
へ
人
に
け
れ
ば
、
万
屋
に
て
願
立
て
け
り
。
…
…
昔
の
阿
呆
は
、
ざ
る

相
撲
を
な
ん
取
り
け
る
。
今
の
各
ま
さ
に
仕
な
ん
や
。

相
撲
好
き
の
親
が
、
そ
の
性
分
の
た
め
に
狂
態
を
演
じ
嘲
笑
さ
れ
、
失
笑

を
か
う
構
想
は
、
後
の
西
鶴
に
よ
っ
て
『
本
朝
二
十
不
孝
』
で
も
普
遍
化
さ

れ
れ
て
い
る
し
、
江
島
異
境
も
『
浮
世
親
仁
形
気
』
で
そ
の
構
想
を
模
倣
し

た
。
ま
た
、
第
六
十
五
段
の
「
大
傾
城
屋
」
で
の
遊
女
と
客
の
お
り
な
す
男

女
の
交
歓
の
相
、
駈
落
ち
の
不
成
就
に
よ
る
哀
感
を
排
除
さ
せ
る
男
の
「
声

は
お
か
し
う
て
阿
呆
気
に
歌
ひ
け
る
」
狂
態
な
ど
を
構
図
化
し
た
曲
、
第
六

十
九
段
の
「
博
美
打
」
の
狂
態
な
ど
、
こ
れ
ら
三
章
段
は
、
『
仁
勢
物
語
』

全
体
の
中
に
あ
っ
て
、
よ
く
統
一
さ
れ
た
狂
歌
唖
で
あ
り
、
そ
の
方
法
化
の

完
成
度
も
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
た
だ
の
原
典
の
も
じ

り
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
段
と
複
相
化
さ
れ
た
戯
笑
性
は
、
『
仁
勢
物
語
』
に

独
自
の
文
芸
性
を
与
え
て
い
る
。

三
二

仮
名
草
子
の
方
法
の
未
分
化
は
、
近
世
文
芸
と
し
て
の
成
立
の
可
能
性
を

内
在
し
て
い
た
。
『
仁
勢
物
語
』
で
も
、
一
方
で
は
狂
歌
的
発
想
に
よ
り
世

俗
と
交
歓
し
な
が
ら
も
、
客
観
化
さ
れ
た
世
俗
の
戯
笑
性
は
、
他
方
で
は
世

俗
を
観
照
的
態
度
で
と
ら
え
、
ひ
た
す
ら
卑
俗
化
へ
と
収
緻
さ
せ
る
俳
譜
的

発
想
に
よ
る
滑
稽
化
の
方
法
が
模
索
さ
れ
た
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
『
仁
勢
物

語
』
は
編
著
者
の
言
語
遊
戯
の
域
を
脱
し
て
、
近
世
戯
作
文
芸
の
朗
芽
と
し

て
の
文
芸
性
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

注
①
　
「
仮
名
草
子
」
　
（
岩
波
講
座
『
日
本
文
学
史
』
近
世
I
）
所
収
。

②
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
　
（
小
学
館
）

③
　
『
仁
勢
物
語
』
解
説
（
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
『
御
伽
草
子
・
仮
名
草
子
』
）
所

収。
④
　
「
仮
名
草
子
」
　
（
講
座
日
本
文
学
近
世
編
I
）
所
収
。

（
お
は
ら
・
と
お
る
　
大
阪
府
立
門
真
西
高
等
学
校
教
諭
）

「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
小
者

－
　
短
編
物
語
の
手
法
　
－

一
題
名
の
担
う
役
割
（
序
章
に
代
え
て
）

短
編
物
語
に
と
っ
て
は
、
短
い
中
に
主
題
と
場
面
を
い
か
に
簡
潔
に
ま
と

め
縁
る
か
が
生
命
で
あ
ろ
う
。
主
題
を
強
く
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
点
で
、

題
名
そ
の
も
の
が
内
容
と
直
接
的
に
関
わ
る
場
合
が
多
い
。
長
編
の
場
合
に

は
、
『
源
氏
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
の
よ
う
に
主
人
公
の
名
前
を
漠
然
と
冠
す

る
だ
け
で
、
個
々
の
事
件
を
暗
示
す
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し

て
、
短
編
の
場
合
、
題
名
そ
の
も
の
が
、
本
文
を
紐
解
く
前
に
内
容
の
一
端

を
担
っ
て
、
読
者
に
相
対
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
題
名
が
そ
の
ま
ま
素
塵
に

手
の
内
を
見
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
に
は
、
題
名
に
よ
っ
て
読
者
に

先
入
観
を
抱
か
せ
て
お
き
な
が
ら
、
最
後
に
ひ
と
ひ
ね
り
し
て
み
せ
る
手
法

を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
『
堤
中
納
言
物
語
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
花

桜
折
る
少
将
」
は
、
女
性
を
手
に
入
れ
る
意
味
の
標
題
を
冠
し
な
か
ら
、
い

ざ
盗
み
出
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
思
い
を
寄
せ
て
い
た
姫
君
で
は
な
く
、
老

「
思
は
ね
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
小
考

野

　

村

　

　

怜

　

子

い
た
尼
で
あ
っ
た
と
い
う
お
ち
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

「
思
は
ね
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
場
合
も
、
古
歌
に
通
じ
て
い
る
ほ

ど
に
題
名
に
よ
っ
て
足
元
を
す
く
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
の
荒

筋
は
、
大
納
言
の
遺
児
の
姉
妹
が
偶
然
に
も
権
少
将
と
少
将
を
各
々
の
配
偶

者
と
し
て
通
わ
せ
、
男
の
官
位
の
類
似
か
ら
、
誤
っ
て
我
が
夫
な
ら
ぬ
男
と

一
夜
を
過
ご
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
花
桜
折
る
少
将
」
と
同
様
に
「
取

り
違
え
」
を
主
眼
に
置
い
て
い
る
。

さ
て
、
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
題
名
は
『
拾
遺
和
歌
集
』

①

の
源
景
明
の
歌
に
拠
る
と
さ
れ
る
。

女
の
も
と
に
ま
か
り
け
る
を
、
も
と
の
せ
い
し
侍
り
け
れ
ぽ

源
景
明

風
を
い
た
み
お
も
は
漁
方
に
と
ま
り
す
る
あ
ま
の
を
舟
も
か
く
や
わ
ぶ

②

ら
ん

右
の
一
首
を
知
る
者
は
、
ま
ず
男
が
本
妻
と
は
列
な
女
性
と
交
渉
を
得
る

話
か
と
予
測
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
語
は
、
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り

三
三



す
る
」
の
を
男
（
達
）
ば
か
り
で
は
な
く
、
故
大
納
言
の
姫
君
達
も
そ
れ
ぞ

れ
に
自
分
の
妹
の
、
あ
る
い
は
姉
の
夫
と
会
う
と
い
う
二
重
の
「
と
り
違
え
」

を
用
意
す
る
。

題
名
が
す
で
に
物
語
の
内
容
の
半
分
以
上
を
暗
示
し
て
い
る
以
上
、
読
者

の
興
味
は
自
然
と
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
取
り
違
え
が
起
こ
っ
て
し
ま

っ
た
の
か
と
い
う
一
点
に
焦
ら
れ
て
こ
よ
う
。
短
編
物
語
の
主
題
の
展
開
に

つ
い
て
同
じ
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
他
の
二
二
一
一
の
作
品
を
例
に
あ
げ
よ
う
。

ま
ず
、
「
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
」
を
考
え
る
。
下
仕
え
の
童
ど
う
し
の
幼
な
恋

に
始
ま
り
、
直
接
に
そ
の
主
人
で
あ
る
男
と
女
房
が
恋
仲
と
な
り
、
最
後
に

は
、
男
の
主
人
の
頭
中
将
が
、
女
房
の
仕
え
る
式
部
卿
官
の
姫
君
を
見
初
め

て
物
思
い
に
ふ
け
る
と
こ
ろ
で
終
る
。
わ
ず
か
五
頁
半
ほ
ど
の
物
語
は
、
そ

の
後
、
頭
中
将
と
姫
君
が
幸
福
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
l
と
も
男
君
が
求
道
の

志
を
つ
ら
ぬ
い
て
俗
世
を
離
れ
て
恋
が
終
わ
っ
た
の
か
は
描
か
な
い
。
「
「
い

③

が
で
言
ひ
っ
き
し
」
な
ど
、
思
し
け
る
と
か
や
。
」
　
と
、
読
者
に
状
況
を
投

げ
出
す
。
短
編
物
語
と
し
て
の
主
眼
は
、
童
達
の
幼
な
恋
が
、
や
が
て
、
貴

人
の
主
人
た
ち
の
仲
ら
い
へ
と
階
級
を
順
々
に
ふ
ん
で
発
展
し
て
ゆ
く
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
主
人
達
の
仲
に
い
た
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
以

降
の
成
り
行
き
は
語
る
必
要
が
な
い
。
ま
た
、
「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」

は
、
宮
の
姫
君
に
思
い
を
を
寄
せ
た
男
君
が
、
寝
所
へ
侵
入
し
て
姫
君
と
対

面
し
な
が
ら
、
拒
絶
さ
れ
て
「
逢
ふ
」
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
筋

に
な
っ
て
い
る
。
小
学
館
版
の
十
頁
の
う
ち
、
六
頁
半
ま
で
が
「
根
合
」
の

行
事
の
描
写
に
ざ
か
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
姫
君
へ
の
想
い
が
成
就
し
な
い

嘆
き
を
表
出
す
る
効
果
は
あ
る
。
た
だ
、
物
語
自
体
は
、
姫
君
と
相
愛
に
な

三
四

れ
な
か
っ
た
身
を
嘆
く
一
首
で
閉
じ
る
。
こ
れ
き
り
二
人
の
伸
は
絶
え
て
し

ま
う
の
か
、
今
一
度
相
会
う
機
会
が
与
え
ら
れ
る
の
か
、
語
ら
れ
な
い
。

「
逢
坂
越
え
ぬ
」
現
在
で
、
物
語
の
時
間
は
停
止
す
る
。

物
語
の
展
開
と
題
名
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
題
名
か
ら
は
み
出
た
、

本
文
に
描
出
ざ
れ
な
か
っ
た
部
分
は
不
問
に
さ
れ
る
。
そ
の
先
は
読
者
の
自

由
な
読
み
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
、
幾
つ
も
の
恋
物
語
に
な
り
得
る
可
能
性
を
軍

み
な
が
ら
も
、
長
編
化
し
て
固
定
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

短
編
物
語
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
題
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
の
根
回
し
が
堅
固

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ほ
ん
の
一
瞬
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
、
よ
り
効
果

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
と
し
て
示
し
た
二
作
の
短
編
物

語
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
恋
の
情
緒
を
描
い
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
は
、
い
か
に
「
恩
は
ぬ
方
」
に
泊
ま
り

得
た
の
か
と
い
う
状
況
設
定
に
か
な
り
の
分
量
を
さ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

し
て
、
い
き
お
い
筋
書
き
を
重
視
し
、
事
件
の
展
開
を
可
能
に
す
る
下
地
作

り
が
中
心
と
な
る
。
男
君
が
姫
君
を
見
染
め
て
か
ら
恋
に
入
る
ま
で
を
描
い

た
他
の
作
品
と
は
質
的
に
全
く
異
な
っ
て
こ
よ
う
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
作

品
に
は
自
然
や
風
景
の
描
写
が
ま
っ
た
く
な
い
。
同
じ
『
堤
中
納
言
物
語
』

の
他
の
作
品
を
見
る
と
、
前
栽
の
花
々
と
や
ん
ご
と
な
い
女
人
を
主
題
と
し

た
「
は
な
だ
の
女
御
」
（
山
岸
徳
平
氏
の
角
川
文
庫
で
は
「
花
々
の
を
ん
な
子
」
を
と

る
）
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
短
い
中
に
も
前
栽
の
百
花
擾
乱
の
さ
ま
が
描

き
こ
ま
れ
る
。
ま
た
女
の
屋
敷
を
垣
間
見
す
る
男
君
の
視
点
か
ら
の
描
写
は

「
花
桜
折
る
少
将
」
や
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
、
あ
ま
り
詳
し
く
は
な
い
が
「
只

合
」
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
花
桜
折
る
少
将
」
で
は
、
夜
の
京
申
、
あ
る

い
は
思
い
悩
ん
で
見
る
庭
な
ど
が
描
出
さ
れ
、
「
こ
の
つ
い
で
」
に
も
中
納

言
君
の
話
の
中
に
、
寺
請
で
の
際
の
山
の
寮
を
織
り
込
む
。
以
上
に
対
し
て

第
二
グ
ル
ー
プ
と
い
え
る
残
る
四
編
に
は
自
然
や
景
物
の
描
写
が
少
な
く
、

ま
た
、
個
々
に
よ
っ
て
描
写
の
軽
重
が
異
な
る
。
「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」

と
「
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
」
は
、
冒
頭
で
時
節
を
示
す
た
め
に
点
描
さ
れ
る
。

前
者
は
『
古
今
集
』
や
『
拾
遺
集
』
の
古
歌
を
引
用
し
た
美
文
に
し
た
て
、

印
象
や
観
念
の
世
界
と
も
実
景
と
も
つ
か
な
い
表
現
と
化
し
て
い
る
。
ま
た
、

本
文
の
「
根
合
せ
」
の
菖
蒲
も
宮
中
の
遊
び
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
自
然
の
も
の
で
は
な
い
。
後
者
の
冒
頭
は
賀
茂
祭
の
「
葵
」
を
さ
り
げ

な
く
置
く
。
本
文
に
も
文
遣
い
の
小
道
具
に
「
柳
」
を
使
う
だ
け
で
、
主
題

の
　
「
相
応
の
恋
」
　
の
発
展
に
徴
か
な
彩
を
そ
え
る
だ
け
で
あ
る
。
次
に
、

「
は
い
ず
み
」
は
白
粉
と
墨
を
誤
っ
て
顔
に
塗
っ
た
「
む
す
め
」
の
喜
劇
で

あ
る
。
こ
の
　
「
む
す
め
」
　
の
た
め
に
家
を
出
た
先
妻
が
里
に
帰
る
場
面
で

「
月
」
が
効
果
的
に
使
わ
れ
る
。
男
の
家
を
出
る
た
め
の
車
を
準
備
す
る
の

を
待
ち
な
が
ら
の
妻
の
一
首
、
妻
を
出
し
て
か
ら
の
男
の
一
首
、
別
々
に
見

た
「
月
」
を
互
い
が
独
詠
す
る
。
妻
が
男
に
伝
え
た
「
涙
川
」
の
贈
歌
が
男

の
心
を
揺
ら
せ
て
返
歌
を
詠
ま
せ
、
や
が
て
二
人
の
仲
は
旧
に
復
す
。
一
方
、

「
む
す
め
」
の
方
は
、
男
の
来
訪
を
う
け
て
、
慌
て
て
「
掃
墨
」
を
顔
に
塗

り
た
く
っ
て
、
男
の
心
を
離
れ
さ
せ
て
し
ま
う
。
「
二
人
妻
」
の
夫
争
い
と

い
う
主
題
で
新
し
い
妻
と
の
別
れ
が
「
掃
墨
」
で
あ
る
一
万
、
本
つ
妻
と
の

復
縁
が
「
月
」
を
中
心
と
し
た
贈
答
で
あ
る
。
主
題
と
切
り
結
ぶ
「
月
」
で

は
あ
る
が
、
描
写
に
は
さ
ほ
ど
筆
が
費
や
さ
れ
て
は
い
な
い
。
残
る
「
よ
し

な
し
ご
と
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
僧
侶
が
布
施
を
要
求
す
る
破
格
の
消
息
文

「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
小
考

で
あ
り
、
物
語
と
し
て
も
異
端
の
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
自
然
や
景
物
と

の
交
流
を
必
要
と
し
な
い
。
い
さ
ざ
か
他
と
の
比
較
が
長
く
な
っ
た
が
、
「
恩

は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
は
、
大
き
く
分
け
た
第
二
グ
ル
ー
プ
に
属
す

る
と
い
え
よ
う
。
姉
君
が
夫
の
訪
れ
の
間
違
を
怨
じ
て
詠
ん
だ
手
習
に
対
し

て
、
少
将
が
返
歌
し
た
車
に
「
軒
の
し
の
ぶ
」
の
一
語
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。
実
景
と
い
う
よ
り
も
、
姫
が
「
か
れ
（
枯
れ
・
離
れ
）
行
く
」
と
い

う
掛
詞
を
使
用
し
た
た
め
に
、
そ
れ
を
否
定
す
る
た
め
に
少
将
が
巧
み
に
き

り
返
し
た
技
巧
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
二
人
の
姫
君
に
男
達

が
通
う
よ
う
に
な
っ
た
契
機
も
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
「
と
り
違
え
」
も
、

す
べ
て
室
内
の
事
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
物
の
個
々
の
動
き
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
、
心
の
微
妙
な
動
き
や
自
然
を
観
照
す
る
必
然
性
が
な
く
、
季
節
の

移
ろ
い
も
ま
た
不
問
に
さ
れ
る
。
第
二
グ
ル
ー
プ
の
諸
物
語
が
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
筋
立
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
「
よ
し
な
し
ご
と
」
を
除
い
た
他
の
作
品
と
比
較
し
て
み

て
も
、
「
思
は
ね
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
に
つ
い
て
は
主
題
の
「
と
り
違

え
」
に
い
た
る
段
階
で
、
小
道
具
と
し
て
さ
え
自
然
や
景
物
が
顔
を
出
さ
な

い
の
は
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
異
点
と
い
え
よ
う
。

二
　
脇
　
　
　
役

ま
た
別
な
角
度
か
ら
こ
の
物
語
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
二
組
の
「
と
り
違

え
」
が
起
こ
る
た
め
に
種
々
な
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
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な
い
。
ま
ず
、
両
親
を
失
っ
て
後
見
人
の
な
い
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
。
二

に
、
姉
妹
が
そ
れ
ぞ
れ
に
少
将
・
権
少
将
と
い
う
類
似
の
名
（
官
位
）
を
も

つ
男
君
を
通
わ
せ
た
こ
と
。
三
に
、
男
君
達
の
訪
れ
が
間
送
で
あ
る
た
め
に
、

姫
君
の
方
が
時
折
男
君
の
招
き
に
応
じ
る
習
慣
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
。
そ
し
て
、
四
に
、
男
君
が
互
い
に
婚
姻
関
係
で
系
図
的
に
結
ば
れ
て

い
て
、
両
者
の
生
活
空
間
に
共
通
の
場
が
あ
っ
た
こ
と
。
以
上
の
よ
う
な
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
物
語
の
「
取
り
違
え
」
を
完
成
さ
せ
る
必
要
条
件
で

あ
る
右
の
事
項
の
説
明
が
、
姫
君
と
男
君
達
と
の
交
渉
の
場
面
の
あ
い
ま
を

沿
う
よ
う
に
、
効
果
的
に
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
。

全
体
の
構
成
を
次
に
示
す
。

○
序

1
姫
君
達
の
生
い
立
ち

2
姫
君
の
結
婚
　
－
　
少
納
言
の
手
引

3
少
将
、
父
の
若
大
将
に
い
さ
め
ら
れ
る

4
姉
君
の
物
思
い
～
少
将
と
歌
を
贈
答

5
中
の
君
の
乳
母
子
の
夫
（
左
衛
門
尉
）
　
は
、
右
大
臣
の
子
息
の
少
将

の
乳
母
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と

6
中
の
君
の
結
婚
　
－
　
乳
母
子
夫
妻
が
仲
立
ち

1
　
（
権
）
少
将
、
父
の
右
大
臣
に
い
さ
め
ら
れ
る

8
姫
達
、
男
爵
の
も
と
に
迎
え
ら
れ
る
時
々
が
あ
る

9
権
少
将
、
左
衛
門
尉
の
不
在
に
よ
っ
て
侍
を
使
者
に
し
て
中
の
君
を

迎
え
に
や
る

的
侍
従
、
ね
ぼ
け
て
姉
君
を
送
り
出
す

三
六

Ⅱ
少
将
、
清
零
を
遣
わ
し
、
弁
の
君
は
中
の
君
を
送
る

1
2
翌
朝
の
贈
答
　
－
　
男
君
達
は
あ
ら
ぬ
方
の
名
乗
り
を
す
る

○
付
言

西
木
忠
一
氏
は
、
全
体
を
も
っ
と
大
ま
か
に
六
項
目
に
分
け
て
、
物
語
の

④

構
成
の
対
応
性
と
単
調
性
を
い
う
。
つ
ま
り
、
姉
君
と
中
の
君
の
そ
れ
ぞ
れ

の
男
君
と
の
出
会
い
（
右
の
2
と
6
）
と
歴
な
ら
ぬ
仲
（
右
の
3
と
1
、
4
と
8
）

の
描
写
、
姉
妹
の
女
房
の
侍
従
や
乳
母
子
の
弁
の
君
の
対
応
（
右
の
9
～
Ⅱ
）
に

よ
る
と
り
違
え
」
と
事
件
の
翌
日
の
姫
君
達
の
心
中
描
写
（
右
の
1
2
）
が
「
展

開
の
し
か
た
が
同
じ
」
で
あ
っ
て
「
単
純
す
ぎ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。
「
と

り
違
え
」
を
さ
れ
る
姉
妹
や
男
君
の
描
出
は
確
か
に
類
似
的
で
単
純
で
あ
り
、

ま
さ
に
西
木
氏
の
言
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
一
見
単
純

に
見
え
る
構
成
の
中
で
、
真
に
「
と
り
違
え
」
　
の
事
件
を
ひ
ざ
起
こ
し
た
の

は
侍
従
や
弁
の
君
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
。

ス
ト
ー
リ
ィ
中
心
の
短
編
物
語
が
主
題
と
な
る
事
件
を
少
な
い
分
量
の
枠

の
中
で
印
象
的
に
展
開
す
る
時
、
社
会
的
制
約
の
多
い
貴
顕
の
人
々
を
行
動

さ
せ
る
よ
り
も
、
身
軽
な
女
房
ク
ラ
ス
の
人
々
を
行
為
者
と
す
る
方
が
よ
り

効
果
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
視
点
か
ら
、
右
の
1
2
項
目
の
う
ち
1
2
5
6
9
～

目
に
つ
い
て
、
先
行
の
諸
作
品
の
種
々
の
方
法
の
引
用
を
確
認
し
な
が
ら
、

分
析
と
私
見
を
加
え
た
い
。
分
析
に
際
し
て
は
、
前
半
部
の
1
2
5
6
、
い

わ
ば
舞
台
・
状
況
設
定
の
部
分
と
、
9
～
H
の
主
題
と
も
い
う
べ
き
「
と
り

違
え
」
に
そ
れ
ぞ
れ
焦
点
を
し
ぼ
る
。

冒
頭
近
く
「
は
か
ば
か
し
く
御
乳
母
だ
つ
人
も
な
し
。
た
だ
、
常
に
候
ふ

侍
従
、
弁
な
ど
い
ふ
若
き
人
々
の
み
L
 
L
か
い
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
し

っ
か
り
し
た
後
見
人
を
も
た
な
い
こ
と
は
姫
君
達
の
生
活
が
不
安
な
も
の
で
、

将
来
に
わ
た
っ
て
人
生
が
決
し
て
安
泰
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
『
源
氏
物

語
』
の
末
摘
花
や
宇
治
の
大
君
と
中
の
君
姉
妹
な
ど
の
宮
家
の
姫
君
さ
え
、

両
親
を
な
く
し
、
親
身
に
世
話
を
す
る
縁
者
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
時
に
は
不
本

意
な
生
活
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」

が
、
特
に
「
宇
治
十
帖
」
の
大
君
と
中
の
君
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
冒
頭
の
状
況
・
人
物
設
定
の
み
な
ら
ず
、
本
文
の
随
所
に
う
か

⑤

か
え
る
。
「
宇
治
十
帖
」
の
薫
と
大
君
の
恋
愛
と
葛
藤
は
、
女
君
の
父
入
官

の
死
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
幼
時
に
母
を
失
い
、
長
じ
て
身
を
処
す
た
め
の
保

護
者
を
失
う
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
の
才
量
に
た
よ
っ
て
諸
事
に
対
処
せ
ざ

る
を
得
な
い
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
が
、
物
語
を
光
ら
せ
る
。
当
然
、
実
社

会
に
も
生
じ
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
保
護
者
も
な
く
、
生
身
で
社
会
に
放

り
出
さ
れ
た
姫
君
の
設
定
だ
け
で
、
読
者
は
容
易
に
そ
の
生
活
を
想
像
し
得

た
で
あ
ろ
う
。
一
章
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
物
語
は
自
然
の
描
出
、
荒

れ
た
家
屋
や
前
栽
な
ど
の
一
々
の
描
出
に
筆
を
費
や
さ
な
い
。
人
物
の
設
定

だ
け
で
、
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
　
「
蓬
生
」
の
故
常
陸
官
邸
や
「
宇
治
十

帖
」
の
故
人
宮
邸
な
ど
の
荒
廃
し
た
家
屋
や
前
栽
の
様
を
十
分
条
件
と
し
て

補
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
姫
達
を
置
く
空
間
・
社
会
的
な
状
況
は
当
時

の
読
者
の
誰
に
も
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
が
再
現
し
得
た
は
ず
で
あ
る
。

「
思
は
ね
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
小
考

こ
こ
で
「
侍
従
」
と
「
弁
の
君
」
の
二
人
の
女
房
が
配
さ
れ
る
。
乳
母
も

老
練
な
女
房
も
い
な
い
。
「
人
目
ま
れ
」
に
な
り
、
よ
る
べ
な
い
姫
君
の
あ

は
れ
さ
が
強
調
さ
れ
る
。

世
に
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
姫
君
に
、
突
然
、
右
大
将
の
子
息
で
あ
る
少
将

が
求
婚
す
る
。
「
知
る
よ
し
」
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
情
は
示
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
「
少
納
言
の
君
と
て
、
い
と
い
た
う
色
め
き
た
る
若
き
人
」
が
手
引

す
る
。
小
学
館
版
の
頭
注
に
い
う
通
り
、
か
ね
て
よ
り
「
手
引
き
を
頼
ま
れ

て
い
た
」
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
車
、
少
納
言
の
君
は
こ
の
場
に
し
か
登
場
し

な
い
。
い
か
な
る
人
脈
で
少
将
と
つ
な
が
り
、
仲
立
を
依
頼
ざ
れ
て
い
た
の

か
は
語
ら
れ
な
い
。
長
編
物
語
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
恋
の
仲

立
人
を
何
人
か
示
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

大
輔
令
婿

小
侍
従

侍
　
　
従

こ
、
も
　
ぎ

「
い
と
い
た
う
、
色
好

⑥

め
る
若
人
」

⑦

「
物
深
か
ら
ぬ
わ
か
人
」

⑧

「若き人」

⑨

「
色
め
か
し
き
若
人
」

⑱

「
色
め
き
て
」

「
若
く
」
「
色
め
か
し
い
」
、
ま
だ
女
房
と
も
正
式
に
認
め
ら
れ
な
い
者
達

が
、
恋
の
仲
立
を
つ
と
め
た
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
例
外
も
あ
る
。
宇
治

の
故
入
官
の
姫
君
と
薫
・
匂
宮
の
仲
立
ち
を
承
認
し
た
弁
の
尼
は
、
わ
け
あ

⑪

っ
て
八
宮
邸
に
身
を
寄
せ
て
い
た
「
お
い
人
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
長
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編
物
語
の
『
狭
衣
物
語
』
に
は
、
狭
衣
と
女
二
宮
の
車
に
立
つ
女
官
と
し
て

中
納
言
典
侍
が
設
定
さ
れ
る
。
主
人
公
狭
衣
大
将
（
十
八
、
九
歳
）
の
乳
母
の

⑫

妹
に
当
り
、
女
二
宮
の
母
の
皇
太
后
宮
に
出
仕
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
狭
衣

と
女
二
宮
の
婚
姻
そ
の
も
の
は
姫
宮
の
父
帝
（
の
ち
の
嵯
峨
院
）
の
勅
命
で
あ

⑬

っ
た
点
や
、
中
納
言
典
侍
が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
狭
衣
が
女

⑭

二
宮
に
接
近
し
て
袖
を
交
わ
す
結
果
に
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
以
降
も
狭
衣

⑮

か
ら
の
一
方
的
な
求
愛
の
文
遣
い
を
た
び
た
び
く
り
返
す
点
な
ど
、
右
表
に

あ
げ
た
人
物
達
と
は
根
本
的
に
性
格
を
異
に
す
る
。
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り

す
る
少
将
」
の
少
納
言
の
君
の
場
合
も
、
右
に
示
し
た
「
若
く
」
　
「
色
め
か

し
い
」
人
物
と
同
様
に
、
結
果
も
考
え
ず
に
、
い
ま
な
り
姫
君
の
寝
所
に
少

将
を
通
し
た
よ
う
で
あ
る
。
事
の
次
第
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
「
例
の
こ
と

な
れ
ば
書
か
ず
」
と
省
筆
す
る
。
「
例
の
こ
と
な
れ
ば
」
の
一
言
で
、
「
若

菜
下
」
の
柏
木
と
女
三
宮
や
『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
と
女
二
宮
、
密
通
事
件

⑯

で
な
く
と
も
、
『
落
窪
物
語
』
の
道
頴
と
落
窪
姫
や
『
夜
の
寝
覚
』
の
権
中

⑰

納
言
と
中
の
君
な
ど
、
男
女
両
主
人
公
の
初
め
て
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
先
行
諸
作
品
の
印
象
を
手
掛
り
に
、
読
者
の
「
読
み
」
に
す
べ
て

を
ゆ
だ
ね
る
手
法
を
と
る
。

ま
た
、
成
行
き
に
身
を
委
ね
た
姉
君
の
性
格
も
、
の
ち
に
「
と
り
違
え
」

を
生
じ
る
た
め
の
伏
線
の
一
つ
に
計
算
ざ
れ
て
い
よ
う
。
「
と
り
違
え
」
と

い
う
主
題
を
も
つ
諸
作
品
を
比
較
し
た
吉
田
美
枝
氏
の
論
は
、
女
性
の
対
応

の
し
方
を
特
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
各
作
品
の
内
で
「
と
り
違

え
」
が
ど
ん
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
か
に
ま
で
言
及
す
る
。
吉
田
氏
が
対
象

⑬
と
し
だ
作
品
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
空
蝉
」
と
「
椎
本
」
を
は
じ
め
、
『
と

三
入

り
か
へ
ば
や
物
語
』
、
『
有
明
の
別
』
で
あ
る
。
氏
の
言
う
「
登
場
人
物
の
無

意
識
性
」
こ
そ
、
こ
の
短
編
物
語
を
支
え
得
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
登
場
す
る
女
性
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
男
君
が
実
際
に

侵
入
す
る
「
と
り
違
え
」
の
場
の
み
を
比
較
し
な
く
て
も
、
男
君
と
の
交
流

の
最
初
か
ら
す
で
に
う
か
が
い
得
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
出
会
い
の

際
に
み
せ
た
「
無
意
識
性
」
こ
そ
、
物
語
の
主
題
で
あ
り
、
叙
述
の
目
的
で

あ
る
「
と
り
違
え
」
に
増
幅
さ
れ
て
ゆ
く
。

男
君
を
通
わ
せ
た
最
初
か
ら
、
こ
の
姫
君
の
運
命
は
、
女
房
達
に
繰
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

次
に
第
5
項
目
の
中
の
君
の
成
婚
を
め
ぐ
る
場
面
に
目
を
転
じ
る
。
姫
君

の
承
諾
も
な
し
に
男
君
が
踏
み
こ
ん
で
く
る
点
で
は
姉
君
の
場
合
と
同
様
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
男
君
と
中
の
君
を
結
ぶ
人
間
関
係
が
明
示
さ

れ
、
ま
た
、
少
納
言
の
君
ほ
ど
も
軽
く
な
い
女
房
に
よ
っ
て
仲
立
ち
さ
れ
た

点
が
、
前
段
で
言
及
し
た
姉
君
と
少
将
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

中
の
君
の
乳
母
は
す
で
に
世
を
去
っ
て
お
り
、
そ
の
乳
母
子
（
女
房
名
は

不
明
）
が
、
右
大
臣
の
息
子
で
あ
る
権
少
将
の
乳
母
子
の
左
衛
門
尉
の
妻
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
乳
母
子
ど
お
し
が
夫
妻
で
あ
っ
て
、
そ
の
縁
か
ら

権
少
将
が
中
の
君
に
興
味
を
抱
く
に
い
た
る
。
情
報
の
伝
達
に
乳
母
子
た
ち

が
一
役
か
っ
て
い
る
。
乳
母
子
の
婚
姻
に
よ
っ
て
主
人
の
恋
愛
の
仲
立
ち
と

⑲

な
る
も
の
に
、
古
く
『
落
窪
物
語
』
の
阿
漕
と
帯
刀
の
例
が
あ
る
。
た
だ
し
、

帯
刀
は
道
頓
の
乳
母
弟
と
わ
か
る
が
、
阿
漕
の
方
は
、
落
窪
姫
君
の
母
が
在

世
中
に
童
と
し
て
仕
え
、
母
君
の
没
後
も
ひ
き
つ
づ
き
姫
君
の
後
見
と
な
っ

て
い
る
が
、
乳
母
子
と
の
記
述
は
な
い
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
女
三
宮
と

㊨

柏
木
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
乳
母
が
姉
妹
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
三
宮
の

乳
母
の
中
納
言
乳
母
の
娘
で
あ
る
小
侍
従
が
、
柏
木
か
ら
女
三
宮
へ
の
と
り

⑳

な
し
を
懇
願
さ
れ
て
、
つ
い
に
柏
木
を
女
三
宮
の
寝
所
に
導
く
に
い
た
る
。

「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
　
の
場
合
も
、
権
少
将
の
求
愛
に
対
し
て

反
対
し
て
い
た
姉
姫
君
の
不
在
中
に
、
乳
母
子
が
男
君
を
導
く
こ
と
は
、
い

と
も
た
や
す
ぎ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
乳
母
子
は
、
冒
頭
に
名
前
を
示
さ
れ
た
「
侍
従
、
弁
」

と
い
う
「
若
き
人
々
」
と
は
重
な
ら
な
い
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
姉
君
と

少
将
の
仲
立
ち
は
少
納
言
の
君
と
明
示
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
乳
母
子
と
い

う
以
外
は
語
ら
れ
な
い
。
姉
君
に
対
し
て
は
と
も
か
く
、
中
の
君
に
対
す
る

影
響
力
は
絶
大
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

姉
君
が
「
太
秦
に
籠
り
た
ま
へ
る
折
」
に
、
中
の
君
は
権
少
将
の
妻
と
な

る
。
帰
宅
し
た
姉
君
の
言
葉
、
「
い
か
で
こ
の
君
を
た
だ
に
人
々
し
く
も
て

な
し
き
こ
え
む
と
恩
へ
る
を
」
と
は
、
日
々
日
常
の
姉
君
の
思
い
だ
け
で
は

な
か
ろ
う
。
太
秦
に
縫
っ
た
そ
も
そ
も
の
悲
願
が
、
こ
の
中
の
君
の
幸
福
で

は
な
か
っ
た
か
。
幸
福
を
祈
願
し
に
参
詣
す
る
間
に
、
中
の
君
の
運
命
は
皮

肉
に
も
姫
君
と
同
様
の
「
い
と
頼
み
難
」
い
男
女
関
係
に
揚
め
と
ら
れ
る
。

㊧

あ
た
か
も
『
源
氏
物
語
』
の
「
手
習
」
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
横

川
の
妹
尾
が
、
故
女
君
の
代
り
に
浮
舟
を
手
に
入
れ
た
喜
び
を
初
瀬
の
観
音

に
報
告
に
行
く
。
そ
の
留
守
に
、
娘
代
り
に
か
し
ず
き
た
て
る
こ
と
を
楽
し

み
と
し
て
い
た
浮
舟
が
出
家
を
遂
げ
、
妹
尾
君
が
落
胆
す
る
。
姉
君
や
妹
尼

「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
小
考

君
は
我
が
身
の
不
幸
は
甘
ん
じ
て
受
け
る
が
、
せ
め
て
も
の
幸
福
を
つ
か
ん

で
も
ら
い
た
い
と
念
じ
た
柏
手
、
中
の
君
や
浮
舟
が
自
分
と
ま
っ
た
く
同
様

の
道
を
歩
む
の
を
見
た
落
胆
は
共
通
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

姉
君
は
「
人
々
し
く
も
て
な
」
そ
う
と
し
た
意
図
が
裏
切
ら
れ
た
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
「
世
の
人
」
　
へ
の
気
が
ね
、
「
な
き
か
げ
（
‖
両
親
）
」
　
へ
の
想

い
に
責
め
ら
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
「
宇
治
十
帖
」
の
「
総
角
」
で
、
中㊧

の
君
を
匂
官
に
嫁
が
せ
た
あ
と
の
宇
治
の
大
君
の
苦
悩
の
表
出
と
酷
似
す
る
。

た
だ
、
異
な
る
の
は
、
宇
治
の
大
君
は
妹
の
不
幸
を
見
て
、
自
ら
の
結
婚
に

対
し
て
否
定
的
に
な
る
点
で
あ
る
。

『
や
う
の
者
』
と
、
刃
観
劇
油
日
創
る
こ
と
を
添
ふ
る
有
様
に
て
、
割

⑳

制
動
を
さ
へ
悩
ま
し
た
て
ま
つ
ら
ん
が
、
い
み
じ
き
。

匂
宮
が
宇
治
ま
で
赴
き
な
が
ら
、
八
宮
邸
を
素
通
り
す
る
の
を
見
て
、
大

君
は
中
の
君
の
不
幸
を
嘆
く
。
世
間
や
故
両
親
の
名
誉
な
ど
を
儲
か
り
、
自

ら
を
責
め
つ
け
た
大
君
は
、
や
が
て
病
没
す
る
。
大
君
の
苦
悩
は
「
宇
治
十

帖
」
を
貫
く
精
神
で
あ
り
、
思
想
的
に
も
高
い
。
し
か
し
、
故
大
納
言
の
大

君
は
「
契
り
く
ち
を
L
L
と
は
思
う
も
の
の
、
や
が
て
中
の
君
を
権
少
将
の

隠
し
妻
的
存
在
に
置
く
こ
と
を
「
言
ふ
か
び
な
き
事
」
と
納
得
し
、
不
満
は

残
し
な
が
ら
も
肯
定
す
る
。
こ
こ
で
、
二
人
の
大
君
の
処
世
観
を
比
較
追
求

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
　
の
記
述
は
あ

ま
り
に
も
短
か
す
ぎ
て
、
思
想
性
に
言
及
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

に
よ
る
。
逆
に
、
そ
の
こ
と
が
短
編
物
語
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
短
い
ス
ペ
ー
ス
の
片
言
か
ら
、
同
様
の
場
面
・
情
景
を

も
つ
先
行
の
物
語
を
再
生
し
、
言
葉
の
不
足
を
読
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

三
九



で
補
う
こ
と
を
積
極
的
に
意
図
し
た
と
い
え
よ
う
。

前
節
と
と
も
に
、
設
定
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
少

納
言
の
君
や
乳
母
子
に
よ
っ
て
男
君
を
通
わ
せ
る
経
緯
は
、
脇
役
の
働
き
が

直
接
的
な
契
機
で
あ
り
、
ま
た
物
語
の
細
部
の
描
写
は
省
筆
さ
れ
、
そ
の
情

緒
的
部
分
は
先
行
の
物
語
に
依
存
す
る
執
筆
姿
勢
が
明
確
で
あ
る
。

後
半
、
主
題
の
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
」
場
面
を
分
析
す
る
。

権
少
将
と
少
将
の
二
人
の
共
通
の
場
と
し
て
、
右
大
将
北
の
方
の
邸
が
明

示
さ
れ
る
。
中
の
君
と
権
少
将
の
結
婚
は
少
将
の
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
二
人
の
少
将
が
親
し
い
こ
と
は
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て

語
ら
れ
る
。
「
右
大
臣
殿
の
少
将
は
、
右
大
将
の
北
の
方
の
御
世
う
と
」
と

姻
戚
関
係
が
説
明
さ
れ
る
。
つ
い
で
「
右
大
臣
の
少
将
」
が
「
権
の
少
将
」

で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
る
。
右
大
将
北
の
方
は
、
少
将
に
と
っ
て
は
母
　
（
あ

と
に
「
母
上
」
と
あ
る
）
で
あ
り
、
権
少
将
に
と
っ
て
は
姉
（
異
腹
か
）
　
に

当
る
。
こ
の
右
大
将
北
の
方
の
病
気
に
、
見
舞
を
口
実
と
し
た
男
君
達
は
そ

れ
ぞ
れ
の
父
親
の
監
視
の
目
を
逃
れ
る
。

ま
ず
、
権
少
将
が
中
の
君
を
呼
ぶ
。
と
こ
ろ
が
、
既
に
読
者
に
も
な
じ
み

の
左
衛
門
尉
が
不
在
で
あ
り
、
代
っ
て
、
侍
が
遣
わ
さ
れ
る
。
左
衛
門
尉
が

使
者
で
あ
れ
ば
、
妻
は
中
の
君
の
乳
母
子
で
あ
り
、
姫
達
の
邸
に
あ
っ
て
も
、

相
手
を
「
と
り
違
え
」
す
る
筈
が
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
姉
妹
の
墳
涯
を
記
述
し
た
冒
頭
近
く
で
名
を
明
記
さ
れ
た
弁

の
君
と
侍
従
が
こ
こ
に
登
場
す
る
。
権
少
将
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
侍
を
迎
え
て
、

四
〇

侍
従
は
「
ね
は
け
だ
る
心
地
」
で
対
応
し
て
、
い
ず
れ
の
姫
に
と
も
確
認
を

し
な
い
。
こ
こ
に
第
一
の
「
と
り
違
え
」
が
成
立
す
る
。
女
房
の
眠
気
に
よ

っ
て
別
の
男
君
を
姫
の
部
屋
に
通
す
趣
向
は
、
「
浮
舟
」
　
の
右
近
が
初
出
で

あ
る
。
単
に
相
手
を
違
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
『
落
盤
物
語
』
の
道
頴
と
面
白

㊧

の
駒
の
如
く
意
図
的
に
婿
の
男
君
が
入
れ
替
わ
る
例
も
あ
る
。
し
か
し
「
入

れ
替
り
」
と
「
と
り
違
え
」
は
、
意
図
的
で
あ
る
か
遇
然
の
結
果
か
、
ま
た

立
場
に
よ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
の
別
物
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
浮
舟
」
の

右
近
が
薫
を
装
っ
て
宇
治
を
訪
れ
た
匂
宮
を
薫
と
誤
認
し
て
浮
舟
の
寝
所
に

導
い
た
場
面
を
、
「
と
り
違
え
」
　
の
最
初
と
す
る
。

（
前
略
）
右
近
、

「
い
と
、
ね
ぶ
た
し
。
よ
ぺ
も
、
す
ゞ
ろ
に
、
起
き
明
か
し
て
き
。
つ

と
め
て
の
程
に
も
、
こ
れ
は
縫
ひ
て
ん
。
い
そ
か
ぜ
給
ふ
と
も
、
御
車

は
、
日
た
け
て
ぞ
あ
ら
む
。
」

と
、
言
ひ
て
、
し
さ
し
た
る
物
ど
も
、
と
り
具
し
て
、
几
帳
に
う
ち
か

け
な
ど
し
っ
ゝ
、
う
だ
ゝ
寝
の
ざ
ま
に
、
寄
り
臥
し
ぬ
。
（
中
略
）
右
近
、

聞
き
つ
け
て
、
「
誰
そ
」
と
、
言
ふ
。
こ
わ
づ
く
り
給
へ
は
、
「
貴
な

る
し
は
ぶ
ぎ
」
と
、
き
ゝ
知
り
て
、
「
と
の
の
、
お
は
し
た
る
に
や
」

⑮

と
、
思
ひ
て
、
起
き
て
出
で
た
り
。

「
浮
舟
」
で
は
、
縫
物
に
追
わ
れ
て
い
た
と
い
う
理
由
づ
け
が
さ
れ
、
さ

ら
に
、
薫
の
迎
え
が
あ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
右
近

は
翌
朝
の
来
訪
が
早
ま
っ
た
と
考
え
て
、
匂
宮
と
気
付
か
な
い
ま
ま
に
浮
舟

の
寝
所
に
入
れ
た
。
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
で
は
、
何
故
、
侍

従
が
「
ね
ぼ
け
た
る
心
地
」
で
あ
っ
た
か
の
説
明
は
不
要
で
あ
る
。
物
語
の

な
り
ゆ
き
か
ら
み
れ
ば
、
姉
君
の
時
に
も
少
将
の
来
訪
は
「
思
ふ
ほ
ど
に
も

お
は
せ
ず
」
の
状
態
で
あ
り
、
中
の
君
に
対
す
る
権
少
将
は
「
今
一
方
よ
り

は
、
い
と
得
遠
」
と
、
稀
な
訪
れ
に
慣
れ
き
っ
て
い
た
と
み
え
る
。
こ
の
右

近
の
「
ね
ぼ
け
」
心
地
を
、
小
学
館
版
の
頭
注
は
次
の
よ
う
に
理
由
づ
け
す

る
。
「
年
と
っ
た
乳
母
な
ど
と
ち
が
っ
て
眠
い
さ
か
り
で
あ
る
」
。
こ
の
理
由

は
も
っ
と
も
ら
し
く
み
え
る
。
し
か
し
、
物
語
と
し
て
の
必
然
性
は
い
か
が

か
。
侍
従
の
君
の
誤
ち
も
、
ま
た
、
先
行
の
作
品
に
引
き
つ
け
て
言
外
の
寮

を
補
っ
て
、
短
編
作
品
な
り
の
ま
と
ま
り
を
狙
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
か
。
第
一
の
　
「
と
り
違
え
」
　
に
よ
っ
て
姉
妹
と
そ
の
男
君
達
の
完
全
な

「
と
り
違
え
」
が
な
さ
れ
る
山
場
で
、
描
写
の
み
な
ら
ず
、
主
題
と
直
接
的

に
関
係
す
る
侍
従
の
行
動
に
至
る
ま
で
、
事
件
の
展
開
に
さ
え
、
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
ー
の
閉
塞
が
認
め
ら
れ
る
。

侍
従
は
大
君
に
と
っ
て
一
番
の
女
房
で
あ
る
ら
し
く
、
少
将
邸
に
同
行
す

る。

嫡
君
は
、
何
の
疑
い
も
抱
か
ず
に
権
少
将
と
親
し
み
、
「
や
う
や
う
あ
ら

ぬ
」
と
気
付
く
。
権
少
将
が
少
将
に
「
い
と
よ
く
通
ひ
給
へ
れ
ば
」
と
断
わ

ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
姫
君
の
た
ま
り
な
さ
が
露
呈
す
る
。
こ
の
よ
う
な

性
格
の
設
定
は
前
に
引
用
し
た
吉
田
美
枝
氏
の
い
う
「
登
場
人
物
の
無
意
識

性
」
を
計
算
し
尽
し
て
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
や
は
り
、
「
と
り
違
え
」

を
生
じ
た
侍
従
の
対
応
の
叙
述
と
同
様
に
「
浮
舟
」
を
意
識
し
て
の
結
果
で

あ
ろ
う
。初

め
よ
り
、
あ
ら
ぬ
人
と
、
知
り
た
ら
は
、
い
さ
ゝ
か
、
言
ふ
か
び
も

あ
る
べ
き
を
、
夢
の
心
地
す
る
に
、
や
う
）
I
－
、
そ
の
折
の
、
つ
ら
か

「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
小
考

⑰

り
し
、
年
頃
思
い
渡
る
ざ
ま
、
の
結
ぶ
に
、
こ
の
宮
と
、
し
り
ぬ
。

浮
舟
を
か
き
く
ど
く
言
葉
に
よ
っ
て
、
浮
舟
は
薫
で
は
な
く
匂
官
と
気
付

く
。
女
房
の
右
近
は
翌
朝
ま
で
気
付
か
な
い
。
そ
し
て
自
分
の
誤
ち
に
気
が

つ
く
と
、
匂
官
と
浮
舟
の
仲
を
「
宿
世
」
と
割
り
切
っ
て
、
匂
官
の
宇
治
来

訪
の
際
に
は
一
人
で
世
話
を
と
り
し
き
る
‥
一
方
、
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り

す
る
少
将
」
の
大
君
は
「
御
け
は
ひ
」
が
違
う
と
気
が
つ
い
て
も
「
引
き
被

」
く
ば
か
り
で
、
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
る
こ
士
も
し
な
い
。
む
し
ろ
、
侍
従

の
方
が
、
姫
君
に
こ
の
難
を
の
が
れ
る
よ
う
に
発
言
を
す
る
が
、
姉
君
は
権

少
将
か
ら
開
放
ざ
れ
な
い
。
結
局
、
侍
従
は
「
泣
く
泣
く
几
帳
の
後
に
居
」

る
し
か
な
か
っ
た
。
「
浮
舟
」
　
の
右
近
は
積
極
的
に
自
分
の
と
る
べ
き
道
を

選
ん
だ
が
、
姫
君
付
の
侍
従
は
事
態
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
他
な
い
。

第
二
の
「
と
り
違
え
」
は
「
今
一
人
の
少
将
の
君
」
が
姉
君
を
迎
え
に
寄

こ
す
こ
と
で
完
成
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
は
、
慣
れ
た
潜
季
が
遣
わ
さ
れ
る
。
し

か
し
、
姉
君
は
す
で
に
男
君
に
迎
え
ら
れ
た
あ
と
で
不
在
の
た
め
、
邸
内
の

人
々
は
、
当
然
、
中
の
君
へ
の
迎
え
と
思
い
こ
む
。
そ
し
て
、
中
の
君
を
仕

立
て
て
車
に
乗
せ
た
。
同
行
し
た
弁
の
君
は
、
御
車
寄
で
の
少
将
の
語
り
方

か
ら
す
ぐ
に
権
少
将
と
は
異
な
る
と
気
付
く
。
弁
に
う
な
が
さ
れ
て
、
中
の

君
も
人
違
い
と
心
得
た
。
し
か
し
、
男
君
の
方
は
人
違
い
に
気
付
い
て
、
逆

に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
、
姫
君
を
抱
き
お
ろ
す
。
車
を
境
と
し
た
女
君
主
従

と
男
君
の
緊
張
関
係
と
い
う
趨
向
は
「
東
屋
」
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
「
東

屋
」
で
は
、
薫
が
浮
舟
を
三
条
の
中
家
か
ら
宇
治
に
連
れ
出
そ
う
と
し
て
、

一
旦
は
弁
の
尼
や
人
々
に
押
し
留
め
ら
れ
る
が
、
結
局
は
侍
従
や
弁
の
尼
を

同
伴
し
て
浮
舟
を
事
に
か
き
乗
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

四
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か
き
抱
き
て
、
乗
せ
給
ひ
っ
。
誰
も
〈
i
、
怪
し
う
、
あ
へ
な
き
こ
と

を
、
思
ひ
騒
ぎ
て
、
（
中
略
）
と
、
嘆
け
ば
、
尼
君
も
、
い
と
、
い
と
は

㊧

し
く
、
思
ひ
の
外
な
る
こ
と
ゞ
も
な
れ
ど
、
（
中
略
）
と
、
言
い
慰
む
。

「
東
屋
」
　
の
弁
の
尼
は
未
来
を
い
ろ
い
ろ
と
は
言
わ
な
い
。
今
は
亡
き
大

君
に
浮
舟
の
面
影
を
重
ね
て
は
記
憶
を
た
ど
り
、
過
去
に
と
ら
わ
れ
る
。
一

方
、
中
の
君
付
き
の
弁
の
君
は
、
今
現
在
の
姫
の
処
遇
に
泣
く
よ
り
ほ
か
は

な
い
。
二
人
の
弁
は
物
語
の
流
れ
に
そ
っ
て
み
れ
ば
、
ま
っ
た
く
異
質
で
あ

る
。
た
だ
、
弁
と
い
う
女
房
の
名
前
と
、
車
と
屋
敷
の
境
と
い
う
空
間
と
、

男
君
と
姫
君
の
出
会
い
と
三
つ
の
か
す
か
な
接
点
を
有
す
る
だ
け
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
突
然
浮
舟
を
宇
治
に
連
れ
出
し
た
薫
に
対
し
て
慌
て
る

弁
の
尼
と
、
夫
の
権
少
将
で
は
な
く
別
の
男
君
が
中
の
君
を
抱
き
お
ろ
そ
う

と
し
て
い
る
の
に
気
付
い
て
狼
狽
す
る
弁
の
君
の
一
瞬
と
り
乱
し
た
心
理
だ

け
は
、
奇
妙
に
重
な
っ
て
い
る
。

「
と
り
違
え
」
の
翌
朝
、
差
し
出
し
人
の
名
前
を
違
え
た
後
朝
文
を
、
弁

と
侍
従
の
二
人
の
女
房
が
受
け
取
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
に
「
見
せ
奉
」
る
。

後
半
部
分
は
、
こ
の
短
編
物
語
の
主
題
で
あ
り
、
独
自
性
を
発
揮
す
べ
き

場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
要
所
要
所
で
先
行
の
「
宇
治
十
帖
」
を
思
わ

す
に
は
い
ら
れ
な
い
描
出
に
終
始
す
る
。
あ
た
か
も
、
創
造
と
い
う
営
み
を

拒
絶
し
て
い
る
か
の
観
す
ら
あ
る
。

そ
し
て
、
ま
た
、
前
半
と
同
様
に
姫
君
の
意
図
を
無
視
し
て
、
女
房
達
が

事
件
を
ひ
き
起
こ
す
。
し
か
も
、
冒
頭
で
「
は
か
ば
か
し
く
御
乳
母
だ
つ
人

も
な
し
」
と
し
て
、
「
た
だ
、
常
に
候
ふ
侍
従
、
弁
」
と
さ
れ
た
人
で
あ
る
。

男
君
を
通
わ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
少
納
言
や
乳
母
子
は
、
こ
の
二
人
は

四
二

ど
主
だ
っ
た
女
房
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も

っ
と
軽
卒
な
こ
と
を
、
頼
み
と
す
べ
き
弁
や
侍
従
が
犯
し
て
し
ま
っ
た
。
し

か
も
、
女
君
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
男
君
も
女
房
も
、
こ
の
新
し
い
関
係
を

積
極
的
に
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
男
君
は
ま
ん
ざ
ら
で
も
な

か
っ
た
。
権
少
将
は
大
君
と
出
会
っ
て
「
た
だ
に
は
あ
ら
ず
、
優
に
思
さ
る

る
事
も
あ
り
け
む
、
い
と
嬉
し
き
」
と
思
う
。
少
将
は
中
の
君
を
迎
え
て
、

「
日
ご
ろ
も
、
い
と
に
は
ひ
や
か
に
、
見
ま
ほ
し
」
く
思
っ
て
お
り
、
「
人

知
れ
ず
思
ひ
渡
り
給
ひ
け
る
」
有
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
積
極
的
な
行
動

を
と
ろ
う
と
は
し
な
い
。
片
や
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
匂
宮
は
意
図
的
に
薫

を
装
い
、
女
房
の
右
近
は
誤
ち
を
「
宿
世
」
と
受
け
と
め
、
弁
の
尼
も
積
極

的
に
薫
の
立
場
を
擁
護
し
た
。
た
だ
、
「
宇
治
十
帖
」
　
の
場
合
に
は
、
「
恩

は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
　
の
姫
君
の
立
場
に
相
当
す
る
浮
舟
だ
け
が
、

「
東
屋
」
　
「
浮
舟
」
い
ず
れ
の
場
合
も
事
態
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
。
姫
君

達
の
場
合
は
、
吉
田
美
枝
氏
の
い
う
「
無
意
識
性
」
と
い
う
よ
り
も
、
無
意

図
的
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
浮
舟
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
主
体
の
弱
き
ゆ
え
に
、
逆
に
、
浮
舟
の
背
負
っ
た
苦
悩
に
は
至
ら
な
い
。

ま
た
、
「
と
り
違
え
」
の
恥
ず
か
し
さ
か
ら
、
積
極
的
に
新
し
い
男
君
に
心

ひ
か
れ
て
ゆ
く
と
は
見
え
な
い
。

浮
舟
の
場
合
、
入
水
に
至
る
過
程
で
、
侍
従
と
右
近
の
二
人
の
女
房
の
役

㊧

割
が
重
大
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
主
人
公
を
テ
ー
マ
た
る
入
水
に
追
い
込
む

役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
も

同
様
で
あ
る
。
「
と
り
違
え
」
の
設
定
も
実
行
も
、
す
べ
て
各
々
の
女
房
が

互
い
に
加
担
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
さ
に
「
宇
治
十
帖
」
　
の
模
倣

で
あ
り
、
裏
が
え
し
と
い
え
よ
う
。

三
　
冒
頭
と
結
び

以
上
、
何
ヶ
所
か
を
考
察
し
た
「
物
語
」
へ
の
意
識
が
、
「
序
」
と
「
結

語
」
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

冒
頭
の
序
言
に
つ
い
て
の
諸
論
の
要
点
は
鈴
木
一
雄
氏
に
よ
っ
て
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
論
文
の
多
く
は
、
短
篇
物
語
に
お
け
る
序
と
長
編

物
語
に
お
け
る
序
と
の
差
異
を
論
じ
、
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」

の
場
合
の
序
文
の
有
効
性
に
言
及
す
る
。

た
ま
た
ま
、
本
文
冒
頭
の
侍
従
と
弁
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
突
然
登
場
し

て
首
尾
を
照
応
さ
せ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
で
序
文
と
結
語
の

統
制
が
と
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
：
」
の
対
応
関
係
も
さ
ら
に
論
じ
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

冒
頭
、
「
昔
物
語
な
ど
に
そ
、
か
や
う
の
こ
と
は
聞
ゆ
る
を
」
と
始
ま
り
、

「
年
の
積
り
に
け
る
ほ
ど
も
、
あ
は
れ
に
思
ひ
知
ら
れ
け
む
」
と
、
昔
語
り

す
る
古
女
房
の
口
調
で
故
大
納
言
の
遺
児
の
姉
妹
の
物
語
が
始
ま
る
。
が
、

と
じ
め
は
「
本
に
も
侍
る
」
と
結
び
、
さ
ら
に
語
り
手
の
「
は
て
ゆ
か
し
く

こ
そ
侍
れ
」
と
い
う
感
想
と
共
に
、
再
び
「
本
に
も
「
本
の
ま
ま
」
と
見
ゆ
」

と
し
め
く
く
る
。
先
の
「
本
に
も
侍
る
」
は
、
ど
こ
ま
で
か
か
る
の
か
定
か

で
は
な
い
。
序
語
で
、
昔
物
語
風
な
、
と
語
り
出
し
た
と
こ
ろ
か
ら
含
ん
で

し
ま
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
が
へ
す
が
へ
す
、
た
だ
同
じ
さ
ま
な
る
御
心

の
う
ち
ど
も
の
み
ぞ
、
心
苦
し
う
と
ぞ
」
の
一
文
の
み
を
指
す
の
か
、
幾
つ

「
思
は
ね
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
小
者

も
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
昔
物
語
」
を
引
き
あ

い
に
出
し
、
「
本
」
に
あ
る
こ
と
を
論
拠
と
す
る
態
度
は
、
や
や
歪
み
を
残

し
な
が
ら
も
照
応
し
た
と
い
え
よ
う
。

右
の
よ
う
な
物
語
に
対
す
る
意
識
が
先
述
の
よ
う
な
先
行
諸
作
品
へ
の
接

近
と
同
化
・
融
合
を
大
胆
に
行
わ
し
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
行
の
物

語
、
特
に
「
宇
治
十
帖
」
の
諸
場
面
を
想
起
さ
せ
る
執
筆
態
度
は
、
新
し
い

手
法
、
新
し
い
世
界
へ
の
開
拓
を
拒
ん
で
い
る
。
筋
の
展
開
を
追
う
こ
と
に

主
眼
を
お
く
と
、
い
き
お
い
切
り
捨
て
ら
れ
る
部
分
が
増
加
す
る
。
そ
し
て
、

物
語
の
描
写
や
清
神
の
奥
行
き
が
浅
く
な
り
が
ち
に
な
る
。
そ
の
欠
点
を
補

う
も
の
と
し
て
、
先
行
物
語
の
印
象
深
い
場
面
を
思
わ
せ
る
キ
ー
・
ワ
ー
ド

を
散
り
ば
め
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
類
似
の
章
句
は
、
そ
の
当
座
だ
け

の
有
効
性
し
か
発
揮
し
な
い
。
一
編
を
貫
く
思
想
性
に
は
と
う
て
い
な
り
得

な
い
。
長
編
物
語
の
も
つ
人
間
の
奥
行
き
迄
は
う
つ
す
べ
も
な
か
っ
た
。

結

短
編
物
語
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
恋
愛
な
ど
の
一
コ
マ
に
焦

点
を
当
て
て
描
き
こ
ん
で
ゆ
く
も
と
と
、
筋
本
意
の
展
開
で
ひ
と
ひ
ね
り
し

た
オ
チ
を
楽
し
む
も
の
の
二
つ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
分
け
方

か
ら
は
み
出
る
物
語
も
多
々
あ
る
。
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
は

筋
本
意
の
短
編
物
語
の
中
で
も
、
特
に
先
行
の
作
品
と
の
相
関
が
著
し
い
の

で
、
対
象
と
し
た
。

短
編
物
語
の
手
法
は
二
・
三
章
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特

に
強
調
し
た
い
の
は
、
二
章
の
2
～
4
項
に
共
通
す
る
「
宇
治
十
帖
」
な
く

四
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し
て
は
、
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
は
平
盤
な
退
屈
き
わ
ま
り
な

い
作
品
に
す
ぎ
な
い
点
で
あ
る
。
姉
妹
の
設
定
だ
け
で
、
宇
治
の
山
荘
あ
る

い
は
故
常
陸
宮
邸
が
喚
起
さ
れ
る
。
姉
君
と
少
将
の
交
流
が
「
い
と
い
た
う

色
め
き
た
る
若
き
」
少
納
言
の
君
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
と
も
、
特
に
女
三

宮
と
柏
木
の
何
ら
い
や
、
浮
舟
と
匂
宮
の
関
係
と
重
ね
ら
れ
る
。
中
の
君
の

結
婚
を
大
君
の
太
秦
ご
も
り
の
留
守
に
乳
母
子
が
独
断
で
と
り
行
な
う
こ
と

も
、
横
川
の
妹
尾
君
の
落
胆
の
様
子
と
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
。
そ
し
て
、

「
と
り
違
え
」
の
山
場
で
、
侍
従
が
寝
お
ぴ
れ
て
大
君
を
権
少
将
邸
に
送
る

の
は
、
眠
気
に
お
そ
わ
れ
だ
右
近
が
匂
宮
と
も
知
ら
ず
に
浮
舟
の
寝
所
に
導

く
こ
と
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
。
ま
た
、
同
様
に
中
の
君
に
従
っ
た
弁
の
君

が
姫
を
車
か
ら
降
ろ
す
ま
い
と
思
い
な
が
ら
、
結
局
男
君
に
運
命
を
揚
め
と

ら
れ
る
の
も
、
浮
舟
を
宇
治
に
伴
お
う
と
し
だ
薫
に
対
す
る
弁
の
尼
の
反
応

と
呼
応
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
章
句
の
隙
間
か
ら
ほ
の
見
え
る
『
源
氏
物
語
』

の
影
響
力
は
、
単
に
当
代
の
世
相
を
写
す
上
に
物
語
の
場
面
に
対
す
る
拘
束

力
を
発
揮
し
た
と
い
え
よ
う
。
ま
さ
に
、
長
編
物
語
あ
っ
て
の
短
編
物
語
で

あ
り
、
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
特
徴
あ
る
手
法
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

注
①
　
小
学
館
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
の
『
落
窪
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
』
ほ
か

に
よ
る
。

②
　
角
川
書
店
『
新
編
国
歌
大
観
・
第
一
巻
』
に
よ
る
。
な
お
、
「
拾
遺
抄
」
第

八
巻
で
は
同
じ
詞
書
に
ざ
ら
に
続
け
て
「
い
び
つ
か
は
し
け
る
」
の
一
文
が
あ

る。
⑥
　
①
に
示
し
た
小
学
館
の
も
の
に
よ
る
。
四
六
二
頁
。
以
下
の
引
用
及
び
真
数

四
四

は
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。
た
だ
し
、
適
時
、
角
川
文
庫
を
併
周
し
て
い
る
。

④
　
「
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
雑
考
」
　
（
『
滋
賀
大
国
文
』
第
八
号
・

昭
4
5
・
1
2
）

⑥
　
小
学
館
版
の
頭
注
に
一
々
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
四
八
九
頁
九
、
四
九
〇

頁
三
・
一
〇
、
四
九
二
頁
一
一
、
四
九
六
頁
一
四
な
ど
。

⑥
　
「
末
摘
花
」
岩
波
書
店
「
古
典
文
学
大
系
」
『
源
氏
物
語
』
一
二
三
六
頁
以
下
、

『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
巻
名
の
下
に
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
版
の
巻
数

と
頁
数
を
示
す
。

「
若
菜
下
」
三
　
二
二
七
頁

⑮⑲⑰⑬⑲⑳

「
東
屋
」
五
一
九
三
頁

「
浮
舟
」
五
　
二
三
九
頁

「
手
習
」
五
　
三
八
二
頁

な
お
、
三
七
八
頁
に
「
左
衛
門
と
て
あ
る
大
人
し
き
人
、
童
ぽ
か
り
」
と
あ

る
の
で
、
こ
も
ぎ
は
「
童
」
に
入
る
か
。

「
総
角
」
五
　
三
八
八
頁

岩
波
書
店
「
古
典
文
学
大
系
」
　
『
狭
衣
物
語
』
二
一
二
五
頁

同
右
　
巻
一
四
七
頁
・
五
〇
～
五
一
頁

同
石
　
巻
二
一
二
六
～
一
三
二
真

岡
右
　
巻
二
一
三
八
～
一
四
一
頁
二
八
四
～
一
八
五
頁
・
巻
三
　
二
二

六
～
二
二
七
頁
・
二
七
一
l
一
七
二
頁
二
一
七
六
～
二
七
七
頁
・
三
二
七
頁

巻
四
　
四
一
入
貢

①
に
同
じ
。
　
「
落
窪
物
語
」
巻
一
一
〇
〇
～
一
〇
五
頁

岩
波
書
店
「
古
典
文
学
大
系
」
　
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
五
五
～
五
人
頁

「
堤
中
納
言
物
語
研
究
1
－
「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
の
特
質
と

そ
の
位
置
I
L
　
（
東
京
女
子
大
『
日
本
文
学
』
2
5
号
・
昭
4
0
・
日
月
）

①
に
同
じ
　
巻
一
八
三
～
八
四
頁

「
若
菜
下
」
三
一
三
ハ
七
頁

同
右
　
三

「手習」
「総角」

同
右
　
四

⑮
に
同
じ

「浮舟」

同
右
　
五

「東屋」

三
七
一
貫

五
　
三
七
七
～
三
九
四
頁

四
　
四
三
九
～
四
四
一
貫

四
四
一
貫

巻
二
　
二
一
二
～
二
二
〇
頁

五
　
二
一
五
～
二
一
六
頁

二
一
入
貢

五

一

九

一

貫

拙
者
「
浮
丹
入
水
の
脇
役
た
ち
・
I
「
東
屋
」
か
ら
「
浮
舟
」
　
へ
の
構
想
の

変
化
を
追
っ
て
　
－
　
」
（
立
命
館
大
学
『
論
究
日
本
文
学
』
4
6
号
、
昭
5
8
・
5
）

⑳
　
『
堤
中
納
言
序
説
』
　
（
桜
楓
社
　
昭
弱
・
9
月
）
二
九
二
～
二
九
三
頁

付
記
　
『
国
語
と
国
文
学
』
　
（
昭
3
4
・
4
）
所
収
の
松
村
誠
一
氏
「
短
篇
物
語
の
構

成
　
－
　
堤
中
納
言
物
語
の
諸
篇
1
－
」
　
（
九
九
～
一
〇
〇
頁
）
で
は
、
物
語
の

展
開
の
他
、
「
人
違
い
の
起
こ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
幾
つ
か
の
条
件
」
、
「
無

用
の
人
物
と
い
う
べ
き
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
」
　
な
ど
と
私
論
と
同
じ
手
順

を
ふ
み
な
が
ら
も
、
「
こ
の
短
篇
が
、
長
篇
を
思
わ
せ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る

か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
、
全
く
逆
の
方
向
に
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

（
の
む
ら
・
み
ち
こ
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

「
恩
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
小
者


