
末
摘
花
ま
変
貌
し
た
の
か

老
女
房
と
の
関
係
性
か
ら

外
　
山
　
敦
　
子

、

こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況

　
末
摘
花
は
常
陸
宮
が
晩
年
に
も
う
け
た
姫
君
で
、
母
と
は
早
く
に
死
別
、
父
常
陸
宮
の
死
後
、
源
氏
の
女
君
の
一
人
と
な
る
女
性
で
あ
る
。

こ
の
末
摘
花
は
、
源
氏
の
女
君
の
中
で
も
、
醜
女
で
あ
る
な
ど
特
異
性
に
満
ち
た
人
物
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
末
摘
花
が
、
い
わ
ば
女
主
人
公
と
し
て
活
躍
す
る
の
は
「
末
摘
花
」
巻
と
「
蓬
生
」
巻
の
二
巻
で
あ
る
。
「
末
摘
花
」
巻
で
は
、
末
摘
花
が

若
い
源
氏
の
色
恋
の
対
象
と
し
て
登
場
、
源
氏
の
相
手
と
し
て
は
相
応
し
か
ら
ぬ
不
体
裁
を
表
出
し
、
笑
い
を
誘
う
。
そ
し
て
「
蓬
生
」
巻
は
、

貧
困
の
中
の
末
摘
花
が
あ
わ
れ
を
か
も
し
出
し
、
最
後
に
は
源
氏
に
救
わ
れ
一
件
落
着
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
末
摘
花
」
巻
と
「
蓬
生
」
巻
の
二
巻
で
は
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
末
摘
花
像
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、

以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
末
摘
花
」
巻
の
末
摘
花
は
、
見
苦
し
い
外
見
を
持
ち
、
趣
味
は
時
代
遅
れ
、
和
歌
も
貴
人
の
応
対
も
で
き
ぬ

不
器
用
さ
が
中
心
に
描
か
れ
、
貴
族
社
会
の
失
格
者
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
蓬
生
」
巻
の
末
摘
花
は
、
邸
や
調
度
品
を
手
放
さ
ず
に
家
を
守
り
、

叔
母
の
誘
い
に
も
応
じ
ず
に
源
氏
を
待
ち
続
け
、
乳
母
子
の
侍
従
が
去
り
、
女
房
た
ち
が
非
難
し
て
も
耐
え
続
け
る
強
さ
が
中
心
に
描
か
れ
、
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高
貴
な
貴
族
精
神
の
保
持
者
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
森
一
郎
氏
は
、
「
源
氏
の
須
磨
退
居
の
折
に
見
せ
た
人
々
の
心
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
源
氏
の
対
応
と
い
う
物
語
の
構
想
の
必
然
性
の
中

で
蓬
生
一
巻
が
構
想
さ
れ
」
た
と
し
、
蓬
生
巻
の
誇
り
を
失
わ
ぬ
高
貴
な
末
摘
花
と
い
う
の
は
「
一
時
的
変
貌
」
で
、
「
小
主
題
の
継
起
的
展

開
に
よ
る
付
着
的
造
型
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
森
氏
は
、
構
想
、
主
題
の
た
め
便
宜
的
に
利
用
さ
れ
る
の
が
、
源
氏
物
語
の
人
物
造
型

の
一
方
法
で
あ
り
、
「
作
者
の
書
こ
う
と
す
る
構
想
、
主
題
に
作
中
人
物
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
す
ぎ
、
あ
ま
り
に
も
主
題
に
奉
仕
せ
し
め
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓

人
物
と
し
て
の
統
一
性
を
さ
え
こ
わ
し
て
し
ま
」
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
室
伏
信
助
氏
は
、
「
末
摘
花
」
巻
と
「
蓬
生
」
巻
の
二
巻
で
は
、

作
者
の
執
筆
態
度
に
相
違
が
あ
り
、
二
条
東
院
に
源
氏
の
愛
人
を
集
め
る
構
想
に
随
伴
し
て
、
末
摘
花
は
反
貴
族
的
要
素
を
捨
象
し
て
、
貴
人

と
し
て
装
い
を
改
め
、
二
条
東
院
の
一
員
と
し
て
参
加
す
べ
く
「
蓬
生
」
巻
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
し
、
二
巻
間
の
懸
隔
は
、
そ
の
巻
の
主
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
支
え
る
構
想
に
規
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
森
・
室
伏
両
氏
は
、
共
に
、
二
巻
に
お
け
る
末
摘
花
に
一
個
の
人
物
と
し
て
の
一
貫

性
が
な
い
こ
と
を
認
め
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
二
巻
を
支
え
る
主
題
や
構
想
の
違
い
を
挙
げ
て
い
る
。

　
両
説
に
対
し
、
詳
細
に
反
論
し
た
の
が
山
本
利
達
氏
で
あ
る
。
山
本
氏
は
、
二
巻
間
の
共
通
点
を
述
べ
た
上
で
末
摘
花
の
人
物
と
し
て
の
一

貫
性
を
主
張
し
、
変
貌
と
見
え
る
「
蓬
生
」
巻
の
末
摘
花
の
相
貌
も
変
貌
で
は
な
く
、
「
語
り
手
の
姿
勢
乃
至
は
視
点
を
変
え
た
結
果
」
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

末
摘
花
に
変
化
は
起
こ
っ
て
い
な
い
と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
は
、
二
巻
間
の
末
摘
花
の
描
か
れ
方
の
相
違
に
つ
い
て
、
末
摘
花
の
人
物
像
に
一
貫
性
を
認
め
る
説
と
認
め
な
い
説

の
両
説
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
説
は
、
末
摘
花
の
描
か
れ
方
の
相
違
を
、
主
題
・
構
想
や
視
点
と
い
う
よ
う
な
、
物
語
世
界
の
外
側
に
要

因
を
求
め
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
、
物
語
世
界
そ
れ
自
体
の
中
に
要
因
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
作
品
内
世
界
に
描
か
れ
る
登
場
人
物
と
の
対
比
、
末
摘
花
を
取
り
巻
く
他
者
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
、
末
摘
花
の
描
か
れ
方

の
相
違
の
要
因
を
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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二
、
女
房
に
対
す
る
末
摘
花
の
態
度
の
変
貌

　
作
品
内
世
界
に
描
か
れ
る
登
場
人
物
と
の
対
比
、
末
摘
花
を
取
り
巻
く
他
者
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
時
、
果
た
し
て
二
巻
間
で

末
摘
花
の
描
か
れ
方
に
相
違
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
末
摘
花
が
一
番
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
た
常
陸
宮
邸
の
女
房
と
の
関
係
か
ら
、
末
摘
花
の
他

者
と
の
関
わ
り
方
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
ω
　
「
末
摘
花
」
巻
－
女
房
に
従
順
な
末
摘
花

　
源
氏
は
、
自
分
の
乳
母
子
で
あ
る
大
輔
命
婦
を
仲
立
ち
に
し
て
末
摘
花
と
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
や
っ
と
の
思
い
で
契
り
を
交
わ
し
た

も
の
の
、
源
氏
は
末
摘
花
を
物
足
り
な
く
思
う
気
持
ち
か
ら
、
末
摘
花
と
一
緒
に
過
ご
す
夜
を
非
常
に
長
い
も
の
と
感
じ
て
い
た
。

　
　
　
か
ら
う
じ
て
明
け
ぬ
る
気
色
な
れ
ば
、
格
子
手
つ
か
ら
上
げ
た
ま
ひ
て
、
前
の
前
栽
の
雪
を
見
た
ま
ふ
。
踏
み
あ
け
た
る
跡
も
な
く
、

　
　
は
る
ば
る
と
荒
れ
わ
た
り
て
、
い
み
じ
う
淋
し
げ
な
る
に
、
ふ
り
出
で
て
行
か
む
こ
と
も
あ
は
れ
に
て
、
「
を
か
し
き
ほ
ど
の
空
も
見
た

　
　
ま
へ
。
つ
き
せ
ぬ
御
心
の
隔
て
こ
そ
わ
り
な
け
れ
」
と
恨
み
き
こ
え
た
ま
ふ
。
ま
だ
ほ
の
暗
け
れ
ど
、
雪
の
光
に
、
い
と
ど
き
よ
ら
に
若

　
　
う
見
え
た
ま
ふ
を
、
老
人
ど
も
笑
み
さ
か
え
て
見
た
て
ま
つ
る
。
「
は
や
出
で
さ
せ
た
ま
へ
。
あ
ぢ
き
な
し
」
「
心
う
つ
く
し
き
こ
そ
」
な

　　

ﾇ
教
へ
き
・
ゆ
れ
ば
、
さ
す
が
に
、
人
の
聞
・
ゆ
・
・
と
を
、
え
い
な
び
た
ま
は
ぬ
御
心
に
て
、
と
か
う
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
、
ゐ
ゴ
出

　
　
で
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
末
摘
花
」
巻
①
三
六
五
頁
）

　
源
氏
は
、
い
つ
ま
で
も
自
分
に
打
ち
解
け
な
い
末
摘
花
に
恨
み
言
を
言
う
。
末
摘
花
は
、
引
っ
込
み
思
案
で
恥
ず
か
し
が
り
屋
で
あ
る
。
女

房
た
ち
は
、
そ
の
末
摘
花
に
源
氏
の
側
へ
出
て
く
る
よ
う
に
進
言
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
末
摘
花
は
「
人
の
聞
こ
ゆ
る
こ
と
を
、
え
い
な
び
た

ま
は
ぬ
御
心
」
の
持
ち
主
で
あ
る
か
ら
、
部
屋
の
奥
か
ら
い
ざ
り
出
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
引
っ
込
み
思
案
の
末
摘
花
は
、
源
氏
の
側
に

行
く
の
は
恥
ず
か
し
い
の
だ
が
、
女
房
た
ち
の
勧
め
に
は
逆
ら
え
な
い
。
こ
こ
に
は
、
自
分
の
意
に
は
反
す
る
の
だ
が
、
女
房
た
ち
の
意
見
に
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・
は
逆
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い
末
摘
花
の
性
格
が
現
わ
れ
て
い
る
。
末
摘
花
は
、
女
房
の
進
言
を
拒
め
な
い
従
順
な
性
格
の
持
ち
主
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
②
　
「
蓬
生
」
巻
－
女
房
に
対
抗
す
る
末
摘
花

　
常
陸
宮
死
後
の
宮
家
は
、
心
細
い
暮
ら
し
で
は
あ
っ
た
が
、
思
い
も
か
け
ず
末
摘
花
が
源
氏
の
寵
愛
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
暮
ら
し
向
き
は

好
転
し
た
。
そ
の
後
源
氏
が
都
を
追
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
活
の
援
助
が
途
絶
え
、
常
陸
宮
家
は
困
窮
の
一
途
を
辿
る
。
元
か
ら
荒
れ
て
い
た

邸
の
内
に
は
狐
や
臭
が
住
み
つ
き
、
木
霊
な
ど
も
出
没
す
る
。
そ
こ
で
、
宮
家
の
女
房
た
ち
は
、
我
慢
し
き
れ
ず
に
末
摘
花
に
進
言
す
る
。

　
　
　
ま
れ
ま
れ
残
り
て
さ
ぶ
ら
ふ
人
は
、
「
な
ほ
い
と
わ
り
な
し
。
こ
の
受
領
ど
も
の
、
お
も
し
ろ
き
家
造
り
好
む
が
、
こ
の
宮
の
木
立
を

　
　
心
に
つ
け
て
、
放
ち
た
ま
は
せ
て
む
や
と
、
ほ
と
り
に
つ
き
て
、
案
内
し
申
さ
す
る
を
、
さ
や
う
に
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
と
か
う
も
の

　
　
恐
ろ
し
か
ら
ぬ
御
住
ま
ひ
に
、
思
し
移
ろ
は
な
む
。
立
ち
と
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
人
も
、
い
と
た
へ
が
た
し
」
な
ど
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
「
あ
な
い

み
じ
や
。
人
の
聞
き
思
は
む
こ
と
も
あ
り
。
生
け
る
世
に
、
し
か
な
ご
り
な
き
わ
ざ
は
い
か
が
せ
む
。
か
く
恐
ろ
し
げ
に
荒
れ
は
て
ぬ
れ

　
　
ど
、
親
の
御
影
と
ま
り
た
る
心
地
す
る
古
き
住
み
処
と
思
ふ
に
慰
み
て
こ
そ
あ
れ
」
と
、
う
ち
泣
き
つ
つ
、
思
し
も
か
け
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
蓬
生
」
巻
　
②
三
一
七
頁
）

　
女
房
た
ち
は
、
邸
を
受
領
に
売
却
し
、
そ
れ
を
元
手
に
住
ま
い
を
移
る
よ
う
末
摘
花
に
進
言
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
聞
い
た
末
摘
花
は
、

世
間
体
を
揮
り
、
親
の
名
残
の
残
る
邸
を
出
る
こ
と
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。

　
邸
を
売
却
す
る
許
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
女
房
た
ち
は
、
次
に
常
陸
宮
が
残
し
た
調
度
品
を
売
り
渡
し
て
生
計
を
立
て
直
そ
う
と

す
る
が
、
こ
れ
も
末
摘
花
の
許
し
は
得
ら
れ
な
い
。

　
　
　
御
調
度
ど
も
も
、
い
と
古
代
に
馴
れ
た
る
が
昔
様
に
て
う
る
は
し
き
を
、
な
ま
物
ゆ
ゑ
知
ら
む
と
思
へ
る
人
、
さ
る
も
の
要
じ
て
、
わ

　
　
ざ
と
そ
の
人
か
の
人
に
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
、
と
た
つ
ね
聞
き
て
案
内
す
る
も
、
お
の
つ
か
ら
か
か
る
貧
し
き
あ
た
り
と
思
ひ
侮
づ
り
て
言

　
　
ひ
来
る
を
、
例
の
女
ば
ら
、
「
い
か
が
は
せ
ん
。
そ
こ
そ
は
世
の
常
の
こ
と
」
と
て
、
取
り
紛
は
し
つ
つ
、
目
に
近
き
今
日
明
日
の
見
苦
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し
さ
を
つ
く
ろ
は
ん
と
す
る
時
も
あ
る
を
、
い
み
じ
う
諌
め
た
ま
ひ
て
、
「
見
よ
と
思
ひ
た
ま
ひ
て
こ
そ
、
し
お
か
せ
た
ま
ひ
け
め
。
な

　
　
ど
て
か
か
ろ
が
う
し
き
人
の
家
の
飾
と
は
な
さ
む
。
亡
き
人
の
御
本
意
違
は
む
が
あ
は
れ
な
る
こ
と
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
さ
る
わ
ざ
は
せ

　
　
さ
せ
た
ま
は
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
蓬
生
」
巻
　
②
三
一
八
頁
）

　
世
間
で
は
、
家
が
困
窮
し
た
と
き
に
調
度
品
を
処
分
な
ど
し
て
生
活
費
に
当
て
る
こ
と
は
普
通
の
こ
と
だ
と
し
て
説
得
す
る
女
房
に
対
し
、

末
摘
花
は
主
人
と
し
て
女
房
を
厳
し
く
諌
め
、
自
己
の
意
志
を
貫
い
て
い
る
。
末
摘
花
の
意
志
と
は
、
故
常
陸
宮
の
遺
志
を
守
り
続
け
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
蓬
生
」
巻
に
お
い
て
、
末
摘
花
は
、
自
己
の
意
に
反
し
た
女
房
の
進
言
を
退
け
、
厳
し
く
諌
め
る
こ
と
の
で
き
る
自
立

性
・
主
体
性
を
持
っ
た
主
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
末
摘
花
」
巻
と
「
蓬
生
」
巻
の
両
巻
に
お
い
て
、
女
房
に
対
す
る
末
摘
花
の
相
貌
は
、
対
照
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
異
な
っ
た
描

か
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
。
「
末
摘
花
」
巻
の
末
摘
花
は
女
房
に
対
し
て
従
順
で
、
末
摘
花
の
行
動
の
基
準
は
自
己
の
意
志
で
は
な
く
女
房
の
進

言
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
蓬
生
」
巻
の
末
摘
花
の
行
動
の
基
準
は
自
己
の
意
志
で
あ
り
、
自
己
の
意
に
反
す
る
女
房
に
対
し
て
は
厳
し
く
諌

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
他
者
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
て
も
、
二
巻
間
に
お
け
る
末
摘
花
の
描
か
れ
方
に
は
変
化
が
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
一
体
こ
の
変
化
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
末
摘
花
と
女
房
と
の
関
係
の
変
化
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ま
た
、

そ
れ
が
末
摘
花
の
一
個
の
人
間
と
し
て
の
一
貫
性
の
有
無
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
、
次
に
探
っ
て
み
た
い
。
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三
、
常
陸
宮
家
の
女
房
た
ち
1
老
女
房
の
特
異
性

　
末
摘
花
と
常
陸
宮
邸
の
女
房
た
ち
と
の
関
係
性
を
見
て
い
く
に
あ
た
り
、
常
に
末
摘
花
の
傍
ら
に
あ
っ
て
、

続
け
た
彼
女
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
確
認
し
た
い
。

常
陸
宮
家
の
女
房
と
し
て
仕
え



　
ま
ず
「
末
摘
花
」
巻
に
初
め
て
登
場
す
る
女
房
は
、
大
輔
命
婦
で
あ
る
。
源
氏
は
惟
光
の
母
で
あ
る
大
弐
乳
母
を
最
も
大
事
に
思
っ
て
い
た

が
、
そ
の
「
大
弐
の
さ
し
つ
ぎ
に
お
ぼ
い
た
る
」
（
「
末
摘
花
」
巻
　
三
四
〇
頁
）
左
衛
門
の
乳
母
と
い
う
乳
母
が
い
た
。
左
衛
門
の
乳
母
に
は

大
輔
命
婦
と
い
う
宮
中
に
出
仕
す
る
娘
が
お
り
、
こ
の
大
輔
命
婦
が
常
陸
宮
家
に
親
し
く
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
源
氏
は
末
摘
花
と
出

会
う
に
至
る
。

　
大
輔
命
婦
は
、
末
摘
花
の
気
性
や
容
貌
な
ど
を
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
末
摘
花
の
そ
ば
近
く
に
仕
え
る
女
房
で
は
な
か
っ

た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
彼
女
は
源
氏
と
の
取
次
の
役
割
を
持
つ
「
末
摘
花
」
巻
で
活
躍
す
る
も
の
の
、
「
蓬
生
」
の
巻
に
は
も
は
や
登
場
し
な
い
。

従
っ
て
両
巻
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
不
要
な
人
物
で
あ
る
。

　
ま
た
、
末
摘
花
の
乳
母
子
と
し
て
侍
従
と
い
う
「
は
や
り
か
な
る
若
人
」
二
末
摘
花
」
巻
　
三
五
七
頁
）
が
登
場
す
る
。
侍
従
は
常
陸
宮
邸

だ
け
で
な
く
斎
院
に
も
勤
め
に
出
て
い
る
た
め
、
源
氏
の
来
訪
の
折
な
ど
の
大
事
に
宮
家
を
不
在
に
す
る
女
房
で
あ
る
。
斎
院
の
死
後
は
末
摘

花
の
叔
母
の
も
と
に
も
出
入
り
し
、
叔
母
の
夫
が
太
宰
大
弐
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
、
末
摘
花
と
離
れ
、
叔
母
と
共
に
都
を
出
る
。
主
人
を
捨
て
る
、

主
人
を
見
限
る
乳
母
子
と
し
て
描
か
れ
る
女
房
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
常
陸
宮
邸
に
は
、
複
数
の
老
女
房
が
い
た
（
「
老
人
ど
も
」
1
「
末
摘
花
」
巻
　
三
六
五
頁
・
「
ね
び
人
ど
も
」
－
「
末
摘
花
」

巻
　
三
七
六
頁
な
ど
）
。
乳
母
子
の
侍
従
が
末
摘
花
の
も
と
を
離
れ
都
を
出
た
の
に
対
比
す
る
形
で
、
末
摘
花
と
離
れ
ら
れ
な
い
老
女
房
が
描

か
れ
る
。

　
　
　
年
ご
ろ
、
わ
び
つ
つ
も
行
き
離
れ
ざ
り
つ
る
人
の
、
か
く
別
れ
ぬ
る
こ
と
を
、
い
と
心
細
う
思
す
に
、
世
に
用
ゐ
ら
る
ま
じ
き
老
人
さ

　
　
へ
、
「
い
で
や
、
こ
と
わ
り
ぞ
。
い
か
で
か
立
ち
と
ま
り
た
ま
は
む
。
我
ら
も
え
こ
そ
念
じ
は
つ
ま
じ
け
れ
」
と
、
お
の
が
身
々
に
つ
け

　
　
た
る
た
よ
り
ど
も
思
ひ
出
で
て
、
と
ま
る
ま
じ
う
思
へ
る
を
、
人
わ
ろ
く
聞
き
お
は
す
。
　
　
　
　
　
　
（
「
蓬
生
」
巻
　
②
三
三
二
頁
）

　
こ
の
場
面
は
、
他
に
行
き
場
所
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
叔
母
の
誘
い
を
断
り
、
そ
の
た
め
に
侍
従
も
去
っ
て
い
っ
た
後
の
末
摘
花
の
心
境

を
描
い
て
い
る
。
末
摘
花
は
、
乳
母
子
の
侍
従
が
去
っ
た
こ
と
を
心
細
く
思
う
。
し
か
し
末
摘
花
の
心
境
の
中
心
は
、
「
世
に
用
ゐ
ら
る
ま
じ
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き
老
人
」
ま
で
も
が
自
分
の
も
と
を
去
ろ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
置
か
れ
る
。
何
の
役
に
も
立
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
他
に
行
き
場
所
も
な
い

は
ず
の
老
女
房
が
去
っ
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
末
摘
花
に
と
っ
て
、
侍
従
が
去
っ
た
こ
と
よ
り
も
つ
ら
い
の
で
あ
る
。
他
に
行
き
場
所
の

な
い
末
摘
花
と
、
彼
女
同
様
、
行
き
場
所
を
持
た
な
い
老
女
房
。
両
者
は
、
常
陸
宮
邸
と
い
う
場
所
で
し
か
存
在
を
認
め
ら
れ
な
い
点
に
お
い

て
共
通
性
を
有
す
る
。
そ
し
て
末
摘
花
自
身
も
、
自
分
と
運
命
を
共
に
す
る
人
物
は
老
女
房
だ
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
常
陸
宮
家
の
老
女
房
は
、
女
主
人
末
摘
花
の
運
命
共
同
体
と
し
て
常
に
近
侍
す
る
女
房
集
団
の
中
核
的
存
在
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
末
摘
花
に
と
っ
て
そ
れ
は
最
も
身
近
な
存
在
で
は
あ
り
な
が
ら
、
所
詮
は
〈
他
者
〉
で
あ
る
。
一
般
に
二
者
の
比
較
の
出
発
点
は
、
両
者

の
持
つ
共
通
点
に
あ
る
が
、
運
命
共
同
体
と
し
て
の
共
通
性
を
基
盤
に
、
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

四
、
末
摘
花
と
老
女
一
房
1
一
体
化
と
対
照
化
の
構
造
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ω
　
「
末
摘
花
」
巻
の
場
合
ー
末
摘
花
と
老
女
房
の
一
体
化

　
「
末
摘
花
」
巻
で
は
、
末
摘
花
が
源
氏
に
そ
の
容
貌
を
表
出
す
る
ま
で
に
か
な
り
の
時
間
を
要
し
て
い
る
。
老
女
房
は
巻
の
初
め
か
ら
登
場

し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
源
氏
が
末
摘
花
と
い
う
女
君
の
核
心
部
分
に
迫
る
段
階
、
つ
ま
り
末
摘
花
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
直
前
に
初
め
て

登
場
す
る
。
隠
さ
れ
て
い
た
末
摘
花
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
、
そ
こ
で
老
女
房
が
初
め
て
登
場
す
る
こ
と
は
大
い
に
関
係
が
あ
る
。

具
体
的
に
そ
の
場
面
を
見
て
い
き
た
い
。

　
末
摘
花
と
一
晩
を
共
に
し
た
源
氏
は
、
手
探
り
と
い
う
手
段
で
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
末
摘
花
の
垣
間
見
に
期
待
を
か
け
る
。
が
、

末
摘
花
の
代
わ
り
に
源
氏
が
見
た
も
の
は
老
女
房
の
局
で
あ
っ
た
。
老
女
房
の
局
の
様
子
は
、
源
氏
の
目
を
通
し
て
細
密
に
描
か
れ
る
。

　
　
　
几
帳
な
ど
、
い
た
く
そ
こ
な
は
れ
た
る
も
の
か
ら
、
年
経
に
け
る
立
処
変
ら
ず
、
お
し
や
り
な
ど
乱
れ
ね
ば
、
心
も
と
な
く
て
、
御
達

四
五
人
ゐ
た
り
。
御
台
、
秘
色
や
う
の
唐
土
の
も
の
な
れ
ど
、
人
わ
ろ
き
に
、
何
の
く
さ
は
ひ
も
な
く
あ
は
れ
げ
な
る
、
ま
か
で
て
人
々



　
　
食
ふ
。
隅
の
間
ば
か
り
に
ぞ
、
い
と
寒
げ
な
る
女
ば
ら
、
白
き
衣
の
い
ひ
し
ら
ず
煤
け
た
る
に
、
き
た
な
げ
な
る
摺
ひ
き
結
ひ
つ
け
た
る

　
　
腰
つ
き
、
か
た
く
な
し
げ
な
り
。
さ
す
が
に
櫛
お
し
た
れ
て
さ
し
た
る
額
つ
き
、
内
教
坊
、
内
侍
所
の
ほ
ど
に
、
か
か
る
者
ど
も
あ
る
は

　
　
や
と
、
を
か
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
末
摘
花
」
巻
①
三
六
一
二
頁
）

　
ま
ず
源
氏
が
見
た
も
の
は
、
「
い
た
く
そ
こ
な
は
れ
た
る
」
几
帳
や
「
秘
色
や
う
の
唐
土
の
も
の
な
れ
ど
、
人
わ
ろ
き
」
御
台
と
い
っ
た
老

女
房
の
局
の
調
度
品
の
類
で
あ
る
。
次
に
源
氏
の
視
線
は
、
こ
の
よ
う
な
古
び
た
調
度
品
を
使
っ
て
食
事
を
し
て
い
る
老
女
房
の
衣
裳
に
移
行

す
る
。
「
白
き
衣
の
い
ひ
し
ら
ず
煤
け
た
る
」
も
の
や
、
「
き
た
な
げ
な
る
摺
」
と
い
う
使
い
込
ん
で
古
び
た
衣
裳
を
着
た
老
女
房
の
腰
つ
き
、

「
櫛
お
し
た
れ
て
さ
し
た
る
」
額
つ
き
、
と
い
う
順
に
老
女
房
の
生
活
空
間
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
局
の
様
子
か
ら
調
度
品
、
女
房
の
衣
裳
、

髪
型
と
い
う
よ
う
に
、
視
点
が
老
女
房
に
至
る
ま
で
に
、
周
辺
の
様
子
か
ら
順
々
に
迫
り
、
核
心
部
で
あ
る
老
女
房
を
そ
の
中
心
に
据
え
る
と

い
う
構
図
を
辿
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
最
終
的
な
核
心
部
は
末
摘
花
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
）
。
ま
た
、
老
女
房
に
到

達
す
る
ま
で
の
見
窄
ら
し
い
周
辺
の
様
子
は
、
見
苦
し
い
老
女
房
の
容
貌
を
よ
り
一
層
強
調
す
る
モ
ノ
の
集
合
体
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い

る
と
も
い
え
る
。

　
源
氏
は
、
局
に
控
え
る
老
女
房
を
見
て
、
「
か
け
て
も
、
人
の
あ
た
り
に
近
う
ふ
る
ま
ふ
者
と
も
知
り
た
ま
は
ざ
り
け
り
」
（
「
末
摘
花
」
巻

①
三
⊥
ハ
三
頁
）
と
驚
き
、
幻
滅
し
て
そ
の
場
を
立
ち
去
る
。
こ
の
よ
う
に
古
び
て
体
裁
の
整
わ
ぬ
女
房
が
、
王
族
の
姫
君
の
側
近
く
仕
え
て
い

る
こ
と
に
幻
滅
し
た
の
で
あ
る
。
源
氏
の
幻
滅
は
、
老
女
房
に
向
け
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
召
し
使
う
側
で
あ
る
末
摘
花
に
も
向
け
ら
れ
る
。

末
摘
花
を
垣
間
見
し
よ
う
と
し
た
源
氏
は
、
末
摘
花
で
は
な
く
老
女
房
を
見
る
が
、
し
か
し
結
果
と
し
て
、
老
女
房
に
対
す
る
源
氏
の
評
価
は

末
摘
花
に
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
描
か
れ
る
老
女
房
に
よ
り
、
描
か
れ
て
い
な
い
末
摘
花
が
評
価
さ
れ
る
と
い
う
、
老
女
房
と
末
摘
花
の

表
と
裏
で
一
体
化
し
た
人
物
関
係
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
老
女
房
を
垣
間
見
し
た
後
、
源
氏
は
末
摘
花
と
一
夜
を
共
に
す
る
。
翌
朝
、
源
氏
は
格
子
を
自
分
で
上
げ
、
末
摘
花
に
一
緒
に
空
を
見
よ
う

と
勧
め
る
。
源
氏
が
「
雪
の
光
に
、
い
と
ど
き
よ
ら
に
若
う
見
え
た
ま
ふ
」
（
「
末
摘
花
」
巻
①
三
六
五
頁
）
の
を
、
老
女
房
た
ち
は
「
笑
み
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さ
か
え
て
」
（
「
末
摘
花
」
巻
①
三
六
五
頁
）
見
、
末
摘
花
に
源
氏
の
側
に
い
ざ
り
出
る
よ
う
勧
め
る
。
こ
の
早
朝
の
場
面
で
、
源
氏
・
末
摘

花
・
老
女
房
の
三
人
の
人
物
配
置
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
源
氏
が
格
子
の
近
く
に
、
末
摘
花
は
源
氏
か
ら
離
れ
て
、
お
そ
ら
く
几
帳
な
ど
に
隠

れ
、
部
屋
の
奥
に
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
老
女
房
は
、
格
子
の
近
く
の
源
氏
と
、
几
帳
の
奥
の
末
摘
花
の
間
を
取
り
持
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
三
人
の
位
置
関
係
は
部
屋
の
奥
か
ら
末
摘
花
、
老
女
房
、
源
氏
で
あ
ろ
う
。
雪
の
光
に
映
え
た
源
氏
は
、
老
女
房
の
位
置
か
ら
は
見

え
た
が
、
部
屋
の
奥
の
末
摘
花
に
は
お
そ
ら
く
見
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
雪
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
源
氏
の
理
想
的
な
美
し
さ
を
、
末
摘
花
が
見

て
い
な
い
代
わ
り
に
老
女
房
が
見
、
そ
の
姿
に
見
惚
れ
て
い
る
。
末
摘
花
が
見
る
べ
き
夫
の
姿
、
末
摘
花
が
感
動
す
る
は
ず
の
源
氏
の
美
し
さ

を
、
末
摘
花
で
は
な
く
老
女
房
が
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
末
摘
花
の
代
わ
り
に
源
氏
を
眺
め
る
老
女
房
は
、
末
摘
花
の
身
代
わ
り
と

い
え
よ
う
。
老
女
房
は
末
摘
花
の
身
代
わ
り
を
務
め
得
る
こ
と
で
、
末
摘
花
と
一
体
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
早
朝
、
源
氏
は
末
摘
花
の
容
貌
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
源
氏
に
見
惚
れ
て
い
る
老
女
房
が
「
は
や
出
で
さ
せ
た
ま
へ
。
」
二
末
摘
花
」

巻
①
三
六
五
頁
）
と
末
摘
花
に
進
言
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
末
摘
花
は
部
屋
の
奥
か
ら
雪
の
光
差
し
込
む
源
氏
の
側
へ
い
ざ
り
出
た
か
ら
で

あ
る
。
今
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
醜
女
末
摘
花
を
源
氏
の
前
に
さ
ら
し
た
の
は
、
老
女
房
の
進
言
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
老
女
房
の
一
言
が

醜
女
を
導
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
醜
女
末
摘
花
を
導
く
人
物
は
、
老
女
房
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
日
の
宵
の
垣
間
見
か
ら
始
ま
っ
た
源
氏
の
訪
問
は
、
こ
れ
ま
で
隠
さ
れ
続
け
た
末
摘
花
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
早
朝
で
終
わ
る
。
源

氏
の
こ
の
日
の
訪
問
に
は
、
始
め
に
「
見
て
し
が
な
」
（
「
末
摘
花
」
巻
　
①
三
六
三
頁
）
と
い
う
明
確
な
目
的
が
あ
っ
た
。
宵
の
垣
間
見
も
、

こ
の
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
目
的
は
、
早
朝
末
摘
花
が
容
貌
を
現
わ
し
達
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
末
摘
花
は
突
然
早
朝
に
姿

を
現
わ
し
た
の
で
は
な
く
、
前
日
の
宵
か
ら
徐
々
に
そ
の
容
貌
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
よ
う
。
前
日
の
垣
間
見
で
は
、
局
の
様
子
、
調
度
品
、

衣
裳
、
髪
型
の
順
に
、
周
辺
の
も
の
か
ら
徐
々
に
中
心
に
据
え
ら
れ
た
老
女
房
に
向
か
っ
て
視
点
が
移
動
し
て
い
た
。
そ
れ
が
翌
朝
に
な
り
、

最
終
的
な
核
心
部
分
で
あ
る
末
摘
花
に
帰
着
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
末
摘
花
が
老
女
房
に
導
か
れ
て
源
氏
に
醜
女
を
さ
ら
し
た
の
は
至
極

当
然
の
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
前
日
の
古
び
た
調
度
品
や
衣
裳
、
老
女
房
の
見
苦
し
い
姿
は
、
す
べ
て
翌
日
の
末
摘
花
の
醜
い
容
貌
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に
繋
が
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
末
摘
花
と
一
体
化
す
る
老
女
房
は
、
そ
の
直
後
に
も
見
ら
れ
る
。
年
の
暮
れ
に
、
末
摘
花
か
ら
送
ら
れ
た
装
束
と
和
歌
に
対
す
る
源
氏
の
返

歌
を
、
常
陸
宮
邸
で
は
老
女
房
が
集
ま
っ
て
見
る
場
面
が
あ
る
。

　
　
　
御
返
り
奉
り
た
れ
ば
、
宮
に
は
女
房
つ
ど
ひ
て
見
め
で
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
末
摘
花
」
巻
　
①
三
七
五
頁
）

　
こ
の
一
文
の
な
か
に
末
摘
花
は
不
在
で
あ
る
。
代
わ
り
に
老
女
房
が
源
氏
の
和
歌
を
見
て
感
心
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
源
氏
の
返
事

を
末
摘
花
が
見
て
い
な
い
わ
け
は
な
く
、
「
女
房
つ
ど
ひ
て
見
め
で
け
り
。
」
と
い
う
描
か
れ
た
一
文
の
内
側
に
源
氏
の
返
事
を
見
て
い
る
描
か

れ
な
い
末
摘
花
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
老
女
房
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
描
か
れ
て
い
な
い
末
摘
花
も
周
知
の
こ
と
と
し
て
読
み
手
に
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
描
か
れ
る
老
女
房
と
描
か
れ
な
い
末
摘
花
と
い
う
、
表
と
裏
で
一
体
化
し
た
人
物
関
係
が
表
わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
末
摘
花
が
源
氏
に
送
っ
た
装
束
と
和
歌
は
、
全
く
時
代
遅
れ
で
趣
味
が
悪
く
、
源
氏
を
呆
れ
さ
せ
た
。
し
か
し
、
常
陸

宮
邸
の
老
女
房
た
ち
は
、
末
摘
花
の
贈
り
物
が
時
代
遅
れ
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
。

　
　
　
「
か
れ
は
た
、
紅
の
お
も
お
も
し
か
り
し
を
や
。
さ
り
と
も
消
え
じ
」
と
ね
び
人
ど
も
は
定
む
る
。
「
御
歌
も
、
こ
れ
よ
り
の
は
、
こ
と

　
　
わ
り
に
聞
こ
え
て
し
た
た
か
に
こ
そ
あ
れ
、
御
返
り
は
、
た
だ
を
か
し
き
方
に
こ
そ
」
な
ど
、
口
々
に
三
口
ふ
。
姫
君
も
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら

　
　
で
し
出
で
た
ま
ひ
つ
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
物
に
書
き
つ
け
て
お
き
た
ま
へ
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
「
末
摘
花
」
巻
①
三
七
六
頁
）

　
こ
の
老
女
房
の
発
言
か
ら
、
老
女
房
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
価
値
観
に
自
信
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
末
摘
花
の
贈
り
物

に
も
、
老
女
房
の
意
見
は
多
分
に
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
老
女
房
の
自
信
を
持
っ
た
価
値
観
に
促
さ
れ
る
形
で
、
末
摘
花
は

自
作
の
和
歌
を
書
き
付
け
る
。
こ
れ
は
、
老
女
房
と
同
様
に
自
身
の
価
値
観
を
肯
定
す
る
末
摘
花
の
行
為
と
受
け
取
れ
る
。
従
っ
て
、
末
摘
花

と
老
女
房
は
、
同
じ
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
②
　
「
蓬
生
」
巻
の
場
合
－
末
摘
花
と
老
女
房
の
対
照
化

　
源
氏
の
須
磨
諦
居
に
よ
り
、
「
蓬
生
」
巻
で
常
陸
宮
家
は
存
亡
の
危
機
に
陥
る
。
宮
家
を
襲
っ
た
非
常
事
態
は
、
一
体
化
し
て
い
た
末
摘
花
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と
老
女
房
の
関
係
性
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　
常
陸
宮
邸
の
荒
廃
は
、
常
陸
宮
家
の
存
亡
の
危
機
の
象
徴
と
し
て
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
中
の
一
場
面
を
見
て
み
た
い
。

　
八
月
、
野
分
荒
か
り
し
年
、
廊
ど
も
も
倒
れ
伏
し
、
下
の
屋
ど
も
の
、

ち
と
ま
る
下
衆
だ
に
な
し
。
（
中
略
）
か
く
い
み
じ
き
野
ら
藪
な
れ
ど
も
、

は
か
な
き
板
葺
な
り
し
な
ど
は
骨
の
み
わ
つ
か
に
残
り
て
、
立

さ
す
が
に
寝
殿
の
内
ば
か
り
は
あ
り
し
御
し
つ
ら
ひ
変
ら
ず
。

　
　
つ
や
や
か
に
掻
い
掃
き
な
ど
す
る
人
も
な
し
、
塵
は
積
れ
ど
、
紛
る
る
こ
と
な
き
う
る
は
し
き
御
住
ま
ひ
に
て
、
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
蓬
生
」
巻
②
三
二
〇
頁
）

　
こ
の
場
面
の
前
半
部
は
、
使
用
人
の
住
ま
い
で
あ
る
「
下
の
屋
」
の
荒
廃
ぶ
り
を
描
き
、
後
半
部
は
、
末
摘
花
の
住
ま
い
で
あ
る
「
寝
殿
」

の
不
変
を
描
い
て
い
る
。
荒
れ
ま
さ
る
「
下
の
屋
」
の
変
化
と
「
寝
殿
」
の
不
変
は
、
対
比
の
形
式
で
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
人
で
あ
る
使

用
人
と
末
摘
花
を
も
対
比
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
末
摘
花
」
巻
で
は
、
古
び
た
貧
し
い
老
女
房
の
局
の
様
子
は
、
老
女
房
と
一
体
化
す
る
末
摘
花
の
特
質
に
直
結
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
「
蓬

生
」
巻
で
は
、
荒
廃
し
た
使
用
人
の
部
屋
は
、
末
摘
花
の
特
質
に
直
結
し
な
い
。
さ
ら
に
、
使
用
人
の
部
屋
に
対
す
る
不
変
の
寝
殿
が
描
か
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
使
用
人
と
は
対
照
的
な
末
摘
花
の
独
自
性
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
「
末
摘
花
」
巻
の
よ
う
な
老
女
房
と
末
摘

花
の
一
体
化
の
関
係
は
な
く
、
両
者
の
住
ま
い
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
よ
り
、
女
房
を
含
め
た
使
用
人
と
末
摘
花
の
対
照
化
が
は
か
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
源
氏
の
訪
れ
が
途
絶
え
た
末
摘
花
に
、
叔
母
が
西
国
行
き
を
勧
め
に
や
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
、
叔
母
の
勧
め
に
対
し
て
、
末
摘
花
と
老
女
房

の
対
応
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
「
な
ほ
思
ほ
し
た
ち
ね
。
世
の
う
き
時
は
見
え
ぬ
山
路
を
こ
そ
は
尋
ぬ
な
れ
。
田
舎
な
ど
は
む
つ
か
し
き
も
の
と
思
し
や
る
ら
め
ど
、

　
　
ひ
た
ぶ
る
に
人
わ
ろ
げ
に
は
、
よ
も
も
て
な
し
き
こ
え
じ
」
な
ど
、
い
と
言
よ
く
言
へ
ば
、
む
げ
に
屈
じ
に
た
る
女
ば
ら
、
「
さ
も
な
び

　
　
き
た
ま
は
な
む
。
た
け
き
こ
と
も
あ
る
ま
じ
き
御
身
を
、
い
か
に
思
し
て
、
か
く
立
て
た
る
御
心
な
ら
む
」
と
、
も
ど
き
つ
ぶ
や
く
。
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（
「
蓬
生
」
巻
②
三
二
五
頁
）

　
こ
の
場
面
に
末
摘
花
は
不
在
で
あ
る
。
末
摘
花
に
向
け
ら
れ
た
「
い
と
言
よ
く
」
誘
い
出
そ
う
と
す
る
叔
母
の
甘
言
に
、
老
女
房
が
な
び
い

て
い
る
。
「
末
摘
花
」
巻
で
、
源
氏
の
返
事
を
老
女
房
が
見
て
い
た
場
面
に
は
、
描
か
れ
て
い
る
老
女
房
に
描
か
れ
な
い
末
摘
花
が
内
在
し
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
で
叔
母
の
誘
い
に
応
じ
た
老
女
房
の
背
後
に
、
末
摘
花
は
い
な
い
。
「
末
摘
花
」
巻
の
よ
う
に
、
末
摘
花
に
向
け

ら
れ
た
叔
母
の
誘
い
に
応
じ
た
老
女
房
が
描
か
れ
て
も
、
そ
れ
が
末
摘
花
の
承
諾
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
さ
も
な
び
き

た
ま
は
な
む
。
」
と
い
う
老
女
房
の
発
言
で
、
老
女
房
は
な
び
い
た
が
、
末
摘
花
は
依
然
と
し
て
叔
母
の
誘
い
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
老
女
房
の
発
言
は
、
老
女
房
の
意
志
の
表
明
と
同
時
に
、
老
女
房
と
は
対
照
的
な
末
摘
花
の
描
か
れ
な
い
意
志
を
も
表
わ
し
て
い
る
。
こ

こ
に
、
巧
み
な
言
葉
に
な
び
き
変
化
す
る
老
女
房
と
、
な
び
か
ず
に
不
変
を
貫
く
末
摘
花
と
の
対
照
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
末
摘
花
造
型
の
表
層
と
深
層
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常
陸
宮
邸
の
老
女
房
は
、
外
見
が
見
苦
し
く
、
趣
味
が
悪
い
。
調
度
品
や
衣
裳
な
ど
も
古
び
て
お
り
貧
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

「
末
摘
花
」
巻
で
、
こ
の
老
女
房
が
末
摘
花
と
一
体
化
す
る
。
末
摘
花
は
老
女
房
と
の
一
体
化
に
よ
り
、
老
女
房
の
特
質
を
自
己
の
特
質
に
転

化
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
末
摘
花
は
外
見
が
見
苦
し
く
、
貧
し
い
生
活
を
し
、
趣
味
が
悪
い
と
源
氏
に
笑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
「
末
摘
花
」
巻
で
は
、
同
じ
特
質
を
末
摘
花
と
老
女
房
と
い
う
二
種
類
の
人
物
が
共
有
し
て
お
り
、
二
種
類
の
人
物
が
人
物
造
型
上
同

じ
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
末
摘
花
と
老
女
房
、
二
種
類
の
人
物
の
脇
分
け
が
明
確
で
な
く
、
両
者
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
が

「
末
摘
花
」
巻
で
あ
る
。

　
「
末
摘
花
」
巻
の
老
女
房
の
部
屋
。
古
び
た
調
度
品
に
貧
し
い
食
事
、
そ
こ
に
い
る
見
窄
ら
し
い
老
女
房
は
、
末
摘
花
の
特
質
に
直
結
す
る

モ
ノ
の
集
合
体
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
蓬
生
」
巻
で
、
そ
の
老
女
房
の
部
屋
は
野
分
に
遭
遇
し
、
喪
失
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
調
度
品
や



老
女
房
と
い
う
、
末
摘
花
の
特
質
を
表
わ
し
て
い
た
集
合
体
が
、
無
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
蓬
生
」
巻
で
、
末
摘
花
は
、
自
身
を
造

型
し
て
い
た
集
合
体
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
末
摘
花
は
喪
失
の
代
償
に
、
今
度
は
「
う
る
は
し
き
」
寝
殿
を
獲
得
す
る
。
寝
殿
の
周

り
を
取
り
囲
む
「
廊
」
や
「
下
の
屋
」
は
崩
れ
て
無
く
な
り
、
中
心
の
寝
殿
の
み
が
変
わ
る
こ
と
な
く
残
る
。
つ
ま
り
、
末
摘
花
と
い
う
人
物

の
周
辺
を
取
り
囲
ん
で
い
た
老
女
房
の
属
性
・
表
層
が
剥
が
れ
て
無
く
な
り
、
末
摘
花
本
来
の
深
層
．
本
質
が
表
面
化
す
る
に
至
っ
た
と
い
え

る
。
末
摘
花
は
、
自
身
の
特
質
と
し
て
機
能
し
て
い
た
老
女
房
が
剥
が
さ
れ
捨
て
ら
れ
た
こ
と
で
、
初
め
て
本
質
を
表
面
化
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
末
摘
花
の
表
層
の
奥
に
隠
さ
れ
た
深
層
・
本
質
と
は
何
か
考
え
て
み
た
い
。
老
女
房
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
、
古
び
た
貧
し
い
生
活
様

式
、
趣
味
の
悪
さ
と
い
う
表
層
に
取
り
巻
か
れ
た
深
層
に
は
、
一
貫
し
て
変
化
を
好
ま
な
い
、
不
変
の
心
理
に
基
づ
く
信
念
が
根
付
い
て
い
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
十
六
段
に
、
家
運
の
傾
い
た
貴
族
の
話
が
あ
る
。

　
　
　
む
か
し
、
紀
の
有
常
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
三
代
の
み
か
ど
に
仕
う
ま
つ
り
て
、
時
に
あ
ひ
け
れ
ど
、
の
ち
は
世
か
は
り
時
う
つ
り
に

　
　
け
れ
ば
、
世
の
常
の
人
の
ご
と
も
あ
ら
ず
。
人
が
ら
は
、
心
う
つ
く
し
く
、
あ
て
は
か
な
る
こ
と
を
好
み
て
、
こ
と
人
に
も
に
ず
。
貧
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
く
経
て
も
、
な
ほ
、
む
か
し
よ
か
り
し
時
の
心
な
が
ら
、
世
の
常
の
こ
と
も
し
ら
ず
。
（
後
略
）
。

　
有
常
は
心
が
美
し
く
、
品
よ
く
優
雅
な
こ
と
を
好
む
人
柄
で
、
他
の
人
と
は
違
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
有
常
は
家
運
が
傾
き
没
落
し
て
も
、

他
の
人
の
よ
う
に
権
門
に
へ
つ
ら
い
奔
走
す
る
と
い
っ
た
「
世
の
常
の
こ
と
」
を
知
ら
な
い
の
で
、
貧
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。

有
常
が
「
世
の
常
の
こ
と
」
を
知
ら
な
い
の
は
、
「
心
う
つ
く
し
く
、
あ
て
は
か
な
る
こ
と
を
好
」
む
人
柄
で
「
む
か
し
よ
か
り
し
時
の
心
」

を
持
ち
続
け
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

　
末
摘
花
の
人
柄
も
「
ひ
た
ぶ
る
に
も
の
つ
つ
み
し
た
る
け
は
ひ
の
、
さ
す
が
に
あ
て
や
か
」
（
「
蓬
生
」
巻
　
三
四
二
頁
）
で
、
「
心
ば
へ
な
ど
、

は
た
、
埋
れ
い
た
き
ま
で
よ
く
お
は
す
る
御
あ
り
さ
ま
」
（
「
蓬
生
」
巻
　
三
四
四
頁
）
と
描
か
れ
る
。
末
摘
花
の
人
柄
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の

有
常
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
常
陸
宮
家
も
父
宮
の
死
後
、
没
落
し
生
活
は
貧
し
い
。
常
陸
宮
家
の
生
活
が
貧
し
い
の
は
、
有
常

同
様
、
末
摘
花
が
「
世
の
常
の
こ
と
」
を
知
ら
な
い
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
末
摘
花
が
「
世
の
常
の
こ
と
」
を
知
ら
な
い
の
は
、
や
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は
り
有
常
同
様
に
、
末
摘
花
も
変
わ
ら
な
い
心
を
持
つ
、
変
化
を
好
ま
な
い
性
格
だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
の
有
常
と
照
ら

し
合
わ
せ
る
と
、
貧
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
末
摘
花
の
深
層
に
、
不
変
を
大
事
と
す
る
隠
さ
れ
た
内
面
性
を
確
認
出
来
る
の
で
あ

る
。　

ま
た
、
末
摘
花
は
趣
味
が
悪
い
と
さ
れ
る
。
末
摘
花
の
趣
味
と
は
重
々
し
く
筋
目
の
正
し
い
も
の
を
よ
し
と
し
、
軽
妙
で
洒
落
た
も
の
を
よ

し
と
す
る
源
氏
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
末
摘
花
の
趣
味
は
一
時
代
前
の
美
意
識
、
つ
ま
り
時
代
遅
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
旧
来
の
美
意
識

を
尊
重
し
つ
づ
け
る
末
摘
花
は
、
古
の
も
の
を
大
事
と
す
る
姿
勢
に
貫
か
れ
、
こ
こ
に
も
不
変
を
大
事
と
す
る
末
摘
花
の
深
層
が
隠
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
。

　
「
蓬
生
」
巻
は
、
「
末
摘
花
」
巻
で
老
女
房
と
い
う
表
層
に
取
り
巻
か
れ
、
隠
さ
れ
て
い
た
末
摘
花
の
深
層
が
表
面
化
す
る
巻
で
あ
る
。
そ
の

ひ
と
つ
の
表
徴
と
し
て
、
「
蓬
生
」
巻
に
な
る
と
、
末
摘
花
の
特
徴
を
端
的
に
表
わ
す
語
で
あ
る
マ
つ
る
は
し
」
が
多
用
さ
麩
・
で
つ
る
は
し
」

は
、
「
平
安
時
代
以
後
の
和
文
脈
で
は
、
き
ち
ん
と
整
っ
て
い
る
、
礼
儀
正
し
い
と
い
う
意
味
を
濃
く
保
っ
て
い
た
語
」
で
、
「
相
手
の
精
神
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

行
動
が
き
ち
ん
と
し
て
い
る
の
意
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
「
う
る
は
し
」
が
、
「
末
摘
花
」
巻
に
は
一
例
も
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、

「
蓬
生
」
巻
で
は
四
例
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
に
全
用
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　
　
a
御
調
度
ど
も
も
、
い
と
古
代
に
馴
れ
た
る
が
昔
様
に
て
う
る
は
し
き
を
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
②
三
一
八
頁
）

　
　
b
う
る
は
し
き
紙
屋
紙
、
陸
奥
国
紙
な
ど
の
ふ
く
だ
め
る
に
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
②
三
二
一
頁
）

　
　
c
さ
す
が
に
寝
殿
の
内
ば
か
り
は
あ
り
し
御
し
つ
ら
ひ
変
ら
ず
…
…
紛
る
る
こ
と
な
き
う
る
は
し
き
御
住
ま
ひ
に
て
、
明
か
し
暮
ら
し
た

　
　
　
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
②
三
二
〇
頁
）

　
　
d
今
の
世
の
人
の
す
め
る
、
経
う
ち
諦
み
、
行
ひ
な
ど
い
ふ
こ
と
は
い
と
恥
つ
か
し
く
し
た
ま
ひ
て
、
見
た
て
ま
つ
る
人
も
な
け
れ
ど
、

　
　
　
数
珠
な
ど
取
り
寄
せ
た
ま
は
ず
。
か
や
う
に
う
る
は
し
く
そ
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
②
三
二
一
頁
）

　
a
．
b
は
、
末
摘
花
の
使
う
調
度
品
と
紙
に
対
し
て
、
c
は
末
摘
花
の
住
む
寝
殿
に
、
d
は
末
摘
花
自
身
に
そ
れ
ぞ
れ
「
う
る
は
し
」
が
用
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い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ど
の
よ
う
な
点
が
「
う
る
は
し
」
な
の
か
を
確
認
す
る
と
、
a
は
、
調
度
品
の
「
昔
様
」
な
点
が
「
う
る
は
し
」

く
、
b
は
、
「
ふ
く
だ
め
る
」
紙
の
状
態
、
即
ち
、
古
く
な
り
け
ば
立
っ
た
紙
が
、
c
は
、
部
屋
の
様
子
も
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
寝
殿
が
「
う

る
は
し
」
く
、
d
は
、
現
代
人
に
流
行
し
て
い
る
読
経
を
恥
ず
か
し
が
っ
て
や
ら
な
い
、
昔
の
人
間
で
あ
る
末
摘
花
に
対
し
て
「
う
る
は
し
」

が
使
わ
れ
る
。
「
う
る
は
し
」
が
用
い
ら
れ
る
状
況
に
共
通
す
る
も
の
は
、
対
象
が
、
古
か
ら
今
に
至
る
ま
で
変
わ
ら
ず
生
き
続
け
て
い
る
こ

と
に
あ
る
。
「
う
る
は
し
」
は
、
古
の
も
の
を
大
事
と
し
、
変
化
を
好
ま
な
い
深
層
が
表
面
化
し
た
末
摘
花
を
端
的
に
表
現
す
る
た
め
、
「
蓬
生
」

巻
で
初
め
て
使
わ
れ
た
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
「
う
る
は
し
」
と
い
う
語
が
、
末
摘
花
に
は
使
わ
れ
る
が
老
女
房
に
は
使
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
末
摘

花
」
巻
で
、
末
摘
花
と
老
女
房
の
造
型
に
は
明
確
な
違
い
は
な
く
、
渾
然
一
体
と
描
か
れ
て
い
た
の
を
、
「
蓬
生
」
巻
は
、
末
摘
花
に
「
う
る

は
し
」
を
用
い
老
女
房
に
用
い
な
い
こ
と
で
両
者
の
差
異
を
表
わ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
の
存
在
と
し
て
分
断
し
て
い
る
。
老
女
房
は
、
末
摘

花
の
表
層
の
部
分
と
は
明
確
な
差
異
が
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
深
層
の
内
面
性
に
お
い
て
は
、
や
は
り
同
一
人
物
た
り
得
な

い
。
末
摘
花
は
王
族
の
末
商
、
一
家
の
主
で
あ
り
、
老
女
房
は
彼
女
の
一
従
者
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
末
摘
花
」
「
蓬
生
」
両
巻
に
お
け
る
末
摘
花
の
一
個
の
人
間
と
し
て
の
一
貫
性
を
、
老
女
房
と
の
関
係
か
ら
分
析
し
た
。
結
論
と
し

て
、
末
摘
花
の
表
層
と
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
深
層
を
描
い
た
二
巻
間
に
、
末
摘
花
の
一
個
の
人
間
と
し
て
の
一
貫
性
は
貫
か
れ
て
お
り
、
山
本
利

達
氏
の
説
と
同
じ
く
、
末
摘
花
に
変
貌
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
山
本
氏
は
、
二
巻
間
の
変
化
を
「
語
り
手
の
姿
勢
乃
至
は
視
点
を
変
え
た
結

果
」
と
結
論
付
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
語
り
手
と
末
摘
花
と
の
距
離
が
変
化
し
た
結
果
、
つ
ま
り
、
作
品
内
世
界
の
外
側
に
位

置
す
る
語
り
手
と
、
作
品
内
世
界
の
登
場
人
物
で
あ
る
末
摘
花
と
の
間
の
遠
近
法
に
よ
る
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
対
し
て
、

本
稿
で
は
二
巻
間
の
変
化
を
、
女
主
人
公
で
あ
る
末
摘
花
と
脇
役
老
女
房
と
の
心
理
的
な
距
離
が
変
化
し
た
結
果
、
つ
ま
り
、
登
場
人
物
間
の

遠
近
法
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
山
本
氏
と
は
位
相
を
転
換
し
考
察
を
試
み
た
。
老
女
房
と
の
一
体
化
の
為
に
自
己
の
表
層
の
み
し
か
描
か
れ
な

い
末
摘
花
の
、
隠
さ
れ
た
内
面
性
を
表
に
打
ち
出
す
た
め
に
は
、
一
体
化
し
て
い
た
老
女
房
を
放
逐
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
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た
め
に
「
蓬
生
」
巻
で
は
、
末
摘
花
と
老
女
房
の
対
立
関
係
が
描
か
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
1
）

65432）　）　）　） ）

（
7
）

　
　
注

「
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
造
型
の
方
法
と
主
題
と
の
連
関
」
（
「
国
語
国
文
」
第
三
十
四
巻
四
号
　
昭
和
四
十
年
四
月
　
　
『
源
氏
物
語
の
方
法
』
所

収
）

「
末
摘
花
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
第
三
十
六
巻
五
号
　
昭
和
四
十
六
年
五
月
）

「
作
者
の
人
間
理
解
－
末
摘
花
を
中
心
に
ー
」
（
『
源
氏
物
語
の
探
求
』
第
十
輯
　
昭
和
六
十
年
十
月
）

引
用
は
す
べ
て
日
本
古
典
文
学
全
集
「
源
氏
物
語
」
小
学
館
に
よ
る
。
な
お
引
用
文
の
下
に
巻
名
と
巻
数
・
頁
数
を
記
し
た
。

日
本
古
典
文
学
全
集
『
伊
勢
物
語
』
小
学
館
、
一
四
七
頁
。

「
う
る
は
し
」
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
で
七
十
二
例
を
数
え
る
。
そ
の
う
ち
、
人
物
の
特
色
に
つ
な
が
る
形
で
用
い
ら
れ
る
「
う
る
は
し
」
は
、
五

十
例
で
あ
る
。
「
う
る
は
し
」
が
最
も
多
用
さ
れ
る
人
物
は
夕
霧
（
十
一
例
）
で
、
末
摘
花
は
夕
霧
に
次
い
で
多
い
（
七
例
）
。
末
摘
花
に
用
い
ら

れ
る
「
う
る
は
し
」
を
巻
別
に
見
る
と
、
「
蓬
生
」
巻
に
四
例
、
「
玉
婁
」
巻
に
一
例
、
「
行
幸
」
巻
に
二
例
と
な
る
。
本
稿
は
、
「
末
摘
花
」
「
蓬
生
」

両
巻
の
比
較
と
い
う
立
場
か
ら
、
「
玉
鍵
」
巻
と
「
行
幸
」
巻
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
。

『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
」
（
平
成
二
年
二
月
）

一180一

　
　
　
　
　
付
記

　
本
稿
は
、
平
成
八
年
八
月
五
日
の
古
代
文
学
研
究
会
夏
期
大
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
訂
正
を
加
え
、

ま
な
ご
教
示
を
頂
い
た
こ
と
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

改
稿
し
た
も
の
で
す
。
席
上
さ
ま
ざ

（
博
士
前
期
課
程
一
年
）


