
秘
密
の
恋
は
や
が
て
露
見
す
る
。
御
皿
本
で
は
「
御
所
中
の
女
は
う
た
ち
、

人
々
」
に
よ
っ
て
、
御
伽
本
で
は
不
特
定
の
人
々
に
よ
っ
て
、
二
人
の
恋
は

非
難
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
非
難
の
対
象
は
次
の
よ
う
に
異
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
御
耶
本
で
は
、
「
鉢
か
づ
き
」
を
床
に
侍
ら
せ
た
と
し
て
、

「
中
将
」
の
行
為
が
廟
笑
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
御
伽
本
で
は
、
「
宰
相
」

あ
れ
ほ
と
の
、
い
や
し
き
物
に
、
御
め
を
か
け
、
ま
く
ら
を
、
な
ら

ゞ
に
／
、
み
力
｜

へ
さ
せ
給
ふ
ら
ん
こ
と
の
、
あ
さ
ま
し
さ
よ
と
そ
、
た
、
み
わ
ら
ひ
、

ま
い
ら
せ
け
る
。
（
御
巫
本
）

も
と
よ
り
高
き
も
賤
し
き
も
、
男
は
あ
る
な
ら
ひ
、
立
ち
寄
り
給
ふ

と
も
、
あ
の
鉢
か
づ
き
め
が
、
近
づ
き
参
ら
せ
ん
と
思
ふ
心
の
不
得
心

さ
よ
と
、
憎
ま
ぬ
入
は
な
か
り
け
り
。
（
御
伽
本
）

『
鉢
か
づ
き
」
の
恋

四
、
恋
の
阻
害

「
鉢
か
づ
き
」
の
恋

ｌ
御
巫
本
と
の
比
較
に
よ
る
御
伽
文
庫
本
の
読
み
と
特
徴
（
二
）
Ｉ

と
契
っ
た
「
鉢
か
づ
き
」
ｎ
身
が
、
身
分
差
を
犯
し
た
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。

「
宰
州
」
も
後
に
は
「
鉢
か
づ
き
」
を
捨
て
な
い
こ
と
を
、
「
世
に
も
人
な
き

や
う
に
」
「
を
か
し
き
御
心
」
と
瑚
笑
さ
れ
る
が
、
先
に
「
鉢
か
づ
き
」
が

非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
「
宰
柑
」
へ
の
中
傷
も
そ
れ
に
亜
な
り
、
「
鉢
か

づ
き
」
に
対
す
る
障
害
が
よ
り
大
き
く
な
る
。

具
体
的
な
二
人
の
恋
の
障
害
は
、
御
巫
本
で
も
御
伽
本
で
も
、
二
度
に
わ

た
っ
て
州
か
れ
る
。
第
一
は
、
御
岻
本
で
は
、
父
「
関
、
」
が
女
・
勝
た
ち
の

誹
誇
を
聞
い
て
、
「
鉢
か
づ
き
」
を
淀
川
へ
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
。
明
確
な

理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
流
さ
れ
た
「
鉢
か
づ
き
」
は
、
「
あ
き
な
ひ
舟
」

に
よ
っ
て
岸
へ
投
げ
上
げ
ら
れ
、
基
叩
を
取
り
留
め
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
に

と
っ
て
は
、
こ
の
事
件
は
、
「
中
将
」
へ
の
思
い
の
表
明
で
あ
っ
た
。

い
と
、
心
ほ
そ
く
て
、
此
ほ
と
、
な
れ
ま
い
ら
せ
つ
る
、
ち
う
し
や

う
と
の
、
、
御
蛎
の
み
、
お
も
ひ
い
て
ら
れ
て
、
な
み
た
に
、
む
せ
ひ

つ
、
け
て
、
か
く
は
か
り

よ
と
河
の
、
な
み
と
な
み
た
に
、
ぬ
る
、
袖
、
ほ
す
ひ
ま
も
あ
ら
す
、

冨
田
成
美

ﾉし



恋
の
進
腱
の
賜
川
で
は
「
鉢
か
づ
き
」
の
思
い
は
ま
っ
た
く
州
か
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
初
め
て
、
「
中
将
」
を
慕
う
心
が
わ
か
る
。
た
だ

「
中
将
」
と
の
直
接
的
な
対
話
や
行
為
で
は
な
い
《
』
「
中
将
」
に
と
っ
て
も
、

こ
の
聯
件
は
、
「
鉢
か
づ
き
」
へ
の
恋
慕
の
梢
を
、
他
荷
に
典
体
的
に
示
す

機
会
と
な
っ
た
。
「
中
将
」
は
家
胞
を
例
し
て
「
鉢
か
づ
き
」
の
行
〃
を
探

さ
せ
る
。
そ
し
て
、
「
鉢
か
づ
き
」
が
淀
川
へ
投
げ
捨
て
ら
れ
た
こ
と
を
知

ら
さ
れ
る
と
、
腹
心
と
と
も
に
密
か
に
探
索
に
乗
り
出
し
、
掴
し
出
し
て

「
御
所
中
に
そ
、
し
の
ひ
い
ら
せ
」
た
。

男
主
人
公
が
自
分
の
前
か
ら
消
え
去
っ
た
恋
の
相
手
を
捜
す
た
め
に
家
を

出
て
放
浪
す
る
こ
と
は
、
御
伽
草
子
の
公
家
物
の
恋
愛
物
語
に
は
数
多
い
パ

タ
ー
ン
で
あ
る
。
「
桜
の
中
将
」
『
扇
流
し
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
物
語

で
は
、
放
浪
の
苦
難
を
体
験
し
て
再
会
す
る
こ
と
で
、
男
飛
人
公
は
人
間
的

成
長
を
遂
げ
る
。
そ
の
た
め
、
旅
の
始
め
に
神
仏
に
祈
誓
を
か
け
て
、
そ
の

成
就
を
願
う
こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
一
扇
流
し
」
で
は
、
清
水
・
六
角
堂

を
は
じ
め
三
十
弱
の
社
寺
を
巡
っ
て
祈
誓
す
る
。

砿
ね
竜
ね
の
祈
誓
は
男
主
人
公
の
覚
僻
の
秘
を
示
し
、
旅
の
苫
難
は
、
そ

れ
を
受
け
る
こ
と
で
同
時
に
、
内
分
の
恋
心
の
強
さ
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。

し
か
し
、
御
巫
本
「
鉢
か
づ
き
」
で
は
、
誓
願
も
具
体
的
な
旅
の
苦
難
も
描

か
れ
な
い
。
「
中
将
」
は
淀
川
で
す
ぐ
に
「
鉢
か
づ
き
」
と
再
会
し
、
邸
に

連
れ
帰
る
。
恋
の
パ
タ
ー
ン
は
踏
襲
し
て
い
る
が
、
同
種
の
作
品
に
比
べ
て
、

主
人
公
が
体
験
す
る
苦
難
が
少
な
い
だ
け
に
、
そ
の
克
服
に
よ
る
達
成
感
も
、

つ
ま
そ
こ
ひ
し
き
〈
御
巫
本
）

恋
心
の
強
さ
も
、
イ
ン
パ
ク
ト
が
弱
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
入
水
」
と
い
う
要
素
は
、
御
伽
本
で
は
「
鉢
か
づ
き
」
が
実
家

を
追
放
さ
れ
放
浪
す
る
途
次
に
配
さ
れ
る
。
物
語
で
の
女
性
の
入
水
は
、
女

主
人
公
の
心
的
状
態
の
悲
惨
さ
を
示
す
と
も
、
死
と
郷
生
の
象
徴
と
も
言

わ
れ
る
“
ど
ち
ら
の
要
素
も
二
本
に
該
当
す
る
。
入
水
は
向
本
に
と
っ
て
、

「
鉢
か
づ
き
」
の
勝
場
所
を
動
か
し
、
新
し
い
生
活
を
導
く
契
機
で
あ
る
。

御
凧
本
の
位
憧
は
、
隠
さ
れ
て
い
た
悲
揃
な
恋
心
が
衣
れ
る
と
い
う
意
味
で
、

そ
こ
に
恋
の
観
点
も
加
わ
る
と
い
う
効
果
が
あ
ろ
う
。

御
伽
本
で
は
、
「
中
将
」
の
淀
川
放
浪
に
該
当
す
る
場
面
は
な
い
。
代
わ

り
に
、
「
宰
机
」
の
恋
心
の
強
さ
を
示
す
場
伽
と
し
て
、
川
親
の
亦
唆
に
よ

る
「
乳
趾
の
諫
め
」
の
場
面
が
満
か
れ
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
を
追
い
出
せ
と

い
う
母
の
意
向
を
伝
え
る
乳
母
に
対
し
て
、
「
宰
相
」
は
次
の
よ
う
に
濤
え

る
。

一
樹
の
蔭
、
一
河
の
流
れ
を
汲
む
こ
と
も
、
他
生
の
縁
と
こ
そ
聞
け
。

占
も
、
さ
る
こ
と
あ
れ
ば
こ
そ
、
、
ｆ
の
勘
当
か
う
ぶ
り
、
千
尋
の
底
に
沈

む
と
も
、
妹
背
の
巾
は
さ
も
あ
ら
ず
。
親
の
御
不
群
か
う
ぶ
り
て
、
た
ち

ま
ち
無
間
に
沈
む
と
も
、
思
ふ
夫
姉
の
中
な
ら
ば
、
何
か
杵
し
か
る
べ
き

ぞ
。
殿
上
の
御
耳
に
入
り
、
た
ち
ま
ち
御
手
に
か
か
る
と
も
、
か
の
鉢
か

づ
き
故
な
ら
ば
、
総
つ
る
命
は
、
露
塵
ほ
ど
も
惜
し
か
ら
ず
。
か
の
人
を

拾
て
ん
こ
と
恩
ひ
も
よ
ら
ず
。
こ
の
こ
と
用
ひ
申
さ
い
と
て
、
鉢
か
づ
き

も
ろ
と
も
に
追
ひ
出
し
給
ひ
な
ば
、
い
か
な
る
野
の
末
、
山
の
奥
に
住
む

と
て
も
、
思
ふ
人
に
添
ふ
な
ら
ば
、
ゆ
め
ゆ
め
悲
し
か
る
ま
じ
。

○



こ
こ
に
は
、
主
人
の
勘
当
や
親
の
成
敗
、
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
が
埴
ち
る

無
間
地
獄
の
苦
し
み
よ
り
も
、
「
恩
ふ
夫
婦
の
中
」
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
一
般
的
な
倫
理
や
信
心
の
概
念
で
は
、
罪
の
報
い
と
し
か
思
わ
れ
な

い
事
象
が
、
逆
に
「
妹
背
」
の
絆
の
強
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
中
世
物
語
で
は
、
恋
や
親
子
の
愛
情
は
、
成
仏
の
た
め
の
方
便
に
す
ぎ

ず
、
そ
れ
は
と
も
す
れ
ば
雌
地
獄
を
招
く
妄
執
と
な
る
危
険
を
は
ら
む
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
意
識
は
捨
象
さ
れ
、
地
獄
の

恐
怖
は
現
肚
の
恋
を
強
化
し
、
肯
定
す
る
た
め
に
川
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
「
鉢
か
づ
き
」
と
の
縁
は
、
「
他
生
の
縁
」
に
よ
っ
て
前
世
か
ら
定

ま
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
の
仏
教
用
語

は
、
二
人
の
仲
を
肯
定
す
る
た
め
に
、
都
合
の
い
い
意
味
だ
け
を
選
択
し
て

使
っ
て
い
る
。

御
巫
本
と
御
伽
本
を
比
較
す
る
と
、
京
都
の
「
関
白
」
邸
か
ら
淀
川
河
畔

へ
と
場
所
が
変
化
す
る
御
皿
本
は
、
作
舳
の
新
し
い
感
興
を
生
む
と
言
う
点

で
は
、
視
点
の
移
動
に
効
果
が
あ
る
。
御
伽
本
で
は
場
所
は
う
↑
位
中
将
」

邸
か
ら
動
く
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
恋
の
思
い
と
い
う
点
を
考
え
る
と
、

御
凧
本
は
「
隠
れ
た
恋
」
に
終
始
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
鉢
か
づ
き
」
を
探

す
意
図
も
、
後
枇
の
供
養
と
い
う
通
常
の
仏
教
概
念
を
守
っ
て
い
る
。
兜
拒

人
公
の
恋
心
は
、
「
ひ
る
は
ひ
め
も
す
、
よ
る
は
よ
も
す
か
ら
、
お
も
ひ
あ

か
し
給
ひ
け
る
」
と
、
簡
潔
に
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
非
難
さ
れ
る
身
分

違
い
の
恋
を
公
に
し
、
堕
地
獄
を
も
厭
う
こ
と
な
く
、
恋
を
貫
く
決
意
を
繰

り
返
し
述
べ
た
御
伽
本
の
方
が
、
そ
の
思
い
は
具
体
的
に
、
強
く
享
受
肴
に

「
鉢
か
づ
き
』
の
恋

伝
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

恋
の
阻
害
の
第
二
は
、
「
嫁
く
ら
べ
」
の
画
策
で
あ
る
。
御
巫
本
で
は
、

↓
一
人
の
仲
は
、
「
く
わ
ん
は
く
と
の
北
の
か
た
ま
て
、
き
こ
し
め
し
、
き
ん

た
ち
・
も
ん
に
、
い
た
る
ま
て
、
御
物
な
け
き
」
と
な
っ
た
。
人
々
は
二
人

を
引
き
離
す
た
め
に
「
よ
め
あ
は
せ
」
を
計
画
す
る
。
そ
れ
は
「
御
よ
め
こ

せ
ん
を
、
し
や
う
し
ま
い
ら
せ
、
い
し
や
う
も
み
ぐ
る
し
く
、
み
め
か
た
ち

も
、
あ
し
か
ら
ん
、
い
や
し
け
な
る
人
を
、
御
ら
ん
せ
ん
、
き
ん
た
ち
を
は
、

御
ふ
け
う
と
あ
る
へ
し
」
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
Ⅱ
的
は
、
「
中

将
殿
に
、
は
ち
を
あ
た
へ
、
ま
い
ら
せ
さ
せ
、
給
へ
候
か
し
、
も
し
、
お
ほ

し
め
し
わ
す
れ
も
や
、
す
る
」
「
ひ
と
へ
に
、
は
ち
か
つ
き
を
、
は
ぢ
し
め

ん
」
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
両
親
を
頂
点
と
し
た
家
門
の
総
意
と
し
て
、

二
人
に
恥
を
与
え
て
、
卑
し
い
者
に
通
う
息
子
を
断
罪
し
よ
う
と
い
う
意
図

が
う
か
が
え
る
。
嫡
男
で
あ
っ
て
も
、
「
中
将
」
は
家
門
の
権
力
に
よ
っ
て

守
ら
れ
て
は
い
な
い
。

御
伽
本
で
は
、
「
嫁
合
」
は
、
「
宰
杣
」
の
け
と
孔
趾
と
の
談
合
の
結
果
と

し
て
計
血
さ
れ
た
。
「
か
の
鉢
か
づ
き
恥
づ
か
し
ぐ
岨
ひ
て
、
い
づ
く
へ
も

出
で
ゆ
く
」
と
与
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
嫁
合
」
は
、
趾
親
の

ｆ
に
よ
る
我
が
子
を
守
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。
「
宰
州
」
は
地
位
を
守
ら

れ
る
立
場
に
あ
り
、
「
鉢
か
づ
き
」
だ
け
が
家
門
を
犯
す
も
の
と
し
て
追
放

さ
れ
よ
う
と
す
る
。
両
人
の
関
係
性
を
考
え
る
と
、
御
伽
本
の
方
が
、
関
係

断
絶
の
危
機
感
を
、
強
く
読
荷
に
訴
え
ら
れ
る
。
恋
の
腱
開
の
点
で
は
、
御

伽
本
が
今
後
の
進
展
に
よ
り
興
趣
が
増
す
と
言
え
る
。

一
一
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「
嫁
く
ら
べ
」
に
出
る
べ
き
手
段
も
な
く
、
進
退
窮
ま
っ
た
二
人
は
、
家

を
拾
て
る
決
心
を
す
る
。
御
砿
本
で
は
、
そ
こ
に
い
た
る
暎
き
と
決
意
は
、

「
中
将
」
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
「
中
将
」
は
「
い
つ
か
た
へ
も
、
も
る

と
も
に
、
か
く
れ
し
の
は
ん
」
「
此
あ
か
つ
き
、
も
る
と
も
に
、
し
の
ひ
い

て
ん
」
と
嘆
く
だ
け
で
あ
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
の
感
情
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

た
だ
神
仏
に
祈
る
だ
け
で
あ
る
。

「
鉢
か
づ
き
」
は
実
家
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
自
分
が
「
申
し
子
」
と
な
っ
た

長
谷
寺
と
、
天
満
天
神
に
祈
念
し
、
死
を
願
う
。
「
中
将
」
へ
の
強
い
思
慕
が

そ
こ
に
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
中
将
」
自
身
は
、
二
人
で
隠

棲
し
て
生
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
相
互
に
思
い
合
い
な
が
ら
も
、
こ
の

段
階
で
、
二
人
の
思
い
は
齪
齢
を
き
た
し
て
い
る
。
「
中
将
」
に
従
っ
て
「
関

口
」
邸
を
川
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の
に
、
「
鉢
か
づ
き
」
は
な
ぜ
死
を
望
む

は
ち
か
つ
き
は
、
し
ん
ｊ
、
を
い
た
し
、
と
う
さ
い
な
ん
ほ
く
を
、

ふ
し
お
か
み
、
ふ
つ
し
ん
三
ほ
う
に
、
き
れ
ん
し
給
ひ
、
我
う
ち
の
御

て
ら
、
は
せ
の
く
わ
ん
お
ん
、
な
ら
ひ
に
、
て
ん
ま
ん
て
ん
し
ん
、
な

う
し
ゆ
ま
し
ｊ
～
て
、
わ
か
み
の
い
ん
く
わ
、
つ
た
な
く
て
、
さ
て
は

つ
へ
き
に
て
候
は
ゞ
、
た
ち
ま
ち
に
、
い
の
ち
を
と
り
候
へ
と
て
、
ふ

し
お
か
み
た
ま
ひ
け
れ
は
、
い
た
圃
き
た
る
、
は
ち
、
は
こ
、
た
ち
ま

ち
に
、
ま
へ
蕊
そ
、
お
ち
た
り
け
る
。
（
御
凧
本
）

五
、
鉢
の
落
下

の
か
。
理
山
は
明
確
で
は
な
い
が
、
「
中
将
」
に
添
え
な
い
前
途
に
絶
望
し
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
の
祈
り
は
受
納
さ
れ
、
死
の
代
わ
り
に
、

鉢
と
柿
が
落
ち
る
。
本
人
の
信
心
が
、
そ
れ
ら
を
落
と
し
た
と
言
え
る
。

こ
の
場
面
は
、
御
伽
本
で
は
大
き
く
異
な
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
は
「
宰
柑
」

を
守
る
た
め
に
、
「
わ
れ
わ
れ
、
い
づ
く
へ
も
行
か
ん
」
と
、
自
分
か
ら
身

を
引
く
決
心
を
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
宰
相
」
は
、
「
御
身
に
離
れ
て
は
、

片
時
も
ゐ
ら
れ
候
ふ
ま
じ
。
い
づ
か
た
へ
な
り
と
も
と
も
に
出
で
ん
」
と
、

ど
こ
ま
で
も
「
鉢
か
づ
き
」
と
運
命
を
と
も
に
す
る
覚
悟
で
応
じ
る
。

こ
の
覚
悟
は
、
「
嫁
く
ら
べ
」
の
当
Ⅱ
に
も
、
「
宰
相
殿
、
鉢
か
づ
き
と
一
↓

人
、
い
づ
く
へ
も
立
ち
出
で
ん
と
お
ぽ
し
め
し
け
る
」
と
、
繰
り
返
し
て
表

明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
宰
相
」
の
心
は
、
「
今
一
度
父
母
を
見
奉
り
て
」
と

揺
ら
ぐ
。
そ
れ
で
も
、
死
別
の
こ
と
を
考
え
て
思
い
切
る
。
「
鉢
か
づ
き
」

は
そ
れ
を
見
て
、
「
わ
れ
一
人
、
い
づ
か
た
へ
も
出
で
参
ら
せ
ん
」
と
、
再

び
一
人
で
邸
を
出
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
「
宰
相
」
は
「
い
づ
く
ま
で
も
、

御
供
申
し
候
は
ん
」
と
、
堅
い
決
意
を
表
す
。
続
く
二
組
の
応
唱
歌
に
は
、

そ
の
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。

君
思
ふ
心
の
う
ち
は
わ
き
か
へ
る
岩
間
の
水
に
た
ぐ
へ
て
も
み
よ

（
「
宰
相
」
）

わ
が
思
ふ
心
の
う
ち
も
わ
き
か
へ
る
岩
間
の
水
を
見
る
に
つ
け
て
も

（
「
鉢
か
づ
き
」
）

よ
し
さ
ら
ば
野
辺
の
草
と
も
な
り
も
せ
で
君
を
露
と
も
と
も
に
消
え
な
ん

（
「
鉢
か
づ
き
」
）

一
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妓
初
の
唱
和
で
は
、
「
岩
間
の
水
」
に
例
え
て
、
お
瓦
い
の
湧
き
返
る
愛

情
を
述
べ
て
い
る
ｃ
次
の
咄
利
で
は
、
「
鉢
か
づ
き
」
は
脚
分
を
「
草
」
に
、

「
幸
州
一
を
「
礁
」
に
例
え
て
、
と
も
に
消
え
る
こ
と
を
願
う
。
「
消
え
な
ん
」

と
い
う
願
望
は
、
こ
の
場
合
は
、
「
邸
か
ら
消
え
る
」
こ
と
と
「
こ
の
壯
か

ら
浦
え
る
」
こ
と
の
、
ど
ち
ら
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し

て
「
宰
机
」
は
、
二
人
の
契
り
の
惨
さ
を
「
末
葉
の
螺
」
に
例
え
る
が
、
そ

れ
を
知
っ
た
か
ら
に
は
と
も
に
日
を
送
る
こ
と
を
誓
う
。
「
鉢
か
づ
き
」
の

第
二
歌
は
現
在
の
状
態
へ
の
失
望
を
詠
む
□
「
宰
相
」
の
答
歌
は
、
短
い
契

り
を
二
人
の
関
係
の
永
続
の
契
機
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
↓
一
歌
は
完
全
に

照
応
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
、
い
つ
ま
で
も
二

人
が
と
も
に
在
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
第
二
の
咄
利
は
こ
の
点
で
呼
応
し
、

愛
怖
を
表
明
す
る
歌
と
な
る
。

そ
れ
で
も
な
お
「
宰
州
」
は
、
両
親
へ
の
名
残
り
を
ふ
り
切
れ
な
い
。

「
左
右
な
く
出
で
や
ら
ず
、
た
だ
御
涙
せ
き
あ
へ
ず
」
と
、
雌
後
ま
で
蹄
鵬

す
る
。
御
収
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
男
主
人
公
の
心
の
擬
ら
ぎ
は
、
ま
っ
た

く
描
か
れ
て
い
な
い
。
「
中
将
」
は
、
状
況
を
た
だ
嘆
く
だ
け
で
あ
る
。
御

伽
本
で
は
、
両
親
と
「
鉢
か
づ
き
」
の
間
で
揺
れ
動
き
な
が
ら
、
「
宰
相
」

は
「
鉢
か
づ
き
」
へ
の
愛
情
を
問
め
て
い
く
。
「
鉢
か
づ
き
」
の
心
が
そ
れ

を
促
す
層
こ
う
し
て
、
出
奔
と
い
う
危
機
を
通
し
て
、
二
人
の
愛
情
が
固
く

結
ば
れ
て
い
く
過
程
が
細
か
く
描
か
れ
る
。

道
の
辺
の
萩
の
末
葉
の
露
ほ
ど
も
契
り
て
知
る
ぞ
わ
れ
も
た
ま
ら
ん

（
「
宰
相
‐
｜
）

『
鉢
か
づ
き
」
の
恋

「
宰
相
」
は
妓
後
に
は
家
を
捨
て
る
こ
と
を
決
心
す
る
。
そ
れ
に
感
応
し

た
か
の
よ
う
に
、
「
夜
も
や
う
や
う
明
け
方
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
急
ぎ
出
で
ん

：
．
・
・
・
と
し
給
ふ
時
」
、
「
い
た
だ
き
給
ふ
鉢
、
か
つ
ぱ
と
前
に
」
落
ち
る
。
鉢

の
落
下
は
、
多
く
は
、
長
谷
観
音
に
よ
る
「
鉢
か
づ
き
」
へ
の
庇
護
の
賜
と

一
Ｈ
｝

考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
の
祈
り
に
呼
応
し
て
鉢
が
落
ち
た
御
巫

本
は
、
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
御
伽
本
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

「
鉢
か
づ
き
」
は
鉢
が
落
ち
た
こ
と
を
、
「
わ
が
牡
長
谷
の
観
青
を
信
じ
給
ひ

し
御
利
生
」
と
、
ま
ず
感
じ
て
い
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
に
と
っ
て
、
鉢
を
藩

と
し
た
も
の
は
、
ｎ
分
の
信
心
で
は
な
く
、
「
趾
」
の
偏
仰
で
あ
っ
た
。
御

巫
本
で
も
御
伽
本
で
も
、
「
鉢
か
づ
き
」
は
長
谷
観
青
の
「
申
し
子
」
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
御
伽
本
で
は
、
そ
こ

に
信
仰
と
い
う
形
で
の
亡
母
の
愛
情
が
砿
眉
し
て
い
る
。

今
般
に
親
の
過
度
の
愛
情
は
、
仏
果
の
妨
げ
と
な
り
、
「
鉢
か
づ
き
」
の

鉢
は
、
亡
趾
の
執
着
の
象
徴
と
巷
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
松
原
秀
江
氏

は
、
鉢
を
「
北
の
力
や
姫
耕
の
、
心
糾
述
い
に
よ
る
人
と
し
て
の
未
熟
さ
．

幼
さ
、
即
ち
、
傾
倒
艇
明
の
航
悩
」
と
評
価
し
、
二
人
を
「
死
ん
で
も
な
お

身
を
分
け
た
姫
称
に
愛
済
し
て
、
巾
打
に
さ
迷
う
北
の
方
」
「
亡
き
北
の
方

に
、
「
法
華
経
八
巻
・
数
の
御
経
ど
も
」
を
、
教
養
の
一
部
と
し
て
与
え
ら

れ
な
が
ら
、
一
顧
だ
に
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
実
母
北
の
方
を
慕
っ
て
歎
き
さ
迷

う
姫
汽
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
亡
母
が
全
く
娘
に
執
着
せ
ず
、

そ
の
ま
ま
成
仏
し
た
と
し
た
ら
、
「
鉢
か
づ
き
」
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。
継
母
は
そ
の
性
格
が
実
の
娘
の
結
蠕
さ
え
も
妨
げ
て
し
ま
う
よ
う
な

「
樫
貧
者
」
で
あ
る
。
た
と
え
異
形
で
な
く
と
も
、
継
子
で
あ
る
「
鉢
か
づ
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き
」
が
疎
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
母
の
思
い
は

鉢
に
凝
り
固
ま
っ
て
、
娘
を
継
母
か
ら
引
き
離
し
た
の
で
は
な
い
か
《
〕
確
か

に
、
異
形
に
よ
っ
て
娘
を
苦
し
め
る
鉢
は
、
娘
を
縛
る
悪
し
き
因
果
と
し
て

の
趾
の
妄
執
の
象
徴
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
〃
で
は
、
「
里
人
」

や
「
湯
殿
の
奉
行
」
と
い
う
心
な
い
兜
の
手
か
ら
、
「
鉢
か
づ
き
」
を
守
る

役
Ｈ
も
果
た
し
て
い
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

「
業
因
」
に
よ
っ
て
、
異
様
な
外
見
に
惑
わ
さ
れ
な
か
っ
た
「
宰
杣
」
だ
け

で
あ
る
。
以
前
論
じ
た
よ
う
に
、
亡
杜
は
鉢
に
仮
託
し
て
、
我
が
子
を
蛸
と

見
極
め
た
男
性
の
手
に
託
し
た
。
御
巫
本
に
は
な
い
男
推
人
公
の
心
の
揺
ら

ぎ
が
、
御
伽
本
で
は
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
鉢
（
亡
母
）
が
婿
の

確
か
な
愛
情
を
見
定
め
る
た
め
に
は
、
必
須
の
経
緯
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。
鉢
の
落
ド
を
促
し
た
の
は
、
「
宰
相
」
の
固
い
愛
情
で
あ
り
、
そ

れ
が
亡
母
の
信
頼
を
獲
得
し
た
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
母
は

鉢
と
化
し
て
、
ｎ
ら
の
仏
果
を
総
て
て
ま
で
、
娘
を
守
っ
た
と
も
↓
言
え
る
。

観
卉
は
そ
の
ｎ
己
犠
牲
と
も
言
え
る
雌
の
思
い
に
感
応
し
て
、
鉢
の
藩
ド
を

認
め
た
の
で
は
な
い
か
。
松
原
氏
は
藩
下
を
、
「
法
で
も
あ
り
仏
で
も
あ
る

観
世
帝
稗
薩
の
「
方
便
力
」
を
示
す
も
の
」
と
考
え
、
そ
の
力
は
「
鉢
か
づ

き
」
の
「
宰
相
」
に
対
す
る
無
私
の
愛
情
を
観
吾
が
愛
で
た
結
果
と
す
る
。

し
か
し
、
母
の
信
仰
へ
の
利
益
を
加
味
す
る
な
ら
ば
、
観
音
の
加
護
は
、
母

の
愛
を
外
側
か
ら
覆
う
広
大
な
慈
愛
と
し
て
、
鉢
の
落
下
に
関
与
し
た
と
言

え
よ
う
。

「
宰
相
」
が
「
鉢
か
づ
き
」
の
夫
と
し
て
認
知
さ
れ
た
こ
と
は
、
鉢
か
ら

州
た
宝
物
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
で
は
、
次
の
よ
う
な
肋
々

「
小
袖
」
や
「
袴
」
「
脚
衣
」
は
、
趾
が
娘
の
た
め
に
用
意
し
た
峨
礼
衣
装

を
、
「
耐
」
や
「
小
堤
」
「
本
銚
子
」
は
僻
礼
の
「
祇
辨
」
を
連
想
さ
せ
る
。

ま
た
、
御
伽
本
は
財
宝
の
概
念
が
、
全
級
の
作
り
物
と
衣
類
で
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
御
巫
本
で
は
、
「
関
白
」
の
嫡
男
で
あ
る
「
中
将
」
を

意
識
し
て
か
、
御
伽
本
よ
り
は
る
か
に
豪
雌
な
宝
で
あ
る
。
同
じ
衣
類
に
し

て
も
、
「
唐
衣
」
「
石
の
帯
」
な
ど
は
、
高
位
の
公
家
の
装
束
で
あ
る
。
「
獅

子
の
歯
」
「
象
の
牙
」
「
豹
・
虎
の
皮
」
「
瑞
脳
の
琴
爪
」
な
ど
は
唐
・
天
竺

か
ら
の
輸
入
品
を
思
わ
せ
る
。
「
妙
青
天
の
琴
」
「
火
鼠
の
革
衣
」
は
非
現
実

的
と
も
言
え
る
珍
宝
で
あ
る
。
二
本
の
相
異
は
幾
場
人
物
の
身
分
兼
を
示
す
。

御
伽
本
の
「
鉢
か
づ
き
」
は
、
御
収
本
の
よ
う
な
蛍
繩
（
後
に
判
明
す
る
が
、

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
御
巫
本
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
読
解
の
便
の
た

め
、
私
に
漢
字
を
宛
て
た
。

一
ろ
懸
子
の
そ
の
下
に
、
金
の
丸
か
せ
、
金
の
盃
、
銀
の
小
堤
、
砂

金
に
て
作
り
た
る
三
つ
な
り
の
橘
、
銀
に
て
作
り
た
る
け
ん
ぽ
の
梨
、

十
二
蝋
の
御
小
袖
、
紅
の
千
人
の
袴
、
数
の
窕
物
を
入
れ
ら
れ
た
り
。

（
御
伽
本
）

八
十
二
の
懸
子
、
牌
の
鏡
、
汎
尺
の
塩
、
掛
け
帯
、
十
二
噸
の
府
衣
、

金
欄
の
宿
臓
物
、
金
の
橘
、
銀
の
本
銚
子
、
瑠
璃
の
侭
、
恥
墹
の
価
の

帯
、
獅
子
の
歯
、
象
の
牙
、
豹
・
虎
の
皮
、
水
晶
の
数
珠
、
妙
音
犬
の

琴
、
瑞
脳
の
琴
爪
、
か
ふ
の
玉
、
火
鼠
の
革
衣
、
様
々
の
宝
物
。
（
御

巫
本
）
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皇
統
に
繋
が
る
）
で
は
な
い
。
地
方
豪
族
の
娘
で
あ
り
、
結
婚
相
手
も
関
白

の
子
息
と
い
う
高
位
の
公
家
で
は
な
く
、
中
流
公
家
で
あ
る
受
餓
の
息
子
で

あ
る
。
こ
れ
は
作
者
・
読
普
階
層
の
差
に
も
つ
な
が
る
。
御
巫
本
の
方
が
身

分
・
知
識
教
養
が
遙
か
に
高
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
御
巫
本
の
品
々
は
、

「
我
が
朝
の
物
に
は
あ
ら
ず
、
仏
在
仙
の
も
の
」
と
思
わ
れ
る
「
は
ち
は
こ

『
る
り
か
一

れ
、
十
六
大
ま
わ
う
の
、
る
か
の
は
ち
、
は
こ
は
又
、
し
や
う
り
や
う
せ
ん

の
、
も
ん
し
ゆ
の
、
御
は
｝
こ
と
州
ま
っ
て
、
「
中
将
」
が
鉢
の
落
下
に
感

じ
た
「
ふ
っ
た
の
か
こ
、
し
ん
ノ
ー
の
、
つ
う
ず
る
所
」
同
様
、
「
は
せ
て

ら
の
、
く
わ
ん
お
ん
の
、
御
ひ
く
わ
ん
、
て
ん
ま
ん
て
ん
し
ん
の
、
御
り
し

や
う
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鉢
の
落
下
の
場
面
で
は
、
御
巫
本
は
「
鉢
か
づ
き
」
の
信

心
に
感
応
し
た
神
仏
の
加
護
が
強
調
さ
れ
る
。
御
伽
本
か
ら
は
、
亡
母
の
娘

に
対
す
る
愛
情
と
守
り
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
両
者
と
も
に
、

鉢
が
落
ち
た
時
点
で
、
地
の
文
で
の
女
、
王
人
公
の
呼
称
が
、
「
鉢
か
づ
き
」

か
ら
「
姫
紺
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
鉢
か
づ
き
」
が
、
本
来
有

し
て
い
た
尚
柿
性
を
Ｍ
復
し
た
結
果
と
号
え
ら
れ
る
。

鉢
の
落
ド
に
よ
っ
て
「
鉢
か
づ
き
」
本
来
の
美
貌
が
現
れ
、
亡
母
が
鉢
に

封
じ
た
財
宝
に
よ
っ
て
支
度
を
調
え
た
二
人
は
、
「
嫁
く
ら
べ
」
の
座
に
臨

む
。
こ
の
場
面
も
御
巫
本
と
御
伽
本
で
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
大
き
く
異
な

ブ
（
》
○

六
、
「
嫁
く
ら
べ
」
と
恋
の
成
就

「
鉢
か
づ
き
」
の
恋

潮
笑
の
方
法
や
、
卑
し
め
る
た
め
の
敷
物
や
什
器
の
指
一
不
か
ら
は
、
「
関

白
」
が
率
先
し
て
、
家
門
を
汚
す
「
鉢
か
づ
き
」
と
我
が
子
の
「
中
将
」
を

と
も
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
と
れ
る
。
御
伽
本
の
「
三
位
中
将
」

が
、
「
い
づ
く
へ
も
行
か
ず
し
て
、
た
だ
今
恥
を
か
く
べ
き
こ
と
の
悲
し
さ

よ
○
何
し
に
嫁
介
な
ど
と
言
は
ず
と
も
、
よ
き
も
悪
し
き
も
知
ら
ぬ
体
に
て

催
く
べ
き
も
の
を
」
と
脱
ぐ
こ
と
と
は
、
服
反
対
で
あ
る
。
ま
た
、
御
伽
本

の
剛
笑
の
〃
法
は
、
「
見
て
笑
は
ん
と
ぞ
じ
じ
め
き
け
る
」
稀
度
で
あ
る
。

「
鉢
か
づ
き
」
の
座
も
「
御
座
敷
一
段
下
り
て
、
こ
し
ら
へ
た
る
所
」
で
あ

り
、
ど
ち
ら
も
侮
蔑
の
度
合
い
は
低
い
。
ま
た
、
御
伽
本
の
「
嫁
く
ら
べ
」

は
、
「
宰
相
」
の
母
親
の
計
画
で
あ
っ
た
。
父
を
頂
点
と
し
た
家
門
の
総
意

に
よ
る
異
分
子
の
拒
再
で
は
な
く
、
「
嫁
の
応
」
の
認
知
を
厭
う
母
の
私
的

な
感
梢
と
い
う
要
素
が
強
い
と
言
え
る
。

第
一
の
相
違
は
、
「
嫁
く
ら
べ
」
に
対
す
る
父
「
関
白
」
の
態
度
で
あ
る
。

人
を
お
ほ
く
あ
つ
め
て
、
さ
し
い
ら
ん
よ
り
、
て
を
た
、
き
、
ひ
や

一
↓
、
、
一

う
し
を
う
ち
、
お
と
ろ
か
し
、
し
ん
と
う
し
て
、
わ
ら
ひ
し
、
さ
し
き

は
、
一
な
け
し
、
き
り
さ
け
て
、
い
ぬ
の
ふ
し
と
の
こ
と
く
に
、
こ
し

ら
へ
よ
、
た
間
み
ま
て
も
あ
る
へ
か
ら
す
、
わ
ら
む
し
ろ
を
た
つ
ね
、

し
か
す
へ
し
、
さ
か
つ
き
は
、
ふ
る
こ
き
も
、
い
か
に
も
、
ふ
り
た
ら

ん
に
、
は
ん
さ
い
に
い
た
る
ま
て
、
ふ
さ
た
に
こ
し
ら
へ
、
中
将
と
も

に
、
し
り
め
か
り
か
け
て
、
め
ん
ノ
ー
に
、
か
ほ
ま
も
り
給
へ
…
・
・
・
。

（
御
巫
本
）
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第
二
に
、
「
嫁
く
ら
べ
」
の
座
へ
の
出
現
の
方
法
で
あ
る
。
御
凧
本
で
は
、

華
や
か
に
装
束
し
た
「
中
将
」
と
「
鉢
か
づ
き
」
が
、
い
っ
し
ょ
に
雁
敷
へ

出
る
。
御
伽
本
で
は
「
鉢
か
づ
き
」
は
単
独
で
座
に
出
る
。
「
鉢
か
づ
き
」

自
身
の
能
力
が
試
さ
れ
る
状
況
が
、
御
伽
本
の
ほ
う
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
と
き
「
鉢
か
づ
き
」
は
、
御
巫
本
で
は
「
中
将
殿
北
の
か
た
」

と
記
さ
れ
る
。
父
「
関
白
」
が
認
め
な
い
限
り
、
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
。
地

の
文
が
「
嫁
く
ら
べ
」
の
結
果
を
先
取
り
し
た
と
・
高
え
る
。
読
荷
に
と
っ
て

は
、
結
果
へ
の
興
味
を
削
ぐ
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
さ
ら
に
、
御
爪
本
で

は
、
座
敷
に
現
れ
た
「
鉢
か
づ
き
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
し
う
と
め
こ
せ
ん
の
、

ひ
た
り
の
さ
」
に
戒
る
。
剛
山
は
評
か
れ
て
い
な
い
。
周
囲
を
圧
倒
す
る
美

麗
さ
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
卑
賤
の
身
を
瞳
め
ら
れ
る
「
鉢
か
づ
き
」
が
ｎ

分
か
ら
姑
の
側
に
座
る
こ
と
は
、
不
自
然
で
あ
る
。
強
い
て
言
え
ば
、
仏
神

の
加
護
の
強
調
で
あ
ろ
う
。
御
伽
本
で
は
、
「
鉢
か
づ
き
」
が
三
段
ｆ
が

り
て
」
設
け
ら
れ
た
場
所
に
座
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
舅
と
な
る
「
三
位

中
将
」
ｎ
身
が
、
「
い
か
で
天
人
の
影
向
を
卜
座
に
置
く
べ
き
」
と
、
「
あ
ま

り
の
い
と
ほ
し
き
に
、
趾
御
前
の
左
の
膝
も
と
へ
呼
び
参
ら
」
せ
る
。
「
嫁

く
ら
べ
」
主
樅
汚
の
主
体
的
判
断
と
し
て
「
鉢
か
づ
き
」
を
評
価
し
た
こ
と

が
、
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
評
価
の
理
由
で
あ
る
美
貌
へ
の
賞
賛
も
、
御
凧

本
と
御
伽
本
で
は
程
度
に
相
違
が
あ
る
。
御
巫
本
で
は
、
座
の
人
々
が
弟
嫁

た
ち
を
「
鉢
か
づ
き
」
と
比
較
し
て
、
「
や
ま
に
す
む
こ
け
さ
る
」
と
感
じ

る
。
ま
た
、
母
も
、
「
御
か
ほ
を
あ
か
め
て
」
そ
の
不
明
を
恥
じ
る
。
御
伽

本
で
は
、
兄
嫁
た
ち
は
「
こ
の
姫
君
に
合
す
れ
ば
、
仏
の
御
前
に
悪
魔
外
道
」

と
言
わ
れ
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
を
覗
き
見
た
兄
た
ち
は
、
「
と
て
も
人
間
に
姓

れ
な
ば
、
か
や
う
の
人
と
こ
そ
一
夜
な
り
と
も
契
り
、
恩
ひ
出
に
せ
ん
」
と

羨
む
。
父
は
「
こ
の
ほ
ど
、
宰
相
の
満
、
絶
え
入
り
思
ひ
つ
る
こ
そ
理
な
れ
」

と
納
得
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
御
伽
本
の
方
が
美
貌
の
賞
賛
の
程
度
が
高
い
。

ま
た
、
「
鉢
か
づ
き
」
が
「
宰
相
」
の
嫁
と
し
て
認
知
さ
れ
る
た
め
の
合
理

性
が
、
数
種
の
人
々
の
言
葉
に
よ
っ
て
予
知
さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
相
違
は
、
嫁
の
「
能
力
く
ら
べ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
御
収
本
に
は

存
在
し
な
い
。
「
鉢
か
づ
き
」
の
美
貌
と
蒙
蕪
な
引
き
出
物
に
驚
暎
し
、
「
中

将
」
の
弟
夫
葵
た
ち
は
卿
Ⅱ
を
失
っ
て
座
救
を
立
つ
。
「
関
、
」
は
不
思
議

に
思
っ
て
、
「
鉢
か
づ
き
」
に
川
、
を
載
れ
る
ｃ
「
鉢
か
づ
き
」
が
「
き
よ
は

ら
の
、
て
ん
わ
う
に
、
十
六
代
の
御
す
ゑ
、
い
ま
は
、
た
み
と
な
り
給
ひ
て
、

｜
胴
一

つ
の
く
に
、
か
た
の
、
へ
ん
に
、
き
よ
は
ら
の
、
つ
の
か
み
、
ゆ
き
か
た
」

の
子
で
あ
り
、
長
谷
観
音
の
「
申
し
子
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。

「
関
白
」
は
「
あ
り
か
た
き
御
事
」
と
感
嘆
し
、
「
鉢
か
づ
き
」
に
は
二
十
万

町
を
、
「
中
将
」
に
は
十
万
町
の
所
領
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
御
巫
本

で
は
、
「
鉢
か
づ
き
」
に
長
谷
観
汗
か
ら
与
え
ら
れ
、
守
ら
れ
て
い
た
美
貌

と
財
宝
に
よ
っ
て
、
対
抗
汁
で
あ
る
弟
夫
妾
た
ち
が
退
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

「
申
し
子
」
へ
の
畏
敬
が
、
父
「
関
、
」
か
ら
所
領
と
総
領
の
地
位
を
引
き

出
し
た
。
そ
れ
は
天
鬼
の
後
胤
と
い
う
血
筋
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
「
鉢
か
づ
き
」
自
身
の
能
力
と
は
無
関
係
に
、
「
申
し
子
」
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
天
与
の
福
分
が
、
二
人
を
幸
福
に
し
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
御
伽
本
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
「
嫁
御
前
」
た
ち
の
「
能
力

く
ら
べ
」
が
、
「
嫁
く
ら
べ
」
の
後
半
の
中
心
と
な
る
。
美
貌
と
引
き
出
物

で
圧
倒
的
優
位
に
倣
っ
た
「
鉢
か
づ
き
」
に
対
し
て
、
「
兄
嫁
御
前
」
た
ち

一
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は
談
合
し
て
、
排
斥
を
画
策
す
る
。
第
一
は
「
椅
絃
」
の
能
力
で
、
「
和
琴
」

の
演
奏
を
「
鉢
か
づ
き
」
に
割
り
振
る
。
「
和
琴
は
、
こ
と
に
そ
の
源
を
知

ら
せ
ざ
れ
ば
、
左
右
な
く
弾
か
れ
ぬ
」
た
め
で
あ
る
。
新
た
な
苦
難
に
、

「
鉢
か
づ
き
」
は
一
皿
は
辞
退
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
能
力
が
な
い
こ
と

を
卑
下
し
た
た
め
で
は
な
い
。
「
鉢
か
づ
き
」
の
才
能
は
、
「
三
位
中
将
」
へ

の
目
見
え
の
と
き
に
、
「
琴
、
琵
琶
、
和
琴
、
罐
、
墓
藥
、
古
今
、
万
葉
、

伊
勢
物
語
、
法
華
雑
八
巻
、
数
の
御
経
ど
も
読
み
し
」
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
鉢
か
づ
き
」
、
身
も
、
「
母
に
か
し
づ
か
れ
し
時
に
は
、
朝
夕
手
馴

れ
し
楽
の
道
な
れ
ば
、
弾
か
う
ず
も
の
」
と
、
自
分
の
能
力
に
は
自
信
を
も

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
三
べ
ん
調
べ
」
た
。
肢
初
の
辞
退
は
、
卑
下
や
謙

遜
の
態
度
で
兄
嫁
た
ち
に
ｎ
分
を
擁
祝
さ
せ
、
そ
の
後
に
発
抑
さ
れ
る
ｎ
分

の
実
力
を
、
よ
り
高
い
も
の
に
強
烈
に
印
象
づ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

「
鉢
か
づ
き
」
は
兄
嫁
た
ち
の
意
図
も
、
「
わ
れ
を
賎
し
き
肴
と
思
ひ
、
か
や

う
に
し
て
笑
は
ん
た
め
」
と
、
的
確
に
認
識
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
の
「
鉢
か
づ
き
」
は
、
兄
嫁
と
の
駆
け
引
き
を
演
じ
、
ｎ
分
に
よ
り
商

い
価
値
を
付
与
す
る
よ
う
に
演
出
し
て
い
る
。
「
宰
相
」
の
「
わ
が
身
を
姫

繍
と
兄
よ
か
し
、
行
き
て
弾
か
ん
も
の
を
」
と
い
う
熊
燥
と
は
対
照
的
に
、

職
極
性
を
身
に
つ
け
た
女
性
に
変
貌
し
て
い
る
。

「
鉢
か
づ
き
」
の
能
力
は
、
和
歌
や
書
に
つ
い
て
も
発
揮
さ
れ
る
。
そ
の

と
き
も
椅
絃
同
様
に
、
「
わ
れ
わ
れ
が
能
に
は
、
こ
の
ほ
ど
泌
殿
に
候
ひ
て
、

朝
夕
手
馴
れ
し
水
車
、
汲
み
上
げ
し
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
な
し
。
歌
と
い
う

こ
と
は
、
い
か
や
う
な
る
も
の
や
ら
ん
、
少
し
も
存
ぜ
ず
候
ふ
」
と
卑
下
し
、

「
姫
君
は
、
今
冊
の
御
客
も
じ
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
ま
づ
ま
づ
一
首
あ
そ
ば

『
鉢
か
づ
き
」
の
恋

し
候
へ
」
と
強
要
さ
れ
る
と
い
う
、
駆
け
引
き
が
あ
っ
た
。
人
々
は
即
興
の

和
歌
を
「
道
風
が
ふ
る
ひ
筆
」
に
匹
敵
す
る
よ
う
に
書
い
た
「
鉢
か
づ
き
」

を
、
「
こ
の
人
は
、
古
の
玉
藻
の
前
か
、
恐
ろ
し
や
」
と
畏
怖
す
る
。
絶
世

の
美
女
で
鳥
羽
法
皇
の
寵
姫
で
あ
っ
た
「
玉
藻
の
前
」
は
、
唐
・
天
竺
の
諸

王
を
淫
酒
で
証
か
し
、
悪
逆
非
道
の
限
り
を
尽
く
し
た
末
に
日
本
に
飛
来
し

た
金
毛
九
尾
の
妖
狐
の
化
身
で
あ
り
、
後
に
那
須
野
で
射
殺
さ
れ
て
殺
堆
石

と
な
っ
た
（
謡
曲
『
殺
生
石
』
、
御
伽
草
子
「
玉
藻
前
」
な
ど
）
。
こ
の
よ
う

な
人
知
を
超
え
た
禍
々
し
さ
を
も
つ
存
在
と
比
肩
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
鉢
か
づ
き
」
の
能
力
の
高
さ
を
、
恐
怖
を
伴
う
ほ
ど
強
烈
に
ア
ピ
ー
ル
す

る
。
そ
の
結
果
、
父
は
全
所
領
一
二
○
○
町
の
う
ち
、
一
千
町
を
「
鉢
か
づ

き
」
に
、
一
千
町
を
「
宰
州
」
に
、
残
り
を
兄
三
人
に
分
配
す
る
。
兄
た
ち

は
末
弟
を
総
領
と
認
め
る
こ
と
に
同
意
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、

「
備
中
守
さ
れ
た
か
」
の
子
と
い
う
「
鉢
か
づ
き
」
の
素
性
は
ま
だ
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
妾
の
身
分
で
は
な
く
、
「
身
の
能
」
と
美
貌
が
夫

に
捲
棉
を
も
た
ら
し
た
と
荷
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
御
伽
本
で
は
、
犬
賦
の
禰
分
だ
け
で
は
な
く
、
杜
の
生
前

に
熊
陶
さ
れ
た
教
礎
に
も
と
づ
く
能
力
が
な
け
れ
ば
、
「
鉢
か
づ
き
」
は

「
嫁
く
ら
べ
」
に
勝
利
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
鉢
か

づ
き
」
の
恋
が
成
就
す
る
に
は
、
観
青
の
庇
護
と
と
も
に
、
亡
母
の
力
が
深

い

く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
嫁
く
ら
べ
」
は
『
鉢
か
づ
き
」
独
ｎ
の
趣
向
で
は
な
い
。
一
う
ば
か
は
」

や
『
美
人
く
ら
べ
』
で
は
、
御
駆
本
の
よ
う
に
美
貌
が
比
べ
ら
れ
、
そ
れ
に

勝
っ
た
、
正
人
公
が
、
男
、
正
人
公
の
妾
の
座
を
得
る
。
一
方
言
行
屋
の
草
紙
』

し



「
嫁
の
座
」
の
獲
得
は
、
御
巫
本
で
は
直
ち
に
幸
福
の
完
成
に
つ
な
が
る
。

「
鉢
か
づ
き
」
夫
婦
は
内
裏
に
召
さ
れ
、
「
中
将
」
は
内
大
臣
に
叙
せ
ら
れ
、

自
身
は
「
と
の
も
の
ゆ
ふ
ひ
め
」
と
な
る
。
実
父
「
つ
の
か
み
」
は
左
大
臣

と
畿
内
の
押
領
使
の
官
職
を
得
、
侍
長
寿
と
栄
華
を
極
め
る
。
し
か
し
、
御

伽
本
で
は
、
「
嫁
の
座
」
と
幸
柵
は
直
結
し
な
い
。
御
伽
本
の
「
鉢
か
づ
き
」

に
は
、
「
母
上
の
御
菩
提
ね
ん
ご
ろ
に
弔
ひ
」
て
子
と
し
て
の
務
め
を
果
た

一
一
一
．
▼
－し

、
多
く
の
子
を
得
た
後
も
、
「
故
里
の
父
御
前
を
恋
し
く
」
と
い
う
屈
託

が
あ
っ
た
。
こ
の
欠
拙
は
、
父
子
が
長
谷
寺
で
再
会
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
埋

め
ら
れ
る
。

再
会
の
要
凶
は
、
一
つ
は
、
零
落
し
た
父
親
が
講
言
に
よ
っ
て
追
放
し
た

ｆ
へ
の
思
慕
を
起
こ
し
、
長
谷
観
商
へ
詣
で
て
「
肝
胆
を
砕
き
」
て
再
会
を

で
は
、
「
蓬
莱
」
に
関
す
る
学
識
・
琴
・
琵
琶
・
方
磐
・
和
琴
の
才
が
試
さ

れ
る
。
『
岩
屋
の
草
紙
」
や
宗
化
世
の
姫
」
に
は
、
御
伽
本
と
同
様
に
、
嫁

の
能
力
を
比
べ
る
「
嫁
く
ら
べ
」
が
あ
る
。
「
花
世
の
姫
」
で
は
、
聞
杏
と

「
よ
み
か
き
、
ひ
わ
こ
と
」
の
才
が
比
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作

舶
で
は
、
「
嫁
く
ら
べ
」
に
勝
利
す
る
た
め
の
要
素
に
、
肚
親
の
力
が
関
与

し
て
い
る
こ
と
は
、
特
別
に
は
州
か
れ
な
い
。
「
鉢
か
づ
き
」
の
御
伽
本
が

「
鉢
か
づ
き
」
の
能
力
に
、
「
趾
に
か
し
づ
か
れ
し
と
き
」
と
、
こ
と
さ
ら
亡

杜
の
薫
陶
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、
娘
の
幸
福
獲
得
の
た
め
に
は
た
ら
く

「
趾
の
〃
」
を
政
視
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
琴
え
ら
れ
る
。

七
、
幸
福
の
完
成

祈
念
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
父
が
長
谷
観
音
を
選
ん
だ
か
は
、
「
去
り
に

し
北
の
方
、
ｆ
な
き
こ
と
を
悲
し
み
て
、
長
谷
に
詣
で
、
さ
ま
ざ
ま
祈
り
、

観
背
の
御
利
生
に
よ
り
伽
を
一
人
ま
う
け
し
に
」
と
い
う
、
亡
き
妾
の
縁
に

よ
る
。
第
二
は
、
「
宰
杣
」
が
大
和
・
河
内
・
伊
賀
三
脚
の
国
司
に
任
じ
ら

れ
た
慶
伐
の
た
め
に
、
一
家
一
門
で
長
谷
寺
へ
詣
で
た
こ
と
に
よ
る
。
長
谷

寺
の
選
択
は
、
霊
験
に
対
す
る
平
安
朝
以
来
の
貿
庶
の
儒
細
だ
け
で
は
な
く
、

亡
雌
の
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
山
米
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
再
会
は
、
「
鉢
か
づ
き
」
の
方
か
ら
何
ら
か
の
働
き
か
け

を
起
こ
し
た
結
果
で
は
な
い
。
国
刈
一
家
の
参
詣
の
た
め
に
御
堂
を
追
わ
れ

た
修
行
行
（
父
）
が
、
公
達
を
兇
て
泣
く
の
を
不
審
に
思
っ
た
従
荷
が
、
そ

の
素
性
を
尋
ね
る
。
修
行
者
は
先
祖
を
語
り
、
公
達
が
我
が
子
に
似
て
い
る

こ
と
を
告
げ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
「
鉢
か
づ
き
」
は
、
修
行
者
を
呼
び
寄
せ

る
。
こ
こ
で
初
め
て
、
「
鉢
か
づ
き
」
は
父
親
と
知
り
、
自
ら
出
て
行
っ
て

再
会
を
果
た
す
。
こ
れ
に
観
音
の
恩
寵
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
は
、
「
こ

れ
は
夢
か
現
か
、
ひ
と
へ
に
観
音
の
御
利
生
な
り
」
と
い
う
父
の
言
葉
に
よ

っ
て
、
明
確
に
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
観
汗
は
何
に
感
応
し
て
、
再
会
と
い
う
利
益
を
７
え
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
亡
母
や
父
の
信
仰
と
娘
へ
の
愛
情
が
観
卉
に
嘉
納
さ
れ
た
の
は

当
然
で
あ
る
。
「
鉢
か
づ
き
」
自
身
は
ど
う
か
。
「
宰
相
」
の
妻
と
な
っ
て
後
、

「
鉢
か
づ
き
」
が
長
谷
観
音
を
信
仰
し
た
と
は
、
特
別
に
は
書
か
れ
て
い
な

い
。
再
会
に
関
し
て
「
鉢
か
づ
き
」
が
行
っ
た
こ
と
は
、
父
を
見
た
瞬
間
に
、

「
こ
れ
こ
そ
古
の
鉢
か
づ
き
の
姫
に
て
候
へ
」
と
、
自
分
か
ら
出
自
を
暴
露

し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
さ
す
が
親
子
の
御
こ
と
な
れ
ば
、
人
目
も
州
ら
ず
」
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と
い
う
表
現
に
は
、
行
方
不
明
の
父
親
へ
の
思
慕
が
、
強
烈
に
表
れ
て
い
る
。

な
ぜ
「
鉢
か
づ
き
」
は
、
こ
れ
ま
で
父
を
捜
さ
な
か
っ
た
の
か
：
国
司
の

総
領
の
嫁
と
い
う
地
位
を
考
え
る
と
、
簡
単
に
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

夫
の
要
請
に
も
関
わ
ら
ず
出
自
も
明
か
さ
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
も
「
継
母
の

名
を
立
つ
る
に
や
あ
た
ら
ん
」
こ
と
を
憧
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
出

自
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
継
熾
だ
け
で
は
な
く
、
ｎ
分
を
捨
て
た
実
父

の
非
道
を
曝
す
こ
と
に
も
な
る
。
自
分
の
思
い
よ
り
も
、
継
母
子
の
義
理
や

現
在
の
親
た
ち
の
名
を
優
先
し
た
優
し
さ
が
、
「
鉢
か
づ
き
」
に
沈
黙
を
守

ら
せ
た
。
槻
青
は
こ
の
よ
う
な
「
鉢
か
づ
き
」
の
孝
心
を
愛
で
た
の
で
は
な

い
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
孝
行
は
近
世
人
に
課
さ
れ
た
岐
火
の
徳
Ⅱ
の
一

つ
で
あ
る
。
同
じ
御
伽
文
庫
本
の
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
で
も
、
『
唐
糸
草
子
」

で
は
、
我
が
身
に
替
え
て
社
の
命
を
救
う
少
女
「
万
寿
」
の
孝
行
が
描
か
れ

る
。
『
七
草
草
紙
」
『
蛤
草
紙
』
で
は
老
親
へ
の
孝
行
が
、
『
二
十
四
孝
』
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
挙
行
の
形
が
柵
か
れ
る
。

父
子
叫
会
の
こ
の
場
卿
は
、
「
鉢
か
づ
き
」
の
「
人
格
の
完
成
」
「
心
の
完

成
」
と
し
て
、
ま
た
「
家
の
雁
史
の
完
成
」
と
し
て
読
ま
れ
る
。
「
鉢
か
づ

き
」
の
心
の
成
長
は
、
「
宰
相
」
と
の
恋
を
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鉢
が

一
鵬
〕

落
ち
た
段
階
で
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
結
婚
し
て
子
を
生
み
、
そ
れ
に
よ

－
鵬
一
一

っ
て
親
に
孝
を
尽
く
す
と
い
う
、
当
時
の
女
性
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し

た
こ
と
で
完
成
す
る
。
こ
れ
が
「
鉢
か
づ
き
」
の
幸
棡
の
完
成
と
言
え
る
。

こ
の
発
想
は
御
凧
本
に
は
存
在
し
な
い
。
「
鉢
か
づ
き
」
は
「
嫁
く
ら
べ
」

の
席
で
素
性
を
問
わ
れ
た
際
に
、
「
四
て
う
の
つ
し
に
、
す
て
ら
れ
て
」
と
、

二
親
の
残
虐
な
行
為
ま
で
も
露
見
さ
せ
て
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
親
の
恥

「
鉢
か
づ
き
」
の
恋

「
鉢
か
づ
き
」
の
物
語
は
、
長
谷
観
音
の
威
徳
を
賞
揚
す
る
形
を
と
る
。

た
だ
し
霊
験
へ
の
依
拠
は
、
御
巫
本
と
御
伽
文
庫
本
で
は
大
き
く
異
な
る
。

御
巫
本
で
は
、
観
青
の
利
生
に
よ
っ
て
「
鉢
か
づ
き
」
の
恋
が
成
就
し
、
そ

れ
が
皇
胤
と
い
う
血
筋
の
Ｍ
復
と
末
繁
Ｈ
を
も
た
ら
す
。
「
鉢
か
づ
き
」
の

幸
福
は
、
長
谷
観
晋
の
「
申
し
子
」
で
あ
る
福
徳
の
み
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ

る
ｃ
「
そ
の
、
ち
、
は
ち
と
は
こ
と
は
、
て
ん
か
に
お
さ
ま
り
給
ふ
」
と
、

長
谷
観
音
へ
の
祈
誓
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
杵
難
と
幸
福
の
根
源
で
あ
っ
た

「
鉢
」
と
「
紺
」
が
、
物
語
の
賊
後
に
再
度
注
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の

証
左
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
御
伽
本
で
は
、
Ｍ
じ
観
叶
の
威
徳
を
説

く
物
譜
で
あ
っ
て
も
、
仏
教
色
は
御
巫
本
よ
り
は
希
薄
で
あ
る
。
「
申
し
子
」

の
要
素
は
蚊
後
に
な
ら
な
け
れ
ば
判
明
せ
ず
、
仏
教
用
語
は
本
来
の
意
味
を

示
す
よ
り
も
、
修
辞
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
何
よ
り
も
、
「
鉢

か
づ
き
」
の
恋
と
幸
福
は
、
観
音
の
加
護
だ
け
で
は
完
成
し
な
い
。
そ
こ
に

は
、
冥
慮
を
引
き
寄
せ
た
両
親
の
愛
情
と
信
仰
、
ま
た
趾
の
愛
に
よ
っ
て
授

け
ら
れ
た
教
養
が
、
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
加
味
さ
れ
て
い
る
。
貴
械
で
は

な
い
少
女
が
、
、
身
の
能
力
と
親
の
愛
怖
に
よ
っ
て
、
恋
を
契
機
と
し
て
幸

せ
を
得
る
。
そ
れ
を
観
卉
の
広
大
な
慈
愛
が
包
む
。
こ
の
発
想
は
、
妾
と
し

を
述
べ
る
不
孝
は
、
「
く
わ
ん
お
ん
の
、
御
り
し
や
う
」
の
「
あ
り
が
た
」

さ
に
よ
っ
て
、
不
問
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
鉢
か
づ
き
」
の
幸
福
の
完
成
は
、
御
巫
本
で
は
ひ
と
え

に
観
皆
の
利
生
に
よ
る
。
御
伽
本
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
利
益
の
前
提
と

し
て
、
親
へ
の
挙
心
と
い
う
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
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て
母
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
ら
に
な
る
た
め
に
、
「
女
中
身
を
治
る
便
と
す
」

る
（
渋
川
清
右
衛
門
刊
行
「
御
祝
言
御
伽
文
庫
」
の
宣
伝
文
句
）
作
品
に
は

岐
適
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

注（
１
）
以
下
、
因
幡
篭
・
八
幡
（
打
清
水
）
・
聞
茂
・
存
Ⅱ
．
稲
荷
・

祇
圃
・
北
卿
・
平
脚
・
白
川
・
南
禅
寺
・
粟
川
川
・
隆
楽
寺
・
瀧

山
・
比
叡
・
今
熊
野
・
深
唯
・
藤
の
森
・
鳥
羽
伏
兇
・
粉
河
・
山

崎
・
商
尼
・
良
峰
・
赤
肘
明
神
・
大
原
・
西
の
岡
・
云
窒
・
多
武

峰
・
松
尼
・
法
輪
寺
と
続
く
。

（
２
）
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ピ
ジ
ョ
ー
氏
「
御
伽
草
子
に
み
る
女
の
人
水
」

二
文
学
」
別
号
一
九
八
二
年
十
二
月
岩
波
祥
店
）

（
３
）
烏
内
賦
皇
氏
ヨ
鉢
か
づ
き
」
ｌ
如
意
宝
の
向
義
性
ｌ
」
二
御
伽

唯
子
の
糀
神
史
」
所
収
一
九
八
八
年
ぺ
り
か
ん
社
）

（
４
）
松
原
秀
江
氏
「
観
汗
利
生
繩
「
鉢
か
づ
き
」
」
第
レ
ハ
章
二
薄
岬

物
語
と
御
伽
噸
子
・
仮
諮
峨
子
」
所
収
血
九
七
年
和
泉
沖

院
）

（
５
）
「
孵
草
物
語
」
「
小
藩
搾
」
な
ど
が
あ
る
。

（
６
）
鉢
が
取
れ
な
い
姫
を
暎
く
父
の
言
葉
に
、
「
な
ん
ち
か
、
う
ち
の
、

御
て
ら
な
れ
は
、
は
せ
の
く
わ
ん
お
ん
に
、
ま
い
り
て
」
と
あ
る
。

（
７
）
当
該
歌
は
、
「
道
端
の
萩
の
葉
末
に
置
く
露
の
よ
う
な
惨
さ
で
あ

っ
て
も
、
私
は
あ
な
た
と
契
っ
て
知
っ
て
し
ま
っ
た
。
露
が
僅
か

な
間
で
も
葉
に
溜
ま
る
よ
う
に
、
た
と
え
惨
く
は
あ
っ
て
も
、
私

は
あ
な
た
と
の
契
り
を
で
き
る
限
り
長
続
き
さ
せ
よ
う
と
決
心
し

た
こ
と
を
」
の
意
味
と
解
さ
れ
る
。

〈
８
）
注
（
３
）
、
注
（
４
）
、
岡
田
惇
助
氏
三
鉢
か
づ
き
」
の
鉢
と

『
一
寸
法
師
』
の
椀
」
（
「
鉢
か
づ
き
研
究
」
所
収
二
○
○
二
年

お
う
ふ
う
）
な
ど
。

（
９
）
御
砿
本
で
は
吋
弧
で
「
つ
の
か
み
」
夫
妾
が
「
申
し
子
」
を
す

る
怖
賎
が
州
か
れ
、
末
尾
で
も
「
鉢
か
づ
き
」
自
身
が
長
谷
観
腎

の
「
申
し
子
」
で
あ
る
こ
と
を
「
関
口
」
に
語
る
。
御
伽
本
で
は
、

零
落
し
た
父
の
述
懐
の
な
か
で
語
ら
れ
る
。

（
Ⅲ
）
注
（
４
）
論
文
第
三
、
第
九
噸
。

（
Ⅱ
）
拙
稿
ヨ
鉢
か
づ
き
」
の
け
ｆ
像
ｌ
「
鉢
」
に
見
る
「
絆
」
ｌ
」

二
Ⅱ
本
文
学
」
岬
巻
９
サ
一
九
九
八
年
允
月
Ｈ
本
文
学
協
会
）
。

（
脳
）
注
（
４
）
論
文
第
亜
章
。

（
Ｂ
）
こ
れ
ら
の
宝
物
の
う
ち
、
「
妙
汗
天
の
琴
」
は
、
「
妙
音
天
女
が

持
つ
琴
」
と
解
さ
れ
る
。
「
妙
脅
犬
」
は
「
弁
財
火
」
の
別
称
で
あ

る
が
、
一
般
の
Ｍ
像
で
は
琵
琶
を
持
つ
形
で
炎
さ
れ
る
。
た
だ
京

部
の
Ｗ
剛
寺
家
な
ど
で
行
わ
れ
た
妙
青
天
を
祀
る
「
妙
高
満
」
で

は
、
弁
財
天
像
に
供
物
を
供
え
て
琵
琶
な
ど
の
音
曲
を
手
向
け
る

（
「
妙
音
講
西
園
寺
家
被
Ｌ
修
．
・
・
・
：
今
日
供
種
々
珍
菓
於
家
内
妙

音
天
像
之
前
・
堂
上
並
楽
人
相
聚
修
管
絃
」
「
日
次
記
事
」

六
月
十
五
日
条
）
。
管
弦
で
は
当
然
琴
も
使
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
が

混
入
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
瑞
脳
」
は
「
龍
脳
香
」

を
言
う
。
こ
れ
は
龍
脳
樹
に
含
ま
れ
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
一
種
で
あ

二

○



（
脇
）
注
（
Ⅱ
）

（
面
）
注
（
４
）

（
略
）
注
（
３
）

（
岨
）
注
（
４
）

〈
別
）
例
え
ば

教
」
な
ど
。

（
Ｍ
）
「
沽
涼
山
の
文
殊
の
箱
」
。
「
清
涼
山
」
は
中
国
に
あ
る
五
台
山
の

峰
。
文
殊
菩
薩
が
住
ま
う
山
と
さ
れ
る
弓
文
殊
、
清
涼
山
に
す

ま
ふ
と
遙
か
に
伝
へ
間
き
て
」
『
今
昔
物
語
集
』
巻
六
第
十
語
）
。

（
喝
）
こ
の
表
現
に
は
地
理
的
な
矛
盾
が
あ
る
。
淀
川
よ
り
南
の
地
域

で
あ
る
交
野
は
河
内
凶
に
属
す
る
。
津
の
国
〈
摂
津
国
）
は
淀
川

よ
り
北
の
地
域
で
あ
る
。

と
考
え
ら
れ
る
。

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
瑞
脳
を
採
る
木
で
作
っ
た
琴
爪
」
を
指
す
と

思
わ
れ
る
。
「
火
鼠
の
破
衣
」
は
、
『
竹
収
物
語
』
で
「
あ
く
の
右

人
胞
」
に
命
じ
ら
れ
た
「
火
風
の
か
は
ぎ
ぬ
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

「
鉢
か
づ
き
」
の
恋

論
文
第
七
章
、
第
八
章
。

一
女
訓
抄
」
『
女
仁
義
物
語
』
他
に
説
か
れ
る
「
三
従
之

論
文
第
八
章
。

に
同
じ
。

に
同
じ
。

（
と
み
だ
．
な
る
み
立
命
館
大
学
非
常
勤
満
帥
）

●
《
一

一
一
一


