衛
門
督
か
ら
の
文
に

返
事
の
し
よ
う
が
な
い
。
な
お
、「
取
り
て
見
給
へ
ば
」
の
時
点
か
ら
、
大
弐
北
方
が
衛
門
督
の
文
を
初
め
て
見
て
、
墨
塗
り
の
状
態
を
確

認
し
た
と
解
し
た
。

類
似
す
る
場
面
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
「
人
や
見
む
と
思
へ
ば
、
こ
の
御
返
り
事
を
だ
に
、
思
ふ
ま
ま
に
も
書
か
ず
」
が
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
誰
か
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
匂
宮
か
ら
の
文
に
返
事
を
し
な
い
浮
舟
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
本

区
分
と
似
通
う
表
現
が
、
入
水
前
の
浮
舟
に
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
本
作
品
が
大
弐
女
を
描
く
際
、
同
じ
く
二
人
の
男
性
と
関
係
を
持
っ

た
浮
舟
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

○
大
弐
の
御
心
に
も
、
い
と
よ
う
似
給
へ
る
も
の
か
な
│
大
弐
北
方
の
心
情
。
夫
と
娘
の
性
格
が
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
と
、
娘
の
衛
門
督

に
対
す
る
態
度
を
見
て
文
句
を
言
っ
て
い
る
。
二
人
が
中
納
言
に
気
持
ち
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
、
衛
門
督
の
方
を
好
ま
し
く
思
っ
て
い

る
大
弐
北
方
に
と
っ
て
は
面
白
く
な
い
の
で
あ
る
。

○
す
ず
ろ
な
る
人
│
い
い
加
減
な
人
、
の
意
。
こ
こ
で
は
中
納
言
の
こ
と
を
指
す
。
大
弐
北
方
が
中
納
言
を
快
く
思
っ
て
い
な
い
こ
と
が
一

貫
し
て
表
さ
れ
る
。

○
ゆ
ゑ
も
な
う
よ
し
な
き
こ
と
│
墨
を
塗
る
と
い
う
理
不
尽
な
行
為
。

○
う
ち
む
つ
か
り
給
ふ
を
聞
く
…
…
言
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
帰
り
給
ひ
ぬ
│
大
弐
北
方
が
中
納
言
の
悪
口
を
お
っ
し
ゃ
る
の
を
、
大
弐
女
は
煩
わ
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し
く
思
い
、
ま
た
、
中
納
言
と
の
関
係
が
露
呈
す
る
の
を
心
配
し
、
話
を
聞
き
入
れ
な
い
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
大
弐
北
方
が
根
負
け
し

て
自
分
の
部
屋
に
お
帰
り
に
な
っ
た
。「
心
地
悪
し
き
ま
で
む
つ
か
し
う
て
、
聞
き
入
れ
ぬ
や
う
」
は
、
大
弐
北
方
か
ら
見
た
娘
大
弐
女
の

拒
否
的
な
態
度
を
指
す
。

【
三
三
】
中
納
言
、
大
弐
女
か
ら
の
返
歌
を
大
将
大
君
に
見
せ
る
。

（
担
当：

小
笠
原
愛
子
）

│
底
本
四
一
オ
①
、
新
註
二
四
九
④
、
大
系
二
九
九
①
、
桜
楓
一
二
四
⑤
、
新
全
集
二
四
八
⑪
、
全
注
釈
六
九
七
│

夕
方
に
な
り
て
ぞ
、
こ
の
人
の
御
文
は
、
い
と
忍
び
て
あ
る
。

中
納
言

思
ひ
や
る
方
こ
そ
な
け
れ
暮
る
る
間
を
嘆
き
や
す
べ
き
な
ほ
や
待
つ
べ
き

何
と
な
く
心
あ
く
が
れ
乱
れ
暮
ら
す
に
、
う
ち
泣
か
れ
て
、

大
弐
女

そ
ま
か
は

い
か
だ

杣
河
に
お
ろ
す
筏
の
い
か
に
と
も
言
ふ
べ
き
方
も
な
く
ぞ
な
か
る
る

と
あ
る
を
、
心
ざ
し
の
あ
れ
ば
に
や
、
ま
こ
と
に
浮
か
ぶ
心
地
し
て
、
忍
び
て
女
君
に
見
せ
奉
り
給
ひ
て
、

中
納
言

①

「
心
苦
し
き
け
は
ひ
の
し
た
れ
ば
、
す
さ
ま
じ
う
も
お
ぼ
え
ぬ
を
。
え
避
ら
ぬ
仲
に
、
も
し
漏
れ
聞
こ
え
ば
、

し
ほ
じ

い
と
恐
ろ
し
う
便
な
か
る
べ
し
。
さ
り
と
て
か
く
て
や
み
な
ば
あ
は
れ
な
り
。
こ
の
方
に
潮
染
み
た
る
人

と
こ
ろ
せ

は
、
い
か
な
る
も
心
安
げ
な
り
。
あ
り
つ
か
ぬ
か
や
う
の
こ
と
は
、
所
狭
う
こ
そ
あ
り
け
れ
」

大
将
大
君

と
語
ら
ひ
聞
こ
え
給
へ
ば
、「
い
と
ほ
し
」
と
思
い
て
、

大
将
大
君

「
か
か
ら
ざ
ら
む
先
に
こ
そ
は
、
い
ざ
な
ひ
給
ひ
て
ま
し
か
」

と
の
た
ま
ふ
。
こ
と
わ
り
な
れ
ば
、

中
納
言

う
ち
う
ち

「
こ
れ
も
誰
ゆ
ゑ
ぞ
。
内
々
こ
そ
か
う
背
き
果
て
ら
れ
奉
り
た
れ
、
人
聞
き
に
、
ま
た
人
を
並
べ
奉
ら
じ
と
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思
ひ
侍
り
し
ぞ
」

②

と
の
た
ま
へ
ば
、
た
だ
御
顔
の
み
赤
く
な
り
わ
た
り
て
、
と
も
か
く
も
聞
こ
え
給
は
ぬ
用
意
も
て
な
し
、
な
ほ

い
と
か
ば
か
り
な
る
は
、
こ
の
世
に
あ
り
が
た
う
こ
そ
と
う
ち
ま
も
り
聞
こ
え
給
ふ
に
、
御
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴

る
心
地
せ
ら
れ
給
ふ
。

〔
校
異
〕
①
す
さ
ま
じ
う
│
底
本
「
す
ま
し
う
」
②
は
ぬ
用
意
も
て
な
し
、
な
ほ
い
と
か
ば
か
り
な
る
は
、
こ
の
世
に
あ
り
が
た
う
こ
そ
と
う
ち
ま
も
り

聞
こ
え
給
ふ
に
、
御
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
心
地
せ
ら
れ
給
ふ
。
│
底
本
ナ
シ

注
釈

○
夕
方
に
な
り
て
ぞ
、
こ
の
人
の
御
文
は
、
い
と
忍
び
て
あ
る
│
夕
方
に
な
っ
て
か
ら
、
中
納
言
の
御
文
は
、
厳
重
に
人
目
を
憚
っ
て
届
け

ら
れ
る
、
の
意
。
強
意
の
「
ぞ
」
に
よ
っ
て
、「
こ
の
人
」
つ
ま
り
中
納
言
の
「
御
文
」
が
、
衛
門
督
の
文
に
比
し
て
遅
か
っ
た
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。【
三
二
】
で
解
釈
し
た
よ
う
に
、「
一
声
に
…
…
」
を
衛
門
督
の
歌
と
考
え
、
中
納
言
の
後
朝
の
歌
の
遅
さ
が
、
対
比
に

よ
っ
て
よ
り
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
読
む
。
な
お
、〈
全
注
釈
〉
は
、
こ
の
「
ぞ
」
の
強
意
を
、「
本
来
な
ら
朝
方
に
届
け
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
」
後
朝
の
文
が
、
夕
方
に
届
け
ら
れ
る
と
い
う
「
本
来
の
作
法
に
も
と
る
」
こ
と
を
「
言
外
に
に
お
わ
せ
」
る
も
の
と
す

る
。

○
「
思
ひ
や
る
…
…
」
の
歌
│
思
い
を
遣
る
「
方
」、
恋
し
い
思
い
の
遣
り
場
が
あ
り
ま
せ
ん
、
暮
れ
る
ま
で
の
時
間
を
、
た
だ
嘆
い
て
い
ま

し
ょ
う
か
、
や
は
り
そ
れ
で
も
あ
な
た
と
の
次
の
逢
瀬
を
待
っ
て
い
ま
し
ょ
う
か
、
の
意
。「
方
」
は
方
角
、
場
所
。「
思
ひ
」
を
「
遣
る
」

べ
き
「
方
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
晴
ら
す
方
法
が
な
い
こ
と
に
繋
が
る
。

「
思
ひ
や
る
方
こ
そ
な
け
れ
」
で
始
ま
る
歌
は
こ
の
時
代
以
降
多
い
と
い
う
こ
と
が
、〈
新
全
集
〉
頭
注
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

当
該
の
初
句
・
二
句
を
持
つ
平
安
期
の
歌
は
五
首
の
み
で
、
本
作
品
以
外
で
最
も
古
い
も
の
は
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』（
最
も
新
し
い
記
事

は
一
〇
七
三
年
）
の
、
息
子
が
筑
紫
へ
の
舟
に
乗
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
際
の
詠
歌
「
お
も
ひ
や
る
か
た
こ
そ
な
け
れ
あ
ま
を
ぶ
ね
の
り
す

て
ら
る
る
う
ら
み
す
る
よ
に
」（
一
一
六
）
で
あ
る
。
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さ
ら
に
「
な
げ
き
」
も
含
む
例
と
し
て
、
同
じ
く
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
に
、
入
宋
し
た
息
子
を
思
う
「
や
ま
と
な
る
わ
が
な
げ
き
の

み
し
げ
り
つ
つ
か
ら
き
お
も
ひ
ぞ
や
る
か
た
も
な
き
」（
一
二
九
）
が
あ
る
。

○
何
と
な
く
心
あ
く
が
れ
乱
れ
暮
ら
す
に
、
う
ち
泣
か
れ
て
│
主
語
は
大
弐
女
。
中
納
言
と
の
逢
瀬
に
よ
り
心
が
定
ま
ら
ず
乱
れ
て
い
た
と

こ
ろ
へ
、
後
朝
の
文
を
見
て
泣
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
前
田
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
す
る
〈
全
注
釈
〉
は
、「
う
ち
泣
か

れ
て
」
部
分
を
、「
う
ち
嘆
か
れ
て
」
と
す
る
。

○
「
杣
河
に
…
…
」
の
歌
│
恋
し
い
思
い
を
遣
る
「
方
」
も
な
い
、
と
あ
な
た
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
私
の
ほ
う
は
、
杣
河
に
お
ろ
す
筏

が
行
く
当
て
も
な
く
流
れ
る
よ
う
な
不
安
な
状
況
で
、「
い
か
に
」
と
言
う
べ
き
「
方
」、「
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
」
と
相
談
で
き
る
人
さ

え
お
ら
ず
、
泣
い
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
、
の
意
。

先
の
中
納
言
の
歌
の
「
思
ひ
や
る
方
」
を
受
け
、
私
の
方
こ
そ
「
言
ふ
べ
き
方
」
も
な
い
の
だ
と
返
し
て
い
る
。「
方
」
は
、
こ
こ
で
は

相
談
で
き
る
相
手
、
人
を
指
す
。
ま
た
、「
流
る
る
」
は
「
泣
か
る
る
」
を
掛
け
、「
河
」「
筏
」「
流
る
る
」
は
縁
語
で
あ
る
。「
杣
河
に
お

ろ
す
筏
の
」
は
「
い
か
に
」
を
導
く
序
詞
。
後
代
の
例
で
は
あ
る
が
、『
千
載
集
』
に
同
じ
語
句
を
序
詞
に
用
い
「
浮
き
」
を
導
い
て
、
不

安
定
な
身
の
上
を
「
杣
河
に
お
ろ
す
筏
」
の
よ
う
で
あ
る
と
喩
え
て
い
る
歌
、「
そ
ま
川
に
お
ろ
す
い
か
だ
の
う
き
な
が
ら
す
ぎ
ゆ
く
物
は

我
が
身
な
り
け
り
」（
巻
一
七
・
雑
中
・
一
一
一
二
）
が
見
ら
れ
る
。

○
心
ざ
し
の
あ
れ
ば
に
や
│
語
り
手
の
推
測
を
述
べ
る
挿
入
句
。
中
納
言
が
「
ま
こ
と
に
浮
か
ぶ
心
地
し
」
た
理
由
を
、
大
弐
女
を
い
じ
ら

し
く
思
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
と
述
べ
て
い
る
。
中
納
言
に
つ
い
て
な
の
で
、「
御
心
ざ
し
」
と
あ
る
方
が
自
然
。

○
ま
こ
と
に
浮
か
ぶ
心
地
し
て
│
足
許
が
さ
だ
ま
ら
な
い
よ
う
な
不
安
定
な
感
覚
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
。〈
新
全
集
〉
は
「
浮
つ
い
た
軽
率

な
気
持
」
と
注
す
る
が
、
大
弐
女
が
「
杣
河
に
…
…
」
の
歌
で
、
浮
か
ぶ
「
筏
」
の
よ
う
な
不
安
な
状
態
を
嘆
く
気
持
ち
を
詠
ん
だ
の
を

受
け
て
、
彼
女
に
「
心
ざ
し
」
が
あ
る
中
納
言
も
共
感
し
、「
ま
こ
と
に
」「
浮
か
ぶ
心
地
」
が
し
た
、
と
解
し
た
。

「
浮
か
ぶ
心
地
」
の
作
中
例
は
、
こ
の
他
に
、
中
納
言
の
帰
国
直
後
の
心
情
を
述
べ
る
「
河
陽
県
の
御
あ
た
り
（＝

唐
后
）
の
こ
と
は
、

た
だ
か
け
て
も
片
端
思
し
出
づ
る
に
、
わ
が
身
も
浮
か
ぶ
心
地
し
て
、
い
と
わ
び
け
れ
ば
、
行
方
も
知
ら
ず
果
て
も
な
く
、
む
な
し
き
空

に
満
ち
ぬ
ば
か
り
に
眺
め
入
り
給
へ
る
に
…
…
」（
巻
二
【
一
一
】）
の
み
。
直
後
に
続
く
文
言
か
ら
も
、
不
安
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
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れ
る
。
当
該
箇
所
も
同
様
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

○
忍
び
て
女
君
に
見
せ
奉
り
給
ひ
て
│
「
女
君
」
は
、
大
将
大
君
。
中
納
言
は
、
大
弐
女
か
ら
の
返
歌
を
、
正
妻
格
の
人
と
し
て
最
も
信
頼
す

る
大
将
大
君
に
こ
っ
そ
り
と
見
せ
る
の
で
あ
る
。
大
弐
女
と
の
初
め
て
の
逢
瀬
を
報
告
し
た
【
三
一
】
と
同
様
の
行
為
で
あ
る
。

○
心
苦
し
き
け
は
ひ
の
し
た
れ
ば
、
す
さ
ま
じ
う
も
お
ぼ
え
ぬ
を
│
（
大
弐
女
の
様
子
が
）
い
た
わ
し
い
感
じ
だ
っ
た
の
で
、（
自
分
と
し
て

も
）
興
醒
め
に
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
（
の
で
関
係
を
持
っ
た
）
の
で
す
が
、
の
意
。
中
納
言
が
大
弐
女
と
関
係
を
も
っ
た
理
由
を
弁
解
し

て
い
る
言
葉
。〈
新
全
集
〉
の
解
に
従
う
。
な
お
、〈
全
注
釈
〉
は
、「
心
苦
し
き
け
は
ひ
の
し
た
れ
ば
」
を
、
後
文
の
「
い
と
恐
ろ
し
う
」

以
下
に
か
か
る
と
解
す
。

○
え
避
ら
ぬ
仲
に
│
私
（＝

中
納
言
）
に
と
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
仲
の
人
（＝

衛
門
督
）
に
、
の
意
。「
え
避
ら
ぬ
仲
」
を
、
大
弐
女
と
衛
門

督
の
夫
婦
関
係
と
す
る
注
も
あ
る
。
し
か
し
、
中
納
言
は
、
大
弐
女
と
密
会
し
た
際
（【
二
九
】）
に
も
、「
ま
ろ
よ
り
衛
門
の
督
は
お
と
な

し
う
も
の
し
き
を
、
ま
た
え
避
ら
ぬ
仲
の
、
わ
き
て
親
し
う
頼
み
交
は
す
に
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
衛
門
督
と
「
え
避
ら
ぬ
仲
」
な

の
は
中
納
言
で
あ
る
。
当
該
箇
所
も
、
叔
父
と
甥
で
あ
り
、
行
き
来
も
多
い
こ
と
を
そ
う
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
か
く
て
や
み
な
ば
あ
は
れ
な
り
│
こ
の
ま
ま
で
（
大
弐
女
と
の
関
係
が
）
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
ら
と
て
も
残
念
で
す
。
発
言
者
中
納
言
自

身
の
未
練
の
表
明
。〈
新
註
〉〈
全
注
釈
〉
に
従
う
。
仮
定
表
現
で
将
来
の
自
分
の
気
持
ち
を
予
想
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、
巻
一
【
六
】、

唐
后
が
中
納
言
の
帰
国
後
を
思
う
、「
こ
の
人
帰
り
な
む
後
、
見
ず
な
り
な
む
こ
そ
、
あ
は
れ
な
れ
」
と
い
う
述
懐
が
あ
る
。
一
方
、〈
大

系
〉
は
「
し
み
じ
み
気
の
毒
だ
」、〈
新
全
集
〉
は
「
い
か
に
も
心
に
し
み
て
か
わ
い
そ
う
で
す
」
と
訳
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
中
納
言
の

大
弐
女
へ
の
同
情
と
す
る
が
、
こ
こ
は
中
納
言
が
自
身
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
文
脈
で
あ
る
の
で
、
本
注
釈
で
は
と
ら
な
い
。

○
こ
の
方
に
潮
染
み
た
る
人
│
男
女
関
係
に
慣
れ
て
い
る
人
。「
潮
染
む
」
は
、
慣
れ
て
い
る
、
手
練
れ
で
あ
る
、
な
ど
を
意
味
す
る
。
巻
二

【
五
】
で
は
、
中
納
言
か
ら
大
将
大
君
宛
て
の
手
紙
を
見
た
父
左
大
将
が
、「『
こ
の
道
に
潮
染
み
て
、
ひ
と
へ
に
な
ほ
ざ
り
の
頼
め
言
な

ど
、
こ
と
よ
く
言
ひ
続
け
給
ふ
べ
き
人
に
も
あ
ら
ざ
め
る
を
、
む
げ
に
浅
か
ら
む
に
は
、
か
か
る
言
の
葉
を
ば
、
よ
に
あ
ら
は
か
い
給
は

じ
か
し
』
と
、
う
ち
置
き
が
た
う
見
給
ひ
て
」
と
い
う
感
想
を
抱
い
て
い
る
。「
潮
染
み
」
て
い
る
人
は
い
い
加
減
な
思
わ
せ
ぶ
り
の
言
葉

を
弄
す
る
が
、
中
納
言
は
そ
う
で
は
な
い
と
述
べ
て
お
り
、「
潮
染
み
」
て
い
る
こ
と
が
、
不
誠
実
さ
を
示
唆
す
る
よ
う
な
使
わ
れ
方
で
あ
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る
。
当
該
例
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

人
物
に
つ
い
て
「
潮
染
み
」
て
い
る
と
述
べ
る
例
は
、
こ
れ
以
前
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
で
は
、
夕
顔
の
怪

死
と
い
う
緊
急
事
態
に
臨
ん
で
源
氏
の
傍
ら
で
対
処
す
る
惟
光
に
つ
い
て
、「
さ
（＝

惟
光
は
頼
り
に
な
る
と
は
）
言
へ
ど
、
年
う
ち
ね

び
、
世
の
中
の
と
あ
る
こ
と
と
し
ほ
じ
み
ぬ
る
人
こ
そ
、
も
の
の
を
り
ふ
し
は
頼
も
し
か
り
け
れ
、
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
若
き
ど
ち
に
て
」

と
、
年
長
者
で
「
潮
染
み
」
て
い
る
人
は
何
か
の
時
に
は
頼
り
に
な
る
が
、
あ
い
に
く
源
氏
同
様
に
惟
光
も
若
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
潮
染
み
」
て
い
る
こ
と
は
、
も
の
ご
と
に
通
じ
て
頼
り
が
い
の
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
本
作
品
と
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。

な
お
、〈
全
注
釈
〉
は
、「
潮
染
み
た
る
人
」
は
衛
門
督
の
こ
と
と
す
る
。

○
あ
り
つ
か
ぬ
か
や
う
の
こ
と
は
、
所
狭
う
こ
そ
あ
り
け
れ
│
自
分
は
恋
愛
関
係
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、
煩
わ
し
く
感
じ
る
、
の
意
。
中

納
言
は
、
自
分
は
色
恋
の
方
面
に
は
「
あ
り
つ
か
ぬ
」
と
自
認
し
て
い
る
。【
三
一
】
で
も
、
中
納
言
は
、
大
将
大
君
に
向
か
っ
て
、
禁
欲

を
旨
と
す
る
自
分
に
と
っ
て
大
弐
女
と
の
関
係
は
「
あ
り
つ
か
ぬ
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

○
「
い
と
ほ
し
」
と
思
い
て
│
大
将
大
君
が
、
中
納
言
を
気
の
毒
に
思
っ
た
。

○
か
か
ら
ざ
ら
む
先
に
こ
そ
は
、
い
ざ
な
ひ
給
ひ
て
ま
し
か
│
こ
の
よ
う
な
こ
と
（＝

大
弐
女
と
衛
門
督
の
結
婚
）
に
な
ら
な
い
う
ち
に
、

連
れ
出
し
な
さ
っ
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
の
意
。
こ
の
大
将
大
君
の
発
言
は
、
自
身
が
剃
髪
の
身
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上

で
の
、
中
納
言
の
女
性
関
係
に
対
す
る
鷹
揚
な
態
度
の
表
明
で
も
あ
る
。

○
こ
れ
も
誰
ゆ
ゑ
ぞ
│
こ
れ
（＝

ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
う
ち
に
、
大
弐
女
が
衛
門
督
と
夫
婦
関
係
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
）
も
、
誰
の
た

め
だ
と
お
思
い
で
す
か
、
私
は
あ
な
た
の
立
場
を
気
遣
っ
た
が
故
に
、
大
弐
女
を
さ
っ
さ
と
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い

た
の
で
す
よ
、
の
意
。

○
内
々
こ
そ
か
う
背
き
果
て
ら
れ
奉
り
た
れ
、
人
聞
き
に
、
ま
た
人
を
並
べ
奉
ら
じ
と
思
ひ
侍
り
し
ぞ
│
内
実
は
こ
の
よ
う
に
（
剃
髪
し
て

し
ま
っ
た
）
あ
な
た
か
ら
す
っ
か
り
背
か
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
、
あ
な
た
の
世
間
体
に
配
慮
し
て
、
他
の
女
性
を
妻
に
す

る
こ
と
は
す
る
ま
い
と
思
っ
た
の
で
す
よ
、
の
意
。
中
納
言
は
、
大
将
大
君
の
立
場
を
慮
っ
た
が
故
に
、
他
の
女
性
（
大
弐
女
）
を
妻
に

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
注
釈
（
六
）

一
七



す
る
こ
と
は
憚
っ
た
の
だ
と
、
他
な
ら
ぬ
彼
女
へ
の
愛
情
に
基
づ
く
自
分
の
深
慮
を
理
解
せ
ず
、
他
の
女
性
と
の
結
婚
を
勧
め
る
大
将
大

君
に
、
あ
て
こ
す
り
を
言
っ
て
い
る
。

○
た
だ
御
顔
の
み
赤
く
な
り
わ
た
り
て
、
と
も
か
く
も
聞
こ
え
給
は
ぬ
│
（
大
将
大
君
は
）
た
だ
お
顔
一
面
を
真
っ
赤
に
す
る
だ
け
で
、
何
と

も
申
し
あ
げ
な
さ
ら
な
い
、
の
意
。「
わ
た
る
」
を
空
間
的
な
連
続
と
と
り
、〈
全
注
釈
〉
同
様
に
「
一
面
」
と
解
し
た
。
中
納
言
か
ら
あ

て
こ
す
ら
れ
た
大
将
大
君
は
、
負
い
目
を
感
じ
、
自
分
が
剃
髪
を
し
た
身
で
あ
り
な
が
ら
中
納
言
の
正
妻
の
よ
う
な
立
場
と
見
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
意
識
し
て
恥
じ
ら
っ
て
い
る
。
大
将
大
君
の
善
良
さ
を
示
す
描
写
と
い
え
よ
う
。

底
本
は
「
と
も
か
く
も
聞
こ
え
給
」
ま
で
で
、「
は
ぬ
用
意
も
て
な
し
〜
」
以
下
、【
三
四
】
冒
頭
部
の
「
心
を
交
は
し
聞
こ
え
給
」
ま

で
が
な
い
。
四
・
五
行
分
の
本
文
が
脱
落
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
の
で
、
他
本
に
よ
り
補
う
。
と
も
に
「
聞
こ
え

給
」
と
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
目
移
り
か
。

○
こ
の
世
に
あ
り
が
た
う
こ
そ
と
う
ち
ま
も
り
聞
こ
え
給
ふ
に
、
御
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
心
地
せ
ら
れ
給
ふ
│
中
納
言
は
、
大
将
大
君
を
、

め
っ
た
に
な
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
人
だ
と
思
い
つ
つ
見
つ
め
て
い
る
う
ち
に
、
胸
が
ど
き
ど
き
と
高
鳴
っ
て
く
る
、
の
意
。
中
納
言
が
、

顔
を
赤
ら
め
て
恥
じ
入
っ
て
い
る
大
将
大
君
の
姿
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。

大
弐
女
か
ら
の
歌
に
つ
い
て
の
場
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
将
大
君
と
の
夫
婦
と
し
て
の
睦
み
合
い
を
描
き
、
中
納
言
の
大
将

大
君
へ
の
評
価
を
語
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」
は
、
細
か
な
感
じ
、
丸
い
形
を
言
う
場
合
に
も
使
わ
れ
る
擬
態
語
だ
が
、

「
胸
」
が
「
鳴
る
」
様
子
の
描
写
に
も
用
い
ら
れ
る
。
本
作
品
と
時
代
の
近
い
同
様
の
用
例
と
し
て
、『
狭
衣
物
語
』
巻
一
、「（
狭
衣
は
、

源
氏
宮
の
姿
を
）
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
た
び
ご
と
に
、
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
り
つ
つ
、
う
つ
し
心
も
な
き
や
う
に
お
ぼ
え
た
ま
ふ
」
が

あ
る
。
同
語
の
研
究
史
は
〈
全
注
釈
〉
に
詳
し
い
。

【
三
四
】
衛
門
督
、
大
弐
女
の
件
を
中
納
言
に
相
談
す
る
。

（
担
当：

星
山
健
）

│
底
本
四
二
オ
①
、
新
註
二
五
〇
⑧
、
大
系
三
〇
〇
③
、
桜
楓
一
二
五
②
、
新
全
集
二
五
〇
③
、
全
注
釈
七
〇
一
│
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①そ
れ
よ
り
後
、
ひ
ま
い
と
あ
り
が
た
く
て
、
男
も
女
も
、
か
た
み
に
あ
は
れ
と
心
を
交
は
し
聞
こ
え
給
ひ
な

ま
ぎ

が
ら
、
行
き
会
ふ
こ
と
い
と
か
た
し
。
わ
づ
か
に
夕
暮
れ
の
紛
れ
、
宵
の
ほ
ど
ほ
ど
は
、
夢
の
浮
橋
の
心
地
し

て
、
あ
は
れ
に
思
し
出
で
ら
る
。
衛
門
の
督
わ
ざ
と
来
て
、

衛
門
督

「
か
う
か
う
の
こ
と
な
む
侍
る
。
年
ご
ろ
に
な
り
ぬ
る
人
を
置
き
な
が
ら
、
か
か
る
あ
り
さ
ま
を
人
も
あ
や

ま
ぎ

し
と
、
必
ず
思
ひ
侍
ら
む
と
思
ふ
思
ふ
、
さ
る
べ
き
に
や
、
こ
れ
も
過
ぐ
さ
む
こ
と
に
思
ひ
紛
ら
は
し
て
や

よ
も
ぎ

む
ま
じ
く
、
さ
り
と
て
、
持
て
出
で
て
通
ひ
侍
ら
む
も
、
た
づ
き
な
く
寂
し
き
蓬
の
も
と
な
ら
ば
、
さ
て
も

侍
り
ぬ
べ
し
。
豊
か
な
る
た
づ
き
求
め
顔
に
、
ね
ぢ
け
が
ま
し
き
に
、
長
ら
へ
侍
ら
ば
、
と
て
も
か
く
て
も

同
じ
こ
と
な
る
べ
け
れ
ど
も
、
大
殿
の
対
に
な
む
迎
へ
て
む
と
思
ひ
な
り
に
た
る
」中

納
言

と
、
う
ら
も
な
う
言
ひ
合
は
せ
給
ふ
も
、
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
さ
り
げ
な
う
て
、「
た
ち
ま
ち
に
迎
へ
給
は

②
け
ん
そ
う

い

む
も
、
世
の
音
聞
き
、
今
少
し
顕
証
に
、
も
て
出
で
顔
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
聞
け
ど
、
い
み
じ
う
心
入
れ
て
思

中
納
言

ひ
給
へ
る
こ
と
を
、「
悪
し
か
ん
な
り
」
と
聞
こ
え
む
も
便
な
け
れ
ば
、

中
納
言

「
げ
に
も
さ
も
あ
り
」

と
聞
こ
え
給
ふ
。

〔
校
異
〕
①
そ
れ
よ
り
後
、
ひ
ま
い
と
あ
り
が
た
く
て
、
男
も
女
も
、
か
た
み
に
あ
は
れ
と
心
を
交
は
し
聞
こ
え
給
ひ
│
底
本
ナ
シ

②
顕
証
│
底
本

「
け
ん
は
う
」

注
釈

○
そ
れ
よ
り
後
、
ひ
ま
い
と
あ
り
が
た
く
て
、
男
も
女
も
、
か
た
み
に
あ
は
れ
と
心
を
交
は
し
聞
こ
え
給
ひ
な
が
ら
、
行
き
会
ふ
こ
と
い
と

か
た
し
│
「
そ
れ
」
は
、
衛
門
督
不
在
時
に
忍
び
込
ん
だ
折
の
逢
瀬
（【
二
七
】〜【
二
九
】）。「
男
」
は
中
納
言
、「
女
」
は
大
弐
女
。
思
い
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合
い
な
が
ら
も
、
再
び
衛
門
督
の
目
を
盗
ん
で
逢
瀬
を
交
わ
す
こ
と
は
難
し
い
。
な
お
、「
給
ひ
」
と
敬
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、〈
新
全

集
〉
が
説
く
よ
う
に
中
納
言
を
主
に
扱
う
た
め
。

○
夕
暮
れ
の
紛
れ
、
宵
の
ほ
ど
ほ
ど
は
│
「
夕
暮
れ
」「
宵
」
と
も
に
、
忍
び
通
い
し
や
す
い
時
間
帯
。
時
分
を
表
す
「
ほ
ど
ほ
ど
」
は
、
き

わ
め
て
珍
し
い
表
現
。「
時
な
ど
」
の
意
か
。

○
夢
の
浮
橋
の
心
地
し
て
│
「
浮
橋
」
は
川
に
筏
や
舟
を
並
べ
、
そ
の
上
に
板
を
渡
し
た
仮
設
の
橋
。「
夢
の
浮
橋
」
は
諸
注
の
指
摘
す
る
よ

う
に
『
源
氏
物
語
』
最
終
巻
の
巻
名
に
拠
る
か
。「
浮
橋
」
に
「
夢
の
」
が
冠
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
層
頼
り
な
さ
・
は
か
な
さ
が
増
す
と
言

わ
れ
て
い
る
。
文
脈
と
し
て
は
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
「
心
の
ど
か
な
ら
ず
た
ち
帰
り
た
ま
ふ
も
苦
し
く
て
、『
夢
の
わ
た
り
の
浮
橋
か
』
と

の
み
う
ち
嘆
か
れ
て
」
の
、
光
源
氏
が
明
石
の
君
の
も
と
へ
の
通
い
が
た
さ
を
嘆
く
場
面
を
踏
ま
え
る
か
（〈
新
全
集
〉）。

○
あ
は
れ
に
思
し
出
で
ら
る
│
中
納
言
が
大
弐
女
を
し
み
じ
み
と
お
思
い
出
し
に
な
る
、
の
意
。

○
衛
門
の
督
わ
ざ
と
来
て
│
こ
こ
か
ら
衛
門
督
と
中
納
言
の
対
面
の
場
面
に
入
る
。「「
わ
ざ
と
」
と
あ
る
の
で
、
別
の
用
事
で
来
て
大
弐
の

娘
の
話
を
し
た
の
で
な
く
、
娘
を
迎
え
る
件
で
挨
拶
に
来
た
」
と
す
る
〈
新
全
集
〉
の
解
釈
に
従
う
。
以
下
、
叔
父
・
甥
に
あ
た
る
衛
門

督
と
中
納
言
が
「
わ
き
て
親
し
う
頼
み
交
は
す
」
と
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
（【
二
九
】）
を
踏
ま
え
て
の
展
開
。

○
か
う
か
う
の
こ
と
な
む
侍
る
│
衛
門
督
が
大
弐
女
と
の
馴
れ
初
め
を
中
納
言
に
語
る
。【
二
四
】〜【
二
五
】
に
該
当
。

○
年
ご
ろ
に
な
り
ぬ
る
人
│
長
年
連
れ
添
っ
た
北
の
方
（
帥
宮
の
娘
）
を
指
す
。

○
か
か
る
あ
り
さ
ま
│
新
た
に
若
い
女
（
大
弐
女
）
を
娶
っ
た
こ
と
。

○
さ
る
べ
き
に
や
│
挿
入
句
。
大
弐
女
と
の
関
係
を
前
世
か
ら
の
宿
縁
と
見
な
す
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
行
為
を
正
当
化
す
る
。

○
こ
れ
も
過
ぐ
さ
む
こ
と
に
思
ひ
紛
ら
は
し
て
や
む
ま
じ
く
│
別
の
何
か
で
紛
ら
わ
し
て
、
大
弐
女
へ
の
愛
情
を
捨
て
去
る
こ
と
は
出
来
な

い
と
、
衛
門
督
は
言
う
。

○
持
て
出
で
て
│
人
目
に
つ
く
形
で
、
の
意
。

○
た
づ
き
な
く
寂
し
き
蓬
の
も
と
│
「
た
づ
き
な
し
」
は
生
計
の
拠
り
所
が
な
い
、
の
意
。「
蓬
」
は
荒
廃
し
た
邸
宅
の
象
徴
。『
源
氏
物
語
』

の
女
君
、
末
摘
花
な
ど
を
踏
ま
え
た
表
現
か
。
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○
さ
て
も
侍
り
ぬ
べ
し
│
直
訳
す
る
な
ら
ば
、「
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
で
し
ょ
う
」。
具
体
的
に
は
、
利
得
が
生
じ
な
い
な
ら
世
間
の
自
分
へ

の
非
難
も
少
な
か
ろ
う
、
の
意
。

○
豊
か
な
る
た
づ
き
求
め
顔
に
、
ね
ぢ
け
が
ま
し
き
に
│
「
豊
か
な
る
た
づ
き
」
は
裕
福
な
縁
故
、
の
意
。
こ
こ
で
は
富
裕
な
大
宰
大
弐
を
指

す
。
大
手
を
振
っ
て
大
弐
女
に
通
う
の
は
財
産
目
当
て
の
よ
う
に
世
間
に
映
り
、
不
体
裁
で
あ
る
（「
ね
ぢ
け
が
ま
し
」）
と
、
衛
門
督
は

躊
躇
す
る
。

○
長
ら
へ
侍
ら
ば
、
と
て
も
か
く
て
も
同
じ
こ
と
な
る
べ
け
れ
ど
も
│
大
弐
女
と
の
関
係
が
長
く
続
い
た
な
ら
ば
、
通
お
う
が
迎
え
取
ろ
う

が
結
局
同
じ
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
の
意
。

○
大
殿
の
対
に
な
む
迎
へ
て
む
と
思
ひ
な
り
に
た
る
│
「
大
殿
」
は
「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」（【
二
四
】【
二
七
】）
の
邸
。〈
桜
楓
〉
の
説
く
よ

う
に
、
こ
の
表
現
か
ら
「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
と
衛
門
督
の
父
子
関
係
が
読
み
取
れ
る
。
衛
門
督
は
思
案
の
末
、
自
邸
に
大
弐
女
を
迎
え

る
考
え
に
至
っ
た
と
中
納
言
に
語
る
。

○
う
ら
も
な
う
言
ひ
合
は
せ
給
ふ
も
、
い
と
ほ
し
け
れ
ば
│
「
う
ら
な
し
」
は
裏
表
な
い
、「
言
ひ
合
は
す
」
は
相
談
す
る
、
の
意
。
中
納
言

は
、
自
分
と
大
弐
女
の
関
係
を
知
ら
ず
、
隠
し
隔
て
な
く
語
る
衛
門
督
を
気
の
毒
に
思
う
。

け
ん
そ
う

○
た
ち
ま
ち
に
迎
へ
給
は
む
も
、
世
の
音
聞
き
、
今
少
し
顕
証
に
、
も
て
出
で
顔
に
こ
そ
あ
ら
め
│
衛
門
督
の
目
論
見
を
聞
い
た
中
納
言
の

心
情
。「
顕
証
」
は
、
あ
ら
わ
で
目
立
っ
て
い
る
様
。
い
き
な
り
女
を
自
邸
に
迎
え
る
の
は
こ
れ
見
よ
が
し
（「
も
て
出
で
顔
」）
で
、
な
お

さ
ら
目
立
っ
て
世
間
の
耳
目
を
集
め
る
の
で
は
と
危
惧
す
る
。

○
い
み
じ
う
心
入
れ
て
思
ひ
給
へ
る
こ
と
を
、「
悪
し
か
ん
な
り
」
と
聞
こ
え
む
も
便
な
け
れ
ば
、「
げ
に
も
さ
も
あ
り
」
と
聞
こ
え
給
ふ
│

衛
門
督
が
そ
こ
ま
で
入
れ
込
ん
で
の
案
を
否
定
す
る
の
も
、
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
中
納
言
は
思
い
、
賛
意
を
表
明
す
る
。
そ
の

判
断
の
背
景
に
は
お
そ
ら
く
、
自
身
が
大
弐
女
と
密
通
し
た
こ
と
の
負
い
目
も
あ
ろ
う
。
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【
三
五
】
衛
門
督
が
大
弐
女
を
迎
え
る
。
中
納
言
、
衛
門
督
北
方
に
同
情
。

（
担
当：

八
島
由
香
）

│
底
本
四
二
ウ
⑧
、
新
註
二
五
一
⑤
、
大
系
三
〇
一
②
、
桜
楓
一
二
五
⑭
、
新
全
集
二
五
一
⑥
、
全
注
釈
七
〇
五
│

よ

ひ

中
納
言

六
月
十
日
余
日
、
お
ほ
い
殿
西
の
対
に
、
い
み
じ
う
し
つ
ら
ひ
て
渡
い
給
ふ
。「
儀
式
見
む
」
と
思
し
て
、

ご
ぜ
ん

中
納
言
と
か
く
や
す
ら
ひ
て
見
給
へ
ば
、
我
も
ろ
と
も
に
立
ち
添
ひ
て
、
車
五
つ
ば
か
り
、
御
前
い
と
あ
ま

中
納
言

た
、
こ
と
ご
と
し
う
も
て
な
い
て
渡
い
給
ふ
さ
ま
、
い
み
じ
う
心
に
入
り
げ
な
り
。「
母
の
言
ふ
ら
む
や
う
に

こ
よ
な
き
幸
ひ
な
り
か
し
。
心
ざ
し
い
み
じ
う
と
も
、
我
は
さ
こ
そ
え
か
う
も
て
な
さ
ざ
ら
ま
し
。
思
ひ
と
ど

①

め
て
い
み
じ
う
思
ふ
と
も
、
か
す
か
な
る
山
里
に
隠
し
置
き
て
、
た
ま
さ
か
に
忍
び
つ
つ
ぞ
通
は
ま
し
。
女
の

ふ
る
さ
と

か
ど

た
め
い
か
に
心
細
か
ら
ま
し
」
と
思
し
続
け
て
帰
り
給
ふ
に
、
衛
門
の
督
御
古
里
は
道
な
り
け
れ
ば
、
門
の
ほ

ど
に
人
影
も
せ
ず
寂
し
げ
な
り
。

〔
校
異
〕
①
通
は
ま
し
│
底
本
「
か
よ
は
し
」

注
釈

○
お
ほ
い
殿
西
の
対
│
「
お
ほ
い
殿
」
は
衛
門
督
の
父
で
あ
る
「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
の
こ
と
。
そ
の
父
邸
の
西
の
対
屋
を
指
す
。
連
体
修
飾

の
「
の
」
を
省
い
た
表
現
。
衛
門
督
は
【
三
四
】
で
中
納
言
に
語
っ
た
通
り
、「
大
殿
の
対
」
に
大
弐
女
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

西
の
対
に
若
い
女
性
が
迎
え
ら
れ
る
例
は
、『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
若
紫
（
後
の
紫
の
上
）、
玉
鬘
巻
の
玉
鬘
、
早
蕨
巻
の
宇
治
の
中

の
君
な
ど
、
多
く
見
ら
れ
る
。〈
全
注
釈
〉
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
西
の
対
」
に
迎
え
ら
れ
る
の
は
、
正
妻
の
扱
い
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。

○
い
み
じ
う
し
つ
ら
ひ
て
渡
い
給
ふ
│
（
衛
門
督
は
、
西
の
対
を
）
た
い
そ
う
飾
り
立
て
て
、
大
弐
女
を
お
迎
え
な
さ
る
、
の
意
。「
い
み
じ

う
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
衛
門
督
が
大
弐
女
に
か
な
り
入
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

○
「
儀
式
見
む
」
と
思
し
て
│
中
納
言
は
、
衛
門
督
と
大
弐
女
の
婚
礼
の
儀
式
を
見
よ
う
、
と
思
い
立
つ
。
た
だ
し
、「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
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邸
を
訪
れ
て
儀
式
を
直
接
見
る
の
で
は
な
く
、「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸
へ
向
か
う
行
列
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

○
中
納
言
と
か
く
や
す
ら
ひ
て
見
給
へ
ば
│
中
納
言
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
牛
車
を
と
め
て
（
迎
え
ら
れ
る
大
弐
女
の
行
列
を
）
ご
覧
に
な

る
と
、
の
意
。

○
我
も
ろ
と
も
に
立
ち
添
ひ
て
│
衛
門
督
自
身
が
大
弐
女
に
付
き
添
っ
て
い
る
様
子
。【
三
六
】
に
は
「
一
つ
車
に
て
」
と
あ
る
た
め
、
車
に

同
乗
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

○
車
五
つ
ば
か
り
、
御
前
い
と
あ
ま
た
、
こ
と
ご
と
し
う
も
て
な
い
て
渡
い
給
ふ
さ
ま
│
【
三
六
】
で
は
、
先
駆
は
二
十
人
で
、
五
輛
の
牛
車

に
は
大
弐
女
に
仕
え
る
女
房
た
ち
が
大
勢
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
上
で
は
、
尚
侍
（
俊
蔭
の
娘
）
が

女
一
宮
の
も
と
を
訪
れ
る
際
、「
尚
侍
の
お
と
ど
、
御
車
五
つ
ば
か
り
し
て
参
り
た
ま
へ
り
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
栄
花
物
語
』

巻
三
八
「
松
の
し
づ
え
」
で
は
、
源
基
子
が
実
仁
親
王
（
後
の
東
宮
）
を
出
産
し
た
後
、
女
御
と
な
っ
て
参
内
す
る
際
、「
儀
式
有
様
い
と

め
で
た
し
。
車
五
六
引
き
つ
づ
け
て
、
い
と
心
こ
と
な
り
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
尚
侍
や
女
御
に
付
き
添
う
女
房
が
乗
る

車
が
五
、
六
輛
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
場
面
の
「
車
五
つ
」
は
、
大
弐
の
娘
と
い
う
身
の
上
に
は
過
ぎ
た
る
待
遇
で
あ
り
、
か

な
り
仰
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

○
い
み
じ
う
心
に
入
り
げ
な
り
│
以
上
の
様
子
か
ら
、
衛
門
督
が
大
弐
女
に
か
な
り
入
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
、
中
納
言
は
改
め
て
実
感
し

た
の
で
あ
る
。

○
母
の
言
ふ
ら
む
や
う
に
こ
よ
な
き
幸
ひ
な
り
か
し
│
中
納
言
の
心
内
語
。
大
弐
女
の
母
で
あ
る
大
弐
北
方
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、（
大
弐

女
に
ご
執
心
で
あ
る
）
衛
門
督
の
妾
妻
に
な
る
こ
と
は
、
こ
の
上
の
な
い
幸
運
で
あ
ろ
う
、
の
意
。
こ
こ
で
中
納
言
が
考
え
る
「
幸
ひ
」

と
は
、
本
来
、
邸
に
召
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
召
人
と
し
て
扱
わ
れ
か
ね
な
い
中
流
階
級
の
大
弐
女
が
、
衛
門
督
の
妻
と
し
て
西
の
対
に

迎
え
ら
れ
る
と
い
う
、
破
格
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
↓
【
参
考
】

「
母
の
言
ふ
ら
む
や
う
に
」
に
相
当
す
る
内
容
と
し
て
は
、
大
弐
北
方
が
、
衛
門
督
の
容
貌
な
ど
に
触
れ
つ
つ
、
上
京
し
た
の
に
文
す
ら

寄
こ
さ
な
い
中
納
言
（【
二
五
】）
と
比
較
し
て
、「
か
う
ね
ん
ご
ろ
に
の
た
ま
ふ
は
、
あ
り
が
た
う
こ
そ
あ
ら
め
」
と
、
熱
心
に
求
婚
し
て

く
る
衛
門
督
を
好
ま
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
が
【
二
六
】
に
描
か
れ
て
い
る
。
衛
門
督
が
大
弐
女
を
自
邸
に
仰
々
し
く
迎
え
る
様
子
を
目
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の
当
た
り
に
し
て
、
大
弐
北
方
の
発
言
を
大
弐
女
か
ら
聞
い
て
い
た
中
納
言
は
そ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
改
め
て
大
弐
女
の
現
状
を

「
幸
ひ
」
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

○
我
は
さ
こ
そ
え
か
う
も
て
な
さ
ざ
ら
ま
し
│
中
納
言
の
心
内
語
。
私
は
、
こ
の
（
衛
門
督
の
仰
々
し
い
迎
え
取
り
の
）
よ
う
に
大
弐
女
を

遇
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
の
意
。

○
か
す
か
な
る
山
里
に
隠
し
置
き
て
、
た
ま
さ
か
に
忍
び
つ
つ
ぞ
通
は
ま
し
│
（
自
分
で
あ
れ
ば
、）
目
立
た
な
い
山
里
に
大
弐
女
を
隠
し
据

え
て
、
時
折
人
目
を
忍
ん
で
通
っ
た
で
あ
ろ
う
、
の
意
。
中
納
言
は
大
弐
女
に
愛
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
邸
に
迎
え
よ
う
な
ど
と
は

考
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
中
納
言
の
大
弐
女
へ
の
考
え
方
は
、
本
作
品
に
は
度
々
描
か
れ
て
い
る
。【
二
六
】
の
【
参
考
】
参
照
。

○
女
の
た
め
い
か
に
心
細
か
ら
ま
し
│
（
山
里
に
大
弐
女
を
隠
し
据
え
て
、
た
ま
に
通
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、）
大
弐
女

は
ど
れ
ほ
ど
心
細
く
思
う
で
あ
ろ
う
か
、
の
意
。
中
納
言
が
大
弐
女
を
山
里
に
隠
し
据
え
た
場
合
の
、
彼
女
の
気
持
ち
を
想
像
し
た
も
の

で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
に
は
、
源
氏
が
月
に
二
回
ほ
ど
し
か
大
堰
の
別
邸
に
訪
れ
な
い
こ
と
を
、
心
細
く
思
う
明
石
の
君
の
様
子

が
「
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
桂
（
※
大
島
本
等
の
本
文
は
「
か
は
づ
ら
」）
の
住
ま
ひ
、
い
と
ど
心
細
さ
ま
さ
り
て
、
上
の
空
な
る
心
地

の
み
し
つ
つ
明
か
し
暮
ら
す
を
」
と
描
か
れ
て
い
る
。

○
衛
門
の
督
御
古
里
は
道
な
り
け
れ
ば
│
「
衛
門
の
督
御
古
里
」
は
、
衛
門
督
が
か
つ
て
通
っ
て
い
た
、
正
妻
の
邸
の
こ
と
。
区
分
初
め
の

「
お
ほ
い
殿
西
の
対
」
と
同
様
に
、
連
体
修
飾
の
「
の
」
を
省
い
た
表
現
。
中
納
言
が
自
邸
に
帰
る
道
の
途
中
に
、
衛
門
督
北
方
の
邸
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、【
三
六
】
で
衛
門
督
北
方
邸
の
者
が
、
邸
の
前
を
通
る
前
駆
に
ご
祝
儀
を
渡
し
た
と
い
う
描
写
も
あ
り
、
大
弐

の
邸
か
ら
「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸
ま
で
の
道
の
途
中
に
衛
門
督
北
方
邸
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

○
門
の
ほ
ど
に
人
影
も
せ
ず
寂
し
げ
な
り
│
衛
門
督
が
迎
え
る
大
弐
女
の
華
や
か
で
賑
わ
し
い
様
子
と
は
一
変
し
、
衛
門
督
北
方
の
邸
に
は

人
影
も
な
く
寂
し
い
様
子
で
あ
る
。

【
参
考
】
大
弐
女
の
「
幸
ひ
」
と
苦
悩

│
『
源
氏
物
語
』
と
比
較
し
て
│

本
場
面
の
「
幸
ひ
」
は
、
身
分
の
高
い
衛
門
督
に
、
中
流
階
級
の
大
弐
女
が
妻
妾
と
し
て
「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸
に
迎
え
ら
れ
る
こ

と
を
、
中
納
言
が
、
自
身
の
執
着
か
ら
離
れ
て
評
価
を
し
た
言
葉
で
あ
る
。
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女
が
身
分
高
き
男
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
得
る
「
幸
ひ
」
に
関
し
て
は
、『
枕
草
子
』
の
「
位
こ
そ
は
な
ほ
め
で
た
き
も
の
は
あ
れ
」
章
段

で
、「
受
領
の
北
の
方
に
て
国
へ
く
だ
る
を
こ
そ
は
、
よ
ろ
し
き
人
の
さ
い
は
ひ
の
際
と
思
ひ
て
め
で
う
ら
や
む
め
れ
。
た
だ
人
の
上
達
部

の
北
の
方
に
な
り
、
上
達
部
の
御
む
す
め
后
に
ゐ
た
ま
ふ
こ
そ
は
、
め
で
た
き
事
な
め
れ
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
大
弐
女
は
北
の
方
で

は
な
い
が
、
破
格
の
扱
い
で
妻
妾
と
し
て
西
の
対
に
迎
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
中
流
階
級
の
女
の
身
の
上
と
し
て
は
、
す
ば
ら
し
い
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
女
の
「
幸
ひ
」
は
、
男
君
の
愛
情
だ
け
が
頼
み
と
な
る
た
め
、「
幸
ひ
」
と
さ
れ
る
当
人
の
置
か
れ
る
立
場
は
、
か
な
り
不

安
定
な
、
苦
悩
の
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
に
関
し
て
は
、
原
岡
文
子
「
幸
い
人
中
の
君
」（『
源
氏
物
語

両
義
の
糸
│
人

物
・
表
現
を
め
ぐ
っ
て
│
』
有
精
堂

一
九
九
一
年
〈『
講
座

源
氏
物
語
の
世
界
』
第
八
集

有
斐
閣

一
九
八
四
年
初
出
〉）
が
、
以

前
の
物
語
で
は
描
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、「
幸
ひ
」
と
さ
れ
る
女
君
、
と
り
わ
け
宇
治
の
中
の
君
の
苦
悩
と
、
世
間
の
無
責
任
な
評
価

と
の
乖
離
を
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
不
遇
な
状
況
か
ら
匂
宮
に
よ
っ
て
二
条
院
に
迎
え
ら
れ
た
際
、
世
人
に
「
幸
ひ
お
は
し
け
る
」（
宿

木
）
と
噂
さ
れ
、
お
付
き
の
女
房
に
は
「（
匂
宮
が
六
の
君
と
結
婚
し
て
も
、）
な
ほ
わ
が
御
前
を
ば
幸
ひ
人
と
こ
そ
申
さ
め
」（
宿
木
）
と

評
さ
れ
て
い
る
部
分
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
に
く
ら
べ
て
、
本
場
面
で
、
中
納
言
か
ら
第
三
者
的
に
「
幸
ひ
」
と
捉
え
ら
れ
る
大
弐
女
は
、
結
婚
相
手
の
衛
門
督
の
愛
情
に
苦

悩
す
る
こ
と
は
な
く
、
他
な
ら
ぬ
中
納
言
を
密
か
に
慕
い
続
け
、
後
に
中
納
言
の
子
ま
で
な
し
て
、
別
の
苦
悩
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
「
幸
ひ
人
」
と
称
さ
れ
る
中
の
君
と
同
じ
よ
う
な
境
遇
で
あ
り
な
が
ら
、
全
く
異
な
る
苦
悩
が
描
か
れ
て
い
く
と
こ
ろ

に
、
大
弐
女
の
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
中
納
言
が
筑
紫
に
滞
在
し
た
際
、
大
弐
が
中
納
言
と
娘
と
の
結
婚
を
夢
見
て
、「
年
に
一
夜
、
宵
の
間
に
も
思
し
出
で
さ
せ
給
は

ば
、
こ
の
世
の
幸
ひ
に
思
う
給
へ
て
」（
巻
二
【
一
三
】）
と
述
べ
た
「
幸
ひ
」
は
、
大
弐
女
自
身
の
願
い
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
場
面
の
大
弐
女
の
結
婚
が
、
後
の
当
事
者
で
あ
る
中
納
言
に
よ
っ
て
「
幸
ひ
」
と
評
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、

皮
肉
な
も
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
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【
三
六
】
中
納
言
、
衛
門
督
北
方
邸
を
窺
い
、
そ
の
声
を
聞
く
。

（
担
当：

八
島
由
香
）

│
底
本
四
三
オ
⑩
、
新
註
二
五
二
②
、
大
系
三
〇
一
⑨
、
桜
楓
一
二
六
⑤
、
新
全
集
二
五
二
⑨
、
全
注
釈
七
〇
六
│

中
納
言

お

す
だ
れ
あ

「
い
で
、
あ
は
れ
」。
過
ぎ
が
た
う
て
下
り
給
へ
れ
ば
、
簾
上
げ
て
人
々
出
で
涼
む
な
る
べ
し
。
声
々
、
た

だ
今
宵
迎
へ
ら
る
る
こ
と
を
ぞ
言
ひ
あ
さ
み
、
心
憂
が
り
け
る
。
奥
の
方
よ
り
、
老
い
し
ら
へ
た
る
声
し
た
る

人
出
で
来
て
、

老
女
房

「
た
だ
今
ぞ
渡
り
給
ひ
に
け
る
。
殿
は
こ
の
夕
暮
れ
に
迎
へ
に
お
は
し
ま
い
て
、
一
つ
車
に
て
、
二
十
人
の

ご
ぜ
ん

い
つ

御
前
、
車
五
つ
簾
上
げ
て
、
い
み
じ
う
乗
り
こ
ぼ
れ
、
御
ま
う
け
な
ど
心
に
入
れ
て
こ
そ
思
し
騒
ぐ
な
れ
。

か
づ

こ
こ
に
も
御
前
に
被
け
物
し
な
ど
し
け
り
。
あ
は
れ
あ
さ
ま
し
や
。
目
の
前
に
、
さ
は
か
か
る
こ
と
も
あ
り

け
る
は
」

め
の
と

と
言
ひ
続
け
て
、
泣
く
さ
ま
の
い
み
じ
き
は
、
御
乳
母
な
ど
や
う
の
人
な
る
べ
し
。
い
と
ど
人
々
も
聞
き
あ

ね
た

さ
み
妬
が
る
を
、
御
み
づ
か
ら
も
端
つ
方
に
お
は
す
る
な
る
べ
し
、

衛
門
督
北
方

「
さ
は
れ
、
聞
き
に
く
く
か
う
な
言
ひ
そ
。
言
ふ
に
も
よ
ら
ぬ
も
の
な
り
」

と
、
忍
び
や
か
に
の
た
ま
ふ
な
る
け
は
ひ
、
あ
て
や
か
な
り
。

老
女
房

う
づ

「
い
で
や
、
年
ご
ろ
も
か
う
の
み
も
の
を
思
し
召
い
て
、
埋
も
れ
過
ご
さ
せ
給
ひ
て
の
果
て
果
て
は
、
つ
ひ

に
か
か
る
こ
と
も
出
で
来
ぬ
る
ぞ
か
し
。
な
ほ
少
し
、
人
は
言
ふ
べ
き
こ
と
を
も
仰
せ
ら
れ
た
る
こ
そ
よ
け

れ
。
い
と
あ
ま
り
な
る
と
見
奉
る
積
も
り
の
、
か
か
る
目
も
御
覧
ず
る
ぞ
か
し
」

と
言
ふ
な
れ
ば
、

衛
門
督
北
方

「
泣
く
に
し
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
」
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と
う
ち
嘆
き
た
る
、
少
し
大
人
び
過
ぎ
て
、
忍
び
や
か
に
あ
は
れ
な
り
。
す
ず
ろ
に
い
み
じ
う
涙
ぐ
ま
し
う

中
納
言

心
ま
さ
り
し
て
、「
我
立
ち
寄
り
て
と
ぶ
ら
ひ
も
や
せ
む
」
と
思
し
け
れ
ど
、
こ
と
ご
と
な
く
嘆
き
入
り
思
ひ

①

れ
い

騒
ぐ
に
、
ゆ
く
り
な
う
さ
し
出
で
た
ら
む
も
お
も
な
く
、
衛
門
の
督
の
聞
き
給
は
む
と
こ
ろ
も
、
例
さ
も
あ
ら

ぬ
に
、
迎
へ
騒
ぐ
る
を
見
置
き
て
、
こ
こ
に
と
ぶ
ら
は
む
も
、
も
ど
き
顔
に
便
な
け
れ
ば
、
立
ち
出
で
給
ひ
て

②

中
納
言

帰
る
ま
ま
に
、「
衛
門
の
督
は
、
な
ほ
思
ひ
の
ま
ま
に
、
浅
は
か
に
も
の
し
給
ふ
人
な
り
や
。
げ
に
人
柄
は
若

く
盛
り
に
、
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
ば
か
り
い
み
じ
き
こ
と
を
思
ひ
わ
び
、
世
の
常
な
ら
ぬ
心
に
だ
に
、
い
と

に
く
か
ら
ず
お
ぼ
ゆ
る
人
な
れ
ば
、
ま
し
て
、
い
と
か
う
も
の
思
ひ
入
れ
ざ
ら
む
人
は
、
心
を
惑
は
し
給
は
む

も
こ
と
わ
り
な
が
ら
、
や
が
て
か
き
移
ろ
ひ
て
も
て
出
で
給
ふ
こ
と
、
い
と
心
憂
き
こ
と
な
り
や
」

〔
校
異
〕
①
お
も
な
く
│
底
本
「
お
り
な
く
」
②
帰
る
│
底
本
「
か
は
る
」

注
釈

○
「
い
で
、
あ
は
れ
」
│
【
三
五
】
の
「
門
の
ほ
ど
に
人
影
も
せ
ず
寂
し
げ
な
り
」
と
い
う
衛
門
督
北
方
邸
の
様
子
に
感
じ
入
っ
た
中
納
言
の

心
情
。
彼
の
心
情
に
、
語
り
手
が
同
化
し
て
い
る
表
現
と
も
取
れ
る
。

○
過
ぎ
が
た
う
て
下
り
給
へ
れ
ば
│
中
納
言
は
、
さ
び
し
げ
な
邸
の
様
子
に
そ
の
ま
ま
素
通
り
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
牛
車
か
ら
降
り
て
衛

門
督
北
方
邸
を
、
そ
っ
と
の
ぞ
き
込
む
。

○
簾
上
げ
て
人
々
出
で
涼
む
な
る
べ
し
│
簾
を
巻
き
上
げ
て
、
端
近
で
涼
ん
で
い
る
か
ら
、
女
房
達
の
話
し
声
が
よ
く
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
、【
三
五
】
に
は
「
六
月
十
日
余
日
」
と
あ
り
、
晩
夏
と
い
え
ど
も
い
ま
だ
に
暑
さ
が
続
く
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

○
声
々
、
た
だ
今
宵
迎
へ
ら
る
る
こ
と
を
ぞ
言
ひ
あ
さ
み
、
心
憂
が
り
け
る
│
今
宵
、
大
弐
女
が
「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸
に
迎
え
ら
れ
た

こ
と
を
、
女
房
達
が
情
け
な
く
思
っ
て
口
々
に
言
い
合
っ
て
い
る
声
が
、
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
て
く
る
。

○
老
い
し
ら
へ
た
る
声
し
た
る
人
│
お
い
ぼ
れ
た
声
を
し
て
い
る
年
を
取
っ
た
人
、
の
意
。
あ
ま
り
に
も
衛
門
督
北
方
に
肩
入
れ
し
た
言
動
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か
ら
、
後
文
で
中
納
言
に
衛
門
督
北
方
の
乳
母
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

○
殿
は
こ
の
夕
暮
れ
に
迎
へ
に
お
は
し
ま
い
て
、
一
つ
車
に
て
…
…
│
以
下
は
、
大
弐
女
に
対
す
る
衛
門
督
の
入
れ
込
み
よ
う
を
報
告
す
る

老
女
房
の
言
葉
。「
殿
」
は
衛
門
督
の
こ
と
。
衛
門
督
が
わ
ざ
わ
ざ
大
弐
邸
へ
と
赴
い
て
、
大
弐
女
と
同
乗
し
て
「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸

に
迎
え
入
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
行
列
は
夕
暮
れ
の
頃
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
身
分
の
異
な
る
男
女
が
人
前
で
同
車
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、『
大
鏡
』
に
、「
帥
宮
（＝

敦
道
親
王
）
の
、
祭
の
か
へ
さ
、
和

泉
式
部
の
君
と
あ
ひ
乗
ら
せ
た
ま
て
御
覧
ぜ
し
さ
ま
も
、
い
と
興
あ
り
き
や
な
」（
兼
家
伝
）
が
あ
る
。

○
二
十
人
の
御
前
│
二
十
人
の
前
駆
が
行
列
を
先
導
し
て
い
る
様
子
。
前
駆
の
人
数
を
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
、
次
の
「
車
五
つ
」
と
並
記
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
前
駆
も
大
弐
の
娘
と
い
う
身
の
上
に
対
し
て
、
か
な
り
の
人
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
前
区
分
【
三
五
】

の
「
車
五
つ
ば
か
り
」
の
項
目
参
照
。

○
車
五
つ
簾
上
げ
て
、
い
み
じ
う
乗
り
こ
ぼ
れ
│
大
弐
女
の
女
房
が
五
輛
の
牛
車
一
杯
に
乗
り
込
ん
で
い
る
様
子
。【
三
五
】
の
「
車
五
つ
ば

か
り
」
で
、「
大
将
の
お
ほ
い
殿
」
邸
に
渡
っ
て
い
る
様
子
に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
。「
乗
り
こ
ぼ
れ
」
て
い
る
の
は
、
女
房
達
の
袖
口

や
裾
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
出
だ
し
衣
」
か
。
通
常
は
簾
を
上
げ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
わ
ざ
と
上
げ
る
こ
と
で
、
そ
れ
だ
け
付
き
従
う
女

房
が
い
る
こ
と
を
見
せ
て
い
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
栄
花
物
語
』
巻
一
「
月
の
宴
」
で
は
、
為
平
親
王
の
船
岡
山
で
の
子
の
日
の
遊
び

の
際
に
、「
后
宮
の
女
房
、
車
三
つ
四
つ
に
乗
り
こ
ぼ
れ
て
、
大
海
の
摺
裳
う
ち
出
し
た
る
に
」
と
い
う
描
写
が
あ
る
。

「
車
五
つ
」
の
女
房
が
、
大
弐
の
娘
と
い
う
身
の
上
に
は
過
ぎ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
区
分
【
三
五
】
の
「
車
五
つ
ば
か
り
」
の

項
目
参
照
。
一
輛
に
四
人
乗
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
二
十
人
の
女
房
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
類
似
す
る
例
と
し
て
『
落
窪
物
語
』
巻
二
の

道
頼
（
こ
の
場
面
で
は
衛
門
督
）
が
北
の
方
（
女
主
人
公
）
に
仕
え
る
女
房
達
に
賀
茂
祭
見
物
を
さ
せ
る
場
面
、「
車
五
つ
ば
か
り
、
大
人

二
十
人
、
ふ
た
つ
は
童
四
人
、
下
仕
四
人
乗
り
た
り
。
男
君
具
し
た
ま
へ
れ
ば
、
御
前
、
四
位
、
五
位
い
と
多
か
り
」
が
上
げ
ら
れ
る
。

牛
車
五
輛
に
女
房
が
大
勢
乗
っ
て
い
て
前
駆
が
多
い
と
い
う
点
、
さ
ら
に
「
衛
門
督
」
と
い
う
官
職
名
が
関
わ
っ
て
く
る
点
な
ど
、
当
該

場
面
に
似
て
い
る
。

○
御
ま
う
け
な
ど
心
に
入
れ
て
こ
そ
思
し
騒
ぐ
な
れ
│
（
衛
門
督
様
は
）
迎
え
取
り
の
宴
で
振
る
ま
う
ご
馳
走
な
ど
を
、
熱
心
に
賑
わ
わ
し
く
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準
備
し
て
い
る
よ
う
で
す
、
の
意
。
話
者
で
あ
る
「
老
い
し
ら
へ
た
る
声
し
た
る
人
」
が
、
衛
門
督
方
の
準
備
に
力
を
入
れ
て
い
る
様
子

を
推
察
し
て
述
べ
て
い
る
。

○
こ
こ
に
も
御
前
に
被
け
物
し
な
ど
し
け
り
│
衛
門
督
北
方
側
か
ら
も
祝
儀
を
前
駆
に
与
え
た
、
と
い
う
内
容
。
衛
門
督
北
方
は
、
夫
か
ら

事
前
に
大
弐
女
を
迎
え
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
て
、
被
け
物
を
用
意
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

○
あ
は
れ
あ
さ
ま
し
や
│
大
弐
女
の
盛
大
な
迎
え
取
り
に
対
す
る
、「
老
い
し
ら
へ
た
る
声
し
た
る
人
」
の
悲
憤
。
衛
門
督
北
方
に
夫
か
ら
、

大
弐
女
を
迎
え
る
と
い
う
説
明
は
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
仰
々
し
く
華
々
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
思
い
も
寄
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
大
弐
女
を
迎
え
る
儀
式
が
立
派
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
衛
門
督
北
方
の
世
間
体
は
悪
く
な
る
と
と
も
に
、
彼
女
の
悲
し

み
も
一
層
深
ま
る
こ
と
に
な
る
。

○
泣
く
さ
ま
の
い
み
じ
き
は
、
御
乳
母
な
ど
や
う
の
人
な
る
べ
し
│
衛
門
督
北
方
を
思
い
遣
り
、
泣
い
て
い
る
「
老
い
し
ら
へ
た
る
声
し
た

る
人
」
は
、
よ
り
近
し
い
乳
母
な
ど
で
あ
ろ
う
か
、
と
中
納
言
は
推
察
す
る
。

○
人
々
│
衛
門
督
北
方
に
お
仕
え
す
る
女
房
達
。

○
御
み
づ
か
ら
も
端
つ
方
に
お
は
す
る
な
る
べ
し
│
衛
門
督
北
方
も
端
近
あ
た
り
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
の
意
。
立
ち
寄
っ
て
邸
内
を
窺
う

中
納
言
は
、
当
該
区
分
冒
頭
の
「
簾
上
げ
て
人
々
出
で
涼
む
な
る
べ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
端
近
で
涼
ん
で
い
る
の
は
女
房
だ
け
だ
と

思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
衛
門
督
北
方
の
声
を
耳
に
し
て
、
こ
こ
で
初
め
て
屋
敷
の
主
人
も
端
近
で
涼
ん
で
い
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
で
「
今
日
し
も
端
に
お
は
し
ま
し
け
る
か
な
」
と
、
光
源
氏
に
垣
間
見
ら
れ
る
尼
君
と
通
じ
る

設
定
で
あ
る
。

○
言
ふ
に
も
よ
ら
ぬ
も
の
な
り
│
言
っ
て
も
ど
う
な
る
も
の
で
も
な
い
の
で
す
、
の
意
。「
よ
ら
ぬ
」
の
「
よ
る
」
は
、
事
柄
な
ど
に
応
じ

る
、
と
い
う
意
味
に
取
っ
た
。
乳
母
か
と
思
わ
れ
る
人
や
女
房
達
が
悔
し
が
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
言
う
の
を
、
衛
門
督
北
方
は
、
や
ん
わ
り

と
た
し
な
め
る
。

○
忍
び
や
か
に
の
た
ま
ふ
な
る
け
は
ひ
、
あ
て
や
か
な
り
│
（
衛
門
督
北
方
が
）
ひ
っ
そ
り
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
様
子
は
、
高
貴
な
感
じ
で

あ
る
、
の
意
。
衛
門
督
北
方
が
帥
宮
の
娘
で
あ
る
と
い
う
出
自
だ
け
で
は
な
く
、
声
の
様
子
や
控
え
め
な
発
言
の
内
容
な
ど
も
含
め
て
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「
あ
て
や
か
」
だ
と
中
納
言
は
感
じ
る
の
で
あ
る
。
直
前
で
描
か
れ
る
、
乳
母
か
と
思
わ
れ
る
人
や
女
房
達
の
泣
い
た
り
、
悔
し
が
っ
た
り

す
る
様
子
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
い
っ
そ
う
「
あ
て
や
か
」
な
様
子
が
際
立
っ
て
い
る
。

○
年
ご
ろ
も
か
う
の
み
も
の
を
思
し
召
い
て
、
埋
も
れ
過
ご
さ
せ
給
ひ
て
の
果
て
果
て
は
、
つ
ひ
に
か
か
る
こ
と
も
出
で
来
ぬ
る
ぞ
か
し
│

乳
母
か
と
思
わ
れ
る
人
の
、
衛
門
督
北
方
へ
の
発
言
。
中
納
言
が
「
あ
て
や
か
」
だ
と
評
価
し
た
衛
門
督
北
方
の
控
え
め
な
発
言
に
反
駁

す
る
。
そ
の
よ
う
に
常
に
控
え
め
で
自
己
主
張
を
し
な
い
か
ら
、
衛
門
督
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
過
ご
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
大
弐

女
と
衛
門
督
の
仰
々
し
い
迎
え
取
り
を
目
の
当
た
り
に
す
る
は
め
に
な
っ
た
の
だ
、
と
結
論
づ
け
る
。

○
い
と
あ
ま
り
な
る
と
見
奉
る
積
も
り
の
、
か
か
る
目
も
御
覧
ず
る
ぞ
か
し
│
乳
母
か
と
思
わ
れ
る
人
は
、
衛
門
督
北
方
が
自
己
主
張
を
す

べ
き
と
こ
ろ
で
せ
ず
、
夫
の
女
性
関
係
を
と
が
め
な
い
と
い
う
控
え
め
す
ぎ
る
態
度
で
い
つ
づ
け
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
つ
ら
い
目
に
遭

う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
、
と
す
る
。
直
前
の
「
な
お
少
し
…
…
仰
せ
ら
れ
た
る
こ
そ
よ
け
れ
」
を
受
け
た
内
容
。

こ
の
「
あ
ま
り
な
る
」
の
使
わ
れ
る
状
況
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
巻
で
源
氏
と
女
三
宮
の
婚
儀
を
寛
容
な

態
度
で
迎
え
る
紫
の
上
に
対
す
る
女
房
達
の
反
応
が
「
中
務
、
中
将
の
君
な
ど
や
う
の
人
々
目
を
く
は
せ
つ
つ
、『
あ
ま
り
な
る
御
思
ひ
や

り
か
な
』
な
ど
言
ふ
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
真
木
柱
巻
で
は
源
氏
が
、
自
身
の
玉
鬘
へ
の
あ
ま
り
に
も
抑
制
的
な
行
動
が
玉
鬘
と

髭
黒
の
結
婚
を
招
い
た
と
し
て
、「
わ
が
あ
ま
り
な
る
心
に
て
、
か
く
人
や
り
な
ら
ぬ
も
」
と
捉
え
て
い
る
例
が
あ
る
。

な
お
、
諸
注
は
「
い
と
あ
ま
り
な
る
」
を
、
衛
門
督
の
女
性
関
係
と
解
く
。

○
「
泣
く
に
し
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
」
│
『
古
今
集
』「
散
る
花
の
泣
く
に
し
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
わ
れ
鶯
に
劣
ら
ま
し
や
は
」（
巻
二
・
春

下
・
一
〇
七
・
藤
原
洽
子
）
に
拠
っ
た
表
現
。
桜
が
散
る
の
を
悲
し
み
、
そ
れ
を
惜
し
む
気
持
ち
を
詠
ん
だ
歌
が
、
失
わ
れ
て
い
く
男
性

の
愛
情
を
悲
し
む
も
の
と
し
て
、
口
ず
さ
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
衛
門
督
が
大
弐
女
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
い
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も

な
い
我
が
身
を
嘆
く
も
の
と
な
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
歌
を
口
ず
さ
む
衛
門
督
北
方
の
様
子
は
、「
心
ま
さ
り
し
て
」
と
中
納
言
に
好
印
象
を

与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
夫
に
顧
み
ら
れ
な
い
妻
の
様
子
が
美
的
に
描
か
れ
た
場
面
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
、
中
納
言
は
巻
五

で
当
該
場
面
を
回
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
い
関
心
を
抱
き
、
彼
女
を
垣
間
見
る
こ
と
に
な
る
。

同
歌
の
引
歌
は
、
管
見
の
限
り
、
本
作
品
と
『
夜
の
寝
覚
』
の
み
に
用
例
が
見
ら
れ
た
。『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
「（
右
大
臣
は
）
涙
ぐ
み
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て
、
い
と
ま
め
や
か
に
恨
み
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、（
寝
覚
の
君
）『
泣
く
に
し
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
』
と
、
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
た
ま
へ
る
顔
の

に
ほ
ひ
、
な
に
の
き
よ
ら
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
…
…
面
痩
せ
た
ま
へ
る
し
も
、
う
つ
く
し
う
ら
う
た
げ
な
る
こ
と
ま
さ
り
て
見
え
た
ま
ふ

を
」
が
あ
る
。
当
該
場
面
同
様
に
、
男
女
関
係
の
中
で
当
該
歌
を
口
ず
さ
む
女
君
が
美
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

○
少
し
大
人
び
過
ぎ
て
、
忍
び
や
か
に
あ
は
れ
な
り
│
（
古
歌
を
口
ず
さ
む
衛
門
督
北
方
の
声
か
ら
窺
え
る
様
子
は
）
少
し
女
盛
り
の
年
齢
を

過
ぎ
て
い
て
、
控
え
め
で
い
じ
ら
し
い
感
じ
で
あ
る
、
の
意
。〈
新
全
集
〉
は
、「
あ
は
れ
な
り
」
を
中
納
言
の
心
情
と
し
て
「
し
み
じ
み

と
心
に
し
み
て
気
の
毒
で
あ
る
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
直
後
の
「
心
ま
さ
り
し
て
」
と
合
わ
な
い
。

○
す
ず
ろ
に
い
み
じ
う
涙
ぐ
ま
し
う
心
ま
さ
り
し
て
│
（
中
納
言
は
）
な
ん
と
い
う
こ
と
な
く
や
た
ら
と
涙
ぐ
ま
し
く
思
い
、
思
っ
て
い
た
よ

り
（
衛
門
督
北
方
が
）
好
ま
し
い
女
性
だ
と
思
っ
て
、
の
意
。

○
こ
と
ご
と
な
く
嘆
き
入
り
思
ひ
騒
ぐ
に
、
ゆ
く
り
な
う
さ
し
出
で
た
ら
む
も
お
も
な
く
│
（
衛
門
督
北
方
達
が
）
他
の
こ
と
な
ど
全
く
考
え

ら
れ
ず
深
く
嘆
い
て
落
ち
着
き
を
失
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
突
然
自
分
が
出
し
ゃ
ば
る
の
も
厚
か
ま
し
く
、
の
意
。「
こ
と
ご
と
」
は
「
異

事
」
の
こ
と
。
衛
門
督
北
方
に
お
見
舞
い
を
し
な
い
理
由
の
一
つ
目
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
内
容
。

○
迎
へ
騒
ぐ
る
│
本
文
は
こ
の
ま
ま
に
し
た
が
、
動
詞
「
騒
ぐ
」
の
活
用
が
乱
れ
て
い
る
と
と
る
べ
き
か
。
あ
る
い
は
〈
大
系
〉
の
補
注
が
、

東
北
大
本
や
丹
鶴
本
が
「
さ
わ
け
る
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
、
指
摘
す
る
よ
う
に
、
草
体
の
「
介
」
と
「
久
」
の
誤
り
の
可
能

性
も
あ
る
。
各
注
釈
書
の
本
文
は
、〈
新
註
〉
は
「
迎
へ
騒
げ
る
」（
底
本
は
丹
鶴
本
）、〈
大
系
〉
は
「
迎
へ
さ
は
く
る
」、〈
桜
楓
〉
は

「
迎
へ
さ
ば
く
る
」、〈
新
全
集
〉
は
校
訂
し
て
「
迎
へ
騒
げ
る
」、〈
全
注
釈
〉
は
「
迎
へ
さ
わ
く
る
」
と
し
て
い
る
。

本
文
を
尊
重
し
て
「
迎
へ
さ
ば
く
る
（
迎
へ
さ
ば
く
）」
と
取
る
と
、
迎
え
て
取
り
扱
う
と
解
せ
る
が
、「
さ
ば
く
」
の
同
時
代
の
用
例

が
見
当
た
ら
ず
、
不
審
。

○
衛
門
の
督
の
聞
き
給
は
む
と
こ
ろ
も
…
…
も
ど
き
顔
に
便
な
け
れ
ば
│
衛
門
督
北
方
に
お
見
舞
い
を
し
な
い
理
由
の
二
つ
目
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
る
内
容
。
衛
門
督
が
別
の
女
を
自
邸
に
迎
え
入
れ
た
当
日
に
、
衛
門
督
北
方
に
お
見
舞
い
と
称
し
て
訪
問
を
す
る
の
は
、
あ
た

か
も
衛
門
督
を
非
難
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
中
納
言
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

○
立
ち
出
で
給
ひ
て
帰
る
ま
ま
に
│
（
中
納
言
は
衛
門
督
北
方
邸
か
ら
）
立
ち
離
れ
て
、（
自
邸
に
）
帰
る
道
す
が
ら
に
、
の
意
。
以
降
、
自
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邸
に
向
か
う
牛
車
の
中
で
考
え
た
内
容
と
な
る
。

○
衛
門
の
督
は
、
な
ほ
思
ひ
の
ま
ま
に
、
浅
は
か
に
も
の
し
給
ふ
人
な
り
や
│
衛
門
督
は
、
や
は
り
自
分
勝
手
な
行
動
を
す
る
、
軽
率
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
人
だ
な
ぁ
、
の
意
。「
な
ほ
」
の
語
か
ら
、
中
納
言
が
衛
門
督
の
人
柄
を
以
前
か
ら
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

○
げ
に
人
柄
は
若
く
盛
り
に
…
…
い
と
に
く
か
ら
ず
お
ぼ
ゆ
る
人
な
れ
ば
│
大
弐
女
の
魅
力
的
な
人
物
像
を
述
べ
て
い
る
部
分
。
文
頭
の

「
げ
に
」
か
ら
「
な
れ
ば
」
で
、
後
文
の
、
衛
門
督
が
大
弐
女
に
入
れ
込
ん
で
し
ま
う
の
は
「
こ
と
わ
り
」
だ
と
す
る
前
提
と
な
っ
て
い

る
。

○
人
柄
は
若
く
盛
り
に
│
（
大
弐
女
の
）
人
と
な
り
は
、
年
若
く
今
が
盛
り
で
（
美
し
く
）、
の
意
。
唐
土
か
ら
帰
国
し
た
中
納
言
が
、
初
め

て
大
弐
女
と
逢
っ
た
時
に
「
十
七
八
の
ほ
ど
な
る
べ
し
」（
巻
二
【
一
三
】）
と
推
測
し
て
い
る
。
当
該
場
面
は
、
そ
の
翌
年
。
衛
門
督
北

方
の
「
少
し
大
人
び
過
ぎ
て
」
と
い
う
状
況
と
対
比
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

○
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
ば
か
り
い
み
じ
き
こ
と
を
思
ひ
わ
び
│
大
弐
女
の
自
分
（
中
納
言
）
に
対
す
る
思
い
は
、
ま
る
で
古
歌
の
「
む
な

し
き
空
に
満
ち
ぬ
」
の
よ
う
に
、
や
り
場
の
な
い
募
る
恋
心
に
苦
し
ん
で
い
て
、
の
意
。「
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
」
は
、『
古
今
集
』「
我

が
恋
は
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
ら
し
思
ひ
や
れ
ど
も
行
く
方
も
な
し
」（
巻
一
一
・
恋
歌
一
・
四
八
八
・
詠
み
人
知
ら
ず
）
に
拠
っ
た
表

現
。
大
弐
女
の
自
分
に
寄
せ
る
思
い
の
強
さ
を
表
現
し
た
も
の
。

本
作
品
に
は
、
当
該
例
を
含
め
、
巻
二
【
一
一
】「
行
方
も
知
ら
ず
果
て
も
な
く
、
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
ば
か
り
に
眺
め
入
り
給
へ
る

に
」
と
【
四
三
】「
思
ひ
出
で
ら
る
る
恋
し
さ
の
、
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
る
心
地
の
す
る
ま
ま
に
」、
巻
四
【
四
四
】「
常
よ
り
も
心
砕
く

る
寝
覚
め
は
、
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
る
心
地
し
て
、
月
の
顔
つ
く
づ
く
と
眺
む
る
に
」
の
全
四
例
の
引
歌
表
現
が
あ
り
、
積
極
的
に
こ

の
歌
を
引
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
は
、
中
納
言
か
ら
唐
后
に
対
す
る
思
い
の
強
さ
を
表
現
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
該

例
は
、
他
者
の
自
ら
へ
の
思
い
を
示
す
、
希
少
な
例
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
亡
き
大
君
に
対
す
る
薫
の
思
い
が
「
な
ほ
、
行
く
方
な
き
悲
し
さ
は
む
な
し
き
空
に
も
満
ち
ぬ
べ
か
め
り
」（
東

屋
）
と
表
現
さ
れ
、
匂
宮
の
浮
舟
へ
の
募
る
思
い
が
「
行
く
方
知
ら
ず
、
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
る
心
地
し
た
ま
へ
ば
」（
浮
舟
）
と
表
現
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さ
れ
て
い
る
。

○
世
の
常
な
ら
ぬ
心
に
だ
に
、
い
と
に
く
か
ら
ず
お
ぼ
ゆ
る
人
な
れ
ば
│
女
性
に
夢
中
に
な
り
や
す
い
世
間
一
般
の
男
と
は
異
な
る
、
こ
の

私
（＝

中
納
言
）
で
さ
え
も
、
好
ま
し
く
思
え
る
人
（＝

大
弐
女
）
な
の
で
、
の
意
。
中
納
言
は
、
自
ら
が
世
間
一
般
の
男
性
と
は
違
う

と
い
う
思
い
が
強
く
あ
る
。
巻
二
【
一
二
】
で
寝
所
に
大
弐
女
が
差
し
入
れ
ら
れ
た
際
に
は
、「
わ
が
心
を
世
の
常
に
推
し
量
り
て
す
る
な

ら
む
か
し
」
と
、
契
り
な
き
一
夜
を
過
ご
し
、
巻
三
【
五
一
】
の
皇
女
降
嫁
の
話
に
対
し
て
は
、「
わ
が
心
を
世
の
常
に
推
し
量
ら
せ
給
ふ

な
る
べ
し
」
と
、
遠
回
し
に
断
っ
て
い
る
。

な
お
、
当
該
箇
所
と
似
て
い
る
中
納
言
の
大
弐
女
へ
の
心
情
と
し
て
、
巻
二
【
二
三
】
の
筑
紫
滞
在
時
に
は
「
見
捨
て
が
た
う
思
す
思

す
、『
我
な
が
ら
も
い
と
あ
や
し
う
、
夢
の
や
う
に
も
あ
る
か
な
』
と
思
し
つ
つ
」
と
描
か
れ
て
い
る
。

○
い
と
か
う
も
の
思
ひ
入
れ
ざ
ら
む
人
│
ま
し
て
私
（＝

中
納
言
）
の
よ
う
に
は
、
物
事
を
深
く
考
え
な
い
人
（＝

衛
門
督
）、
の
意
。
中
納

言
が
自
身
を
物
事
を
深
く
考
え
る
人
物
だ
と
す
る
の
は
、
何
を
理
由
と
し
て
い
る
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
大
君
剃
髪
の
事
態

が
収
拾
し
て
い
な
い
筑
紫
滞
在
時
の
巻
二
で
、
大
将
大
君
を
は
じ
め
と
す
る
左
大
将
の
心
情
を
慮
っ
て
、
大
弐
女
と
の
逢
瀬
を
思
い
留
ま

る
な
ど
、
周
囲
の
人
物
と
の
関
係
を
踏
ま
え
た
行
動
を
取
る
よ
う
心
が
け
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
中
納
言
と
、
衛
門

督
北
方
の
心
情
を
考
え
な
い
衛
門
督
が
対
比
さ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。

○
心
を
惑
は
し
給
は
む
も
こ
と
わ
り
な
が
ら
│
衛
門
督
が
大
弐
女
に
夢
中
に
な
っ
て
入
れ
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
内
容
。
前
か
ら
の
流
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
世
の
常
の
男
性
と
は
違
う
自
分
で
さ
え
大
弐
女
を
か
わ
い
い
と
思
う
の
だ
か
ら
、
思
慮

の
浅
い
衛
門
督
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
、
と
な
る
。

○
や
が
て
か
き
移
ろ
ひ
て
も
て
出
で
給
ふ
こ
と
、
い
と
心
憂
き
こ
と
な
り
や
│
衛
門
督
が
衛
門
督
北
方
か
ら
早
々
に
他
の
女
に
心
を
移
し
、

（
そ
の
こ
と
を
）
世
間
に
知
ら
し
め
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
薄
情
だ
（
と
中
納
言
は
思
っ
た
）、
の
意
。
大
弐
女
の
仰
々
し
い
迎
え

取
り
は
、
衛
門
督
が
衛
門
督
北
方
を
も
は
や
顧
慮
し
な
い
と
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
中
納
言
は
叔
父
で
あ
る
衛

門
督
を
薄
情
だ
と
思
い
、
衛
門
督
北
方
を
思
い
や
っ
て
胸
を
痛
め
る
の
で
あ
る
。
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