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は
じ
め
に

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
い
て
「
異
性
装
」
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
で
あ

ろ
う
か
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
き
ょ
う
だ
い
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は

「
男
性
的
」「
女
性
的
」
と
自
明
的
な
も
の
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
先
行
研
究
に
、
菊
池
仁
「『
と
り
か
へ
ば
や
物

語
』
試
論
―
異
装
・
視
線
・
演
技
」（『
日
本
文
芸
思
潮
論
』
一
九
九
一
年　

桜
楓
社
）、
神

田
龍
身
「
分
身
、
交
換
の
論
理
―
『
木
幡
の
時
雨
』『
と
り
か
へ
ば
や
』」（『
物
語
文

学
、
そ
の
解
体
：『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」
以
降
』
一
九
九
二
年　

有
精
堂
）、
安
田
真
一

「『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
交
換
可
能
の
論
理
：
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
視
座
か
ら
」（『
日
本
文

学
』
四
六
―
二　

一
九
九
七
年
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。
何
れ
も
き
ょ
う
だ
い
を
一
対
の
も

の
と
し
て
扱
い
、
そ
の
交
換
可
能
の
論
理
を
中
心
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
小
論
は

そ
れ
ら
と
方
向
性
を
変
え
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論
を
摂
取

し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
社
会
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
一
種
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る

と
す
る
認
識
の
も
と
、「
男
性
的
」「
女
性
的
」
と
自
明
視
さ
れ
て
い
る
観
念
か
ら
の

脱
出
を
目
的
と
す
る
。
当
時
の
歴
史
的
文
脈
に
基
づ
き
、
テ
ク
ス
ト
に
集
約
さ
れ
て

い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
コ
ー
ド
の
表
出
を
読
み
直
す
こ
と
で
、
文
学
史
の
視
点
か
ら
、『
と

り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
中
心
と
し
て
、
当
時
の
文
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す

る
言
説
の
構
築
を
解
明
す
る①
。

そ
の
端
緒
と
し
て
、
き
ょ
う
だ
い
の
「
異
性
装
」
の
出
発
点
と
も
い
え
る
父
左
大

臣
の
視
点
に
即
し
て
描
か
れ
た
作
品
冒
頭
部
分
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
上
で
女
主
人

公
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
成
に
関
わ
る
要
素
を
整
理
す
る
。
女
主
人
公
の
「
異
性
装
」
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
構
成
す
る
要
素
は
、「
走
る
」
と
い
う
身
体
動
作
と
彼
女
の
才
学
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
に
女
主
人
公
の
「
走
る
」
身
体
動
作
の
意

味
に
つ
い
て
文
学
史
的
な
考
察
を
行
う
。
そ
し
て
次
に
、
女
主
人
公
が
父
左
大
臣
主

催
の
詩
文
の
会
に
加
わ
る
こ
と
や
、
琴
笛
の
才
に
優
れ
、
漢
詩
・
和
歌
も
堪
能
と
さ

れ
る
、
そ
の
才
学
の
描
写
に
注
目
し
て
い
く
。
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
女
主
人
公

の
人
物
造
形
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
探
究
す
る
。

一
、「
走
る
」
女
主
人
公

ま
ず
、
物
語
冒
頭
の
該
当
部
分
を
掲
げ
る
。

【
引
用
一
】『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

い
づ
れ
も
や
う
や
う
大
人
び
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
若
君
は
あ
さ
ま
し
う
も
の
恥
ぢ

を
の
み
し
た
ま
ひ
て
、
女
房
な
ど
に
だ
に
、
す
こ
し
御
前
遠
き
に
は
見
え
た
ま

ふ
こ
と
も
な
く
、
父
殿
を
も
う
と
く
恥
づ
か
し
く
の
み
思
し
て
、
や
う
や
う
御

文
習
は
し
、
さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
な
ど
教
へ
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
思
し
も
か
け

ず
、
た
だ
い
と
恥
づ
か
し
と
の
み
思
し
て
、
御
帳
の
う
ち
に
の
み
埋
も
れ
入
り

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
「
異
性
装
」

―
女
主
人
公
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
コ
ー
ド
の
分
析
を
中
心
と
し
て

―
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つ
つ
、
絵
か
き
、
雛
遊
び
、
貝
覆
ひ
、
殿
は
い
と
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
思
し
の

た
ま
は
せ
て
常
に
さ
い
な
み
た
ま
へ
ば
、
果
て
果
て
は
涙
を
さ
へ
こ
ぼ
し
て
、

あ
さ
ま
し
う
つ
つ
ま
し
と
の
み
思
し
つ
つ
、
た
だ
母
上
、
御
乳
母
、
さ
ら
ぬ
は

む
げ
に
小
さ
き
童
な
ど
に
ぞ
見
え
た
ま
ふ
。
さ
ら
ぬ
女
房
な
ど
の
、
御
前
へ
も

参
れ
ば
、
御
几
帳
に
ま
つ
は
れ
て
恥
づ
か
し
い
み
じ
と
の
み
思
し
た
る
を
、
い

と
め
づ
ら
か
な
る
こ
と
に
思
し
嘆
く
に
、
ま
た
姫
君
は
、
今
よ
り
い
と
さ
が
な

く
て
、
を
さ
を
さ
う
ち
に
も
も
の
し
た
ま
は
ず
、
外
に
の
み
つ
と
お
は
し
て
、

若
き
男
ど
も
、
童
な
ど
と
、
鞠
、
小
弓
な
ど
を
の
み
も
て
遊
び
た
ま
ふ
。
御
出

居
に
も
、
人
々
参
り
て
文
作
り
笛
吹
き
歌
う
た
ひ
な
ど
す
る
に
も
、
走
り
出
で

た
ま
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
、
人
も
教
へ
き
こ
え
ぬ
琴
笛
の
音
も
い
み
じ
う
吹
き

た
て
弾
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。
も
の
う
ち
誦
じ
歌
う
た
ひ
な
ど
し
た
ま
ふ
を
、
参

り
た
ま
ふ
殿
上
人
、
上
達
部
な
ど
は
め
で
う
つ
く
し
み
き
こ
え
つ
つ
、
か
た
へ

は
教
へ
た
て
ま
つ
り
て
、
こ
の
御
腹
の
を
ば
姫
君
と
き
こ
え
し
は
僻
言
な
り
け

り
な
ど
ぞ
、
皆
思
ひ
あ
へ
る
。
殿
の
見
あ
ひ
た
ま
へ
る
折
こ
そ
取
り
と
ど
め
て

も
隠
し
た
ま
へ
、
人
々
の
参
る
に
は
、
殿
の
御
装
束
な
ど
し
た
ま
ふ
ほ
ど
、
ま

づ
走
り
出
で
た
ま
ひ
て
か
く
馴
れ
遊
び
た
ま
へ
ば
、な
か
な
か
え
制
し
き
こ
え

た
ま
は
ね
ば
、
た
だ
若
君
と
の
み
思
ひ
て
も
て
興
じ
う
つ
く
し
み
き
こ
え
あ
へ

る
を
、
さ
思
は
せ
て
の
み
も
の
し
た
ま
ふ
。
御
心
の
う
ち
に
ぞ
、
い
と
あ
さ
ま

し
く
、
か
へ
す
が
へ
す
、
と
り
か
へ
ば
や
と
思
さ
れ
け
る
。

か
く
言
ひ
言
ひ
て
も
、
幼
き
ほ
ど
は
今
お
な
づ
か
ら
な
ど
慰
め
つ
つ
さ
て
も

あ
り
。
や
う
や
う
十
に
も
余
り
た
ま
へ
ど
な
ほ
同
じ
さ
ま
な
る
を
、
こ
は
い
か

が
す
べ
き
と
、
世
と
と
も
に
嘆
か
し
き
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
か
り
け
り
。
さ
り

と
も
年
月
過
ぎ
ば
思
い
知
る
こ
と
も
と
の
み
待
ち
た
ま
へ
る
を
、
を
さ
を
さ
直

り
た
ま
ふ
ま
じ
く
見
果
て
た
ま
ふ
に
、
な
ほ
い
と
め
づ
ら
し
う
世
に
例
な
き
御

心
地
ぞ
し
た
ま
ひ
け
る
。

（
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こ
の
部
分
は
き
ょ
う
だ
い
た
ち
の
性
格
と
そ
れ
に
伴
う
嗜
好
や
行
動
様
式
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
。
ま
と
め
れ
ば
、「
若
君
」（
男
主
人
公
）
は
、「
も
の
恥
ぢ
」
で
あ
り
、

漢
文
に
あ
ま
り
興
味
を
示
さ
ず
、「
御
帳
の
う
ち
に
の
み
埋
も
れ
入
り
つ
つ
、
絵
か

き
、
雛
遊
び
、
貝
覆
ひ
」
な
ど
の
遊
び
に
耽
り
、
ご
く
親
密
な
人
以
外
に
は
対
面
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
逆
に
「
姫
君
」（
女
主
人
公
）
は
外
に
ず
っ
と
居
り
、
男
の
子

た
ち
と
鞠
、
小
弓
の
遊
び
を
す
る
。
さ
ら
に
、
父
左
大
臣
が
詩
文
管
弦
の
会
を
催
す

と
き
に
、「
走
り
出
で
た
ま
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
、
人
も
教
へ
き
こ
え
ぬ
琴
笛
の
音

も
い
み
じ
う
吹
き
た
て
弾
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。
も
の
う
ち
誦
じ
歌
う
た
ひ
な
ど
し
た

ま
ふ
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
父
左
大
臣
に
止
め
ら
れ
て
も
、
彼
が
着
替
え
を
す
る

間
を
狙
い
、「
ま
づ
走
り
出
で
た
ま
ひ
て
か
く
馴
れ
遊
び
た
ま
へ
ば
」
と
す
る
の
で

あ
る
。
き
ょ
う
だ
い
た
ち
は
別
々
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
来
訪
し
て
い
る
客
人
た
ち

も
つ
い
「
こ
の
御
腹
の
を
ば
姫
君
と
き
こ
え
し
は
僻
言
な
り
け
り
な
ど
ぞ
」
と
誤
解

し
て
、「
た
だ
若
君
と
の
み
思
ひ
て
も
て
興
じ
う
つ
く
し
み
き
こ
え
あ
へ
る
」
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

石
埜
敬
子
は
こ
の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
の
行
動
様
式
が
周
り
の
誤
解
を
招
き
、
そ
れ

が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
、
姫
君
を
若
君
、
若
君
を
姫
君
と
周
囲
が
呼
称
す
る
に
至
っ

た
経
緯
に
つ
い
て
、「
性
を
自
覚
す
る
前
の
子
供
た
ち
の
行
動
は
、
本
来
の
性
格
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
社
会
が
作
り
出
し
た
性
差
規
範
、
す
な
わ
ち

性
別
か
ら
期
待
さ
れ
る
性
質
に
外
れ
る
場
合
、
ど
う
な
る
か
。
人
々
は
規
範
に
基
づ

い
て
理
解
認
識
し
、
父
大
納
言
は
、
人
々
の
誤
解
を
放
置
し
、
容
認
し
た
。
こ
う
し

て
二
人
の
性
を
偽
る
生
き
方
は
、し
だ
い
に
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
現
実
と
な
っ
て
ゆ
く
」

と
指
摘
し
て
い
る②
。
こ
こ
で
、
物
語
が
構
築
し
て
い
る
子
供
た
ち
の
行
動
様
式
を
、

「
本
来
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、妥
当
か
否
か

を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
指
摘
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
と
い
う
の

も
、
二
人
の
行
動
、
特
に
女
主
人
公
の
行
動
は
、
周
囲
の
「
誤
解
」
を
招
く
も
の
で
、

女
主
人
公
は
若
君
と
認
識
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
周
囲
か
ら
愛
で
ら
れ
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て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
女
主
人
公
の
行
動
が
性
別
を
判
断
す
る
た
め
の
根
拠
と

し
て
機
能
し
て
お
り
、
人
々
の
誤
解
を
招
く
だ
け
で
な
く
、
実
際
、
男
性
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
理
想
的
な
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
性
別
か
ら
期
待
さ
れ

る
性
質
に
外
れ
る
」
と
だ
け
解
さ
れ
る
の
に
は
不
足
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
女
主
人

公
の
行
動
様
式
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う

か
。以

下
、
ま
ず
女
主
人
公
に
使
わ
れ
る
二
例
の
「
走
る
」
表
現
に
注
目
す
る
。

平
安
文
学
の
「
走
る
」
表
現
に
つ
い
て
は
、
稲
田
利
徳
と
岩
田
行
展
な
ど
に
よ
る

先
行
研
究
が
あ
る
。
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
簡
単
に
概
観
し
て
み
よ
う
。

稲
田
利
徳
は
「
走
る
」
表
現
の
効
果
を
、
強
烈
な
感
情
の
表
出
と
滑
稽
感
を
誘
発

さ
せ
る
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
に
分
類
し
た
上
で
、王
朝
物
語
に
お
い
て
、全
体
的
に
「
人

が
走
る
」
場
面
が
少
な
く
、
大
人
、
と
り
わ
け
身
分
の
高
い
人
や
女
性
の
「
走
る
」

姿
を
描
写
し
た
ケ
ー
ス
は
希
有
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
希
有
な
例

で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
若
紫
の
「
走
る
」
表
現
に
つ
い
て
は
、彼
女
の
「
幼

さ
」
を
強
調
す
る
も
の
と
読
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の

当
該
場
面
の
「
走
る
」
は
、『
狭
衣
物
語
』
の
母
代
の
「
走
る
」
と
同
じ
く
、
滑
稽
感

を
誘
発
さ
せ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る③
。

稲
田
利
徳
の
論
考
と
同
じ
よ
う
に
、
岩
田
行
展
は
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
走
る
」

と
い
う
身
体
表
現
を
分
析
し
、
特
に
若
紫
の
君
と
虫
め
づ
る
姫
君
の
「
走
る
」
場
面

と
を
関
連
づ
け
て
、
こ
の
二
つ
の
場
面
に
共
通
し
て
見
え
る
「
幼
さ
」
に
注
目
し
て

い
る④
。

ま
た
、
若
紫
の
「
走
る
」
場
面
に
つ
い
て
、
原
岡
文
子
は
、「
紫
の
上
は
姫
君
を
め

ぐ
る
規
範
、
秩
序
を
一
瞬
逸
脱
し
、
男
の
子
さ
な
が
ら
「
走
る
」
姿
を
垣
間
見
せ
た
」

と
指
摘
し
て
い
る⑤
。

確
か
に
、
同
時
代
の
文
学
作
品
に
お
け
る
「
走
る
」
の
用
例
は
少
な
い
。
特
に
幼

児
や
従
者
を
除
き
、
主
人
公
に
限
っ
て
み
る
と
、
上
述
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
若
紫
、

『
虫
め
づ
る
姫
君
』
の
姫
君
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
女
主
人
公
の
三
人
に
だ
け

こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、身
分
と
年
齢
か
ら
見
る
と
、

こ
の
三
人
に
は
、
共
通
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
成
人
式
を
行
う
前
の
、

貴
族
の
姫
君
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
そ
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
同
じ
「
走

る
」
と
い
う
動
作
は
共
通
す
る
が
、『
源
氏
物
語
』
の
若
紫
、『
虫
め
づ
る
姫
君
』
の

姫
君
に
つ
い
て
は
、
原
岡
文
子
と
岩
田
行
展
に
よ
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
の
逸
脱
は

指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
、
垣
間
見
の
対
象
と
さ
れ
、「
見
る
」
側
か
ら
す
る

と
、
彼
女
た
ち
の
性
別
に
対
す
る
誤
認
は
存
在
し
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
明
ら
か
に
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
表
出
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、『
と
り
か
へ

ば
や
物
語
』
が
初
め
て
で
あ
る
。

そ
の
傍
証
と
し
て
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
後
に
成
立
し
た
同
じ
く
異
性
装
を

題
材
と
す
る
室
町
時
代
物
語
『
新
蔵
人
物
語
』
が
あ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
男

装
し
た
い
三
君
が
、「
あ
こ
は
た
だ
、
男
と
な
り
て
ぞ
走
り
歩
き
た
き
」
と
語
る
一
節

が
あ
る
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
男
に
な
る
こ
と
と
、
身
体
の

「
走
り
歩
く
」
こ
と
と
が
一
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、「
走
る
」
表
現
は
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
よ
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
コ
ー
ド
と
し

て
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
『
新
蔵
人
物
語
』
の
存

在
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、  「
琴
笛
の
音
も
い
み
じ
う
吹
き
た
て
弾
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。

も
の
う
ち
誦
じ
歌
う
た
ひ
な
ど
し
た
ま
ふ
」
女
主
人
公

女
主
人
公
が
「
走
る
」
目
的
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
父
左
大
臣
が
主
催
す

る
詩
文
管
弦
の
会
に
参
入
し
、
音
楽
と
漢
学
、
和
歌
の
才
能
を
思
う
存
分
発
揮
す
る

こ
と
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
引
用
一
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
主
人
公
と
男
主
人
公
は
、
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幼
い
頃
か
ら
、
漢
学
に
対
す
る
対
照
的
な
嗜
好
を
示
し
て
い
る
。「
も
ろ
と
も
に
、
人

も
教
へ
き
こ
え
ぬ
琴
笛
の
音
も
い
み
じ
う
吹
き
た
て
弾
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。
も
の
う

ち
誦
じ
歌
う
た
ひ
な
ど
し
た
ま
ふ
を
」
と
あ
る
よ
う
に
、
女
主
人
公
は
幼
い
頃
よ
り

優
れ
た
漢
学
と
音
楽
の
才
能
を
発
揮
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
父
左
大
臣
か
ら

叱
責
さ
れ
て
も
、「
や
う
や
う
御
文
習
は
し
、
さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
な
ど
教
へ
き
こ
え

た
ま
へ
ど
、
思
し
も
か
け
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
男
主
人
公
は
漢
文
の
学
習
に
意
欲

を
示
さ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
二
人
の
き
ょ
う
だ
い
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

容
易
に
想
起
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、『
紫
式
部
日
記
』
に
あ
る
、
紫
式
部
が
自
分
の
教
育

に
つ
い
て
回
想
す
る
箇
所
で
あ
る
。

【
引
用
二
】　
『
紫
式
部
日
記
』

こ
の
式
部
の
丞
と
い
ふ
人
の
、
童
に
て
書
読
み
は
べ
り
し
時
、
聞
き
な
ら
ひ

つ
つ
、
か
の
人
は
お
そ
う
読
み
と
り
、
忘
る
る
と
こ
ろ
を
も
、
あ
や
し
き
ま
で

ぞ
さ
と
く
は
べ
り
し
か
ば
、
書
に
心
入
れ
た
る
親
は
、「
口
惜
し
う
、
男
子
に
て

持
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
ひ
な
か
り
け
れ
」
と
ぞ
、
つ
ね
に
嘆
か
れ
は
べ
り
し
。

そ
れ
を
、「
を
の
こ
だ
に
才
が
り
ぬ
る
人
は
、
い
か
に
ぞ
や
、
は
な
や
か
な
ら

ず
の
み
は
べ
る
め
る
よ
」
と
、
や
う
や
う
人
の
い
ふ
も
聞
き
と
め
て
後
、
一
と

い
ふ
文
字
を
だ
に
書
き
わ
た
し
は
べ
ら
ず
、
い
と
て
づ
つ
に
、
あ
や
ま
し
く
は

べ
り
。

（
二
〇
九
頁
）

き
ょ
う
だ
い
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
文
に
対
す
る
適
性
の
差
は
、
父
の
嘆
き
を
引
き
起
こ

す
結
果
と
な
る
。「
御
心
の
う
ち
に
ぞ
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
、
か
へ
す
が
へ
す
、
と
り

か
へ
ば
や
と
思
さ
れ
け
る
」「
こ
は
い
か
が
す
べ
き
と
、世
と
と
も
に
嘆
か
し
き
よ
り

ほ
か
の
こ
と
な
か
り
け
り
」
と
す
る
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
父
左
大
臣
の
心
情

は
、
傍
線
部
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
紫
式
部
日
記
』
と
類
似
し
て
い
る
の
で
あ

る
。そ

れ
で
は
、
物
語
全
体
に
お
け
る
、
女
主
人
公
の
才
学
は
ど
の
よ
う
な
形
で
描
か

れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
中
に
あ
ら
わ
れ
る
語
彙
「
才
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
分
析
し
た
い
。『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
「
才
」
の
用
例
を

検
証
す
る
と
、
十
四
例
あ
る
中
、
父
左
大
臣
に
一
例
、
吉
野
の
宮
に
三
例
、
唐
土
に

一
例
、
宇
治
の
若
君
に
一
例
以
外
、
女
主
人
公
に
八
例
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明

す
る
。

さ
ら
に
全
用
例
を
分
析
す
る
と
、
女
主
人
公
の
立
身
出
世
は
彼
女
の
「
才
」
と
は

不
可
分
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
優
れ
た
「
才
」
の
持
ち
主
と
し
て
成
長

し
た
様
子
は
、「
こ
れ
は
い
と
い
み
じ
く
、
今
よ
り
は
か
ば
か
し
く
、
才
か
し
こ
く

て
、
公
の
御
後
見
に
生
ひ
出
で
た
ま
ふ
。
琴
笛
の
音
も
、
天
地
を
響
か
し
た
ま
へ
る

さ
ま
い
と
め
づ
ら
か
な
り
。
読
経
う
ち
し
、
歌
う
た
ひ
、
詩
な
ど
誦
じ
た
ま
へ
る
声
、

は
た
、
ま
こ
と
に

の
柄
も
朽
ち
ぬ
べ
く
、
ふ
る
さ
と
忘
れ
ぬ
べ
し
。
何
事
も
さ
ら

に
飽
か
ぬ
こ
と
な
き
御
有
様
」（
一
七
四
頁
）
と
父
左
大
臣
の
目
に
よ
っ
て
確
か
め
ら

れ
る
。「
か
か
る
御
才
、
容
貌
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
こ
と
、
や
う
や
う
世
に
き
こ
え
て
、

内
、
春
宮
に
も
、
さ
ば
か
り
何
事
に
も
す
ぐ
れ
た
な
る
を
今
ま
で
殿
上
な
ど
も
せ
さ

せ
ず
交
じ
ろ
は
せ
ぬ
こ
と
と
、
つ
き
せ
ず
ゆ
か
し
が
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
大
将
殿
に
も

た
び
た
び
御
気
色
あ
れ
ど
」（
一
七
五
頁
）
と
そ
れ
は
よ
う
や
く
世
に
聞
こ
え
て
、
帝

と
東
宮
か
ら
出
仕
す
る
よ
う
に
催
促
さ
れ
る
。
ま
た
、
妊
娠
し
た
身
を
抱
え
、
宇
治

へ
の
隠
棲
を
控
え
る
女
主
人
公
は
、
三
月
の
観
桜
の
宴
に
今
ま
で
披
露
し
て
い
な

か
っ
た
笛
の
曲
を
演
奏
す
る
。
そ
の
優
れ
た
才
能
に
感
心
し
て
、「
さ
ま
ざ
ま
興
つ
く

し
た
る
才
、
有
様
は
す
べ
て
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ず
、
あ
ま
り
か
か
る
栄
え
や
長
か

ら
ざ
ら
ん
と
ゆ
ゆ
し
き
に
」（
三
〇
四
頁
）
と
帝
は
忌
々
し
く
感
じ
な
が
ら
も
、
女
主

人
公
を
昇
進
さ
せ
る
。
そ
の
昇
進
に
伴
い
、
女
主
人
公
と
隠
棲
の
約
束
を
し
て
い
る
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宰
相
中
将
も
昇
進
す
る
が
、
彼
は
自
分
の
昇
進
を
喜
ば
ず
、
た
だ
「
い
み
じ
か
り
け

る
容
貌
、
才
の
ほ
ど
か
な
、
か
か
る
身
を
も
て
埋
も
ら
さ
ん
こ
と
も
、
我
に
な
り
て

思
ふ
に
、
難
し
か
し
と
、
夜
も
す
が
ら
思
ひ
明
か
し
て
」（
三
〇
五
頁
）
と
女
主
人
公

が
意
を
変
え
る
こ
と
を
心
配
し
、
眠
れ
ぬ
夜
を
過
ご
す
。

さ
ら
に
、
登
場
す
る
と
き
か
ら
、「
よ
ろ
づ
の
こ
と
す
ぐ
れ
て
お
く
れ
た
る
こ
と
な

く
、
世
の
人
の
し
と
す
る
こ
と
、
方
々
の
才
、
陰
陽
、
天
文
、
夢
解
き
、
相
人
な
ど

い
ふ
こ
と
ま
で
、道
き
は
め
た
る
才
ど
も
な
り
け
る
」（
二
二
七
頁
）
と
優
れ
た
「
才
」

の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
、
唐
土
の
人
に
「
日
本
の
人
あ
ま
た
渡
り
来
ぬ
、
わ
が
国

に
も
か
し
こ
き
人
多
か
れ
ど
、
道
々
の
才
か
ば
か
り
か
し
こ
き
人
な
か
り
き
」
と
感

心
し
て
賞
賛
さ
れ
る
吉
野
の
宮
は
、
た
び
た
び
女
主
人
公
の
「
才
」
を
感
心
す
る
の

で
あ
る
。
四
の
君
と
宰
相
中
将
と
の
密
通
事
件
で
世
を
厭
う
女
主
人
公
は
、
吉
野
の

宮
の
こ
と
を
聞
き
、「
世
に
絶
え
た
る
琴
習
ひ
た
て
ま
つ
り
、
ま
だ
見
及
ば
ぬ
文
の
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
聞
き
あ
ら
は
さ
ん
」
と
琴
と
漢
籍
の
学
習
を
理
由
と
し
て
、
宮
に
面
会

し
た
い
と
切
に
望
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
受
け
、
面
会
を
快
諾
し
た
吉
野
の
宮
は
、
女

主
人
公
と
話
を
し
て
い
く
中
、「
才
の
ほ
ど
な
ど
こ
の
世
に
あ
ま
り
て
、
事
ご
と
に
す

ぐ
れ
た
り
け
る
人
か
な
」（
二
三
七
頁
）
と
感
心
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
吉
野
の

宮
は
、
女
主
人
公
の
漢
学
の
才
能
を
め
で
、
唐
土
の
本
を
見
せ
る
と
、「
こ
の
中
納
言

の
御
才
、
悟
り
の
妙
な
る
こ
と
、
唐
土
に
も
並
ぶ
人
な
し
と
思
ひ
た
り
し
我
に
も
劣

る
ま
じ
か
り
け
り
、
め
づ
ら
か
な
る
人
か
な
、
と
思
し
驚
か
る
」（
二
四
〇
頁
）
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
漢
文
を
作
ら
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
完
成
度
は
唐
土
よ
り
優
れ
た

も
の
で
あ
る
と
賛
嘆
を
禁
じ
え
な
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
き
ょ

う
だ
い
の
交
換
に
重
要
な
役
を
果
た
し
て
い
る
吉
野
の
宮
と
女
主
人
公
と
の
関
係

は
、
女
主
人
公
の
「
才
」
を
基
盤
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
才
学
の
交
流
と
伝
授
の
面
が
、
物
語
の
進
行
に
果
た
す
役
割
を
考
察
す

る
。
強
引
に
宰
相
中
将
と
契
り
を
交
わ
し
た
翌
日
の
女
主
人
公
は
、
父
左
大
臣
に
昨

夜
自
分
が
左
大
臣
邸
に
い
る
口
実
と
し
て
、「
宰
相
の
中
将
の
、
文
の
こ
と
問
ふ
べ
き

こ
と
あ
り
て
わ
ざ
と
ま
う
で
来
た
り
つ
れ
ば
」（
二
七
七
頁
）
と
申
し
上
げ
て
い
る
。

父
左
大
臣
は
そ
れ
を
納
得
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
、
二
点
の
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ

う
。
女
主
人
公
の
才
学
が
宰
相
中
将
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
と
、
普
段
か
ら
両
者
に

は
こ
の
よ
う
な
才
学
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
交
流
は
、
き
ょ

う
だ
い
交
換
後
の
男
主
人
公
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
。

吉
野
に
隠
棲
し
、
き
ょ
う
だ
い
二
人
が
入
れ
替
わ
る
準
備
の
た
め
、
男
主
人
公
は

「
か
ば
か
り
に
て
居
た
ま
ひ
て
、
女
し
く
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
に
、
文
を
も
習
ひ
な
ど
し

た
ま
ふ
」（
三
五
八
頁
）、「
吉
野
に
は
、
こ
の
男
君
す
ず
ろ
な
る
や
う
な
れ
ば
学
問
な

ど
し
て
」（
三
六
九
頁
）
吉
野
の
宮
の
も
と
で
漢
学
を
勉
強
し
始
め
て
い
る
。
き
ょ
う

だ
い
た
ち
の
交
換
が
叶
い
、
男
主
人
公
は
吉
野
の
中
君
を
宰
相
中
将
に
嫁
が
せ
、
二

人
が
仲
直
り
し
た
後
、
宰
相
中
将
は
「
大
将
の
御
方
へ
も
さ
る
べ
き
折
は
渡
り
た
ま

ひ
つ
つ
、
琴
笛
の
音
も
文
の
道
の
こ
と
も
、
同
じ
心
に
聞
こ
え
合
は
せ
つ
つ
も
の
し

た
ま
ふ
」（
四
九
七
頁
）
と
、
今
ま
で
の
よ
う
に
才
学
を
な
か
だ
ち
と
す
る
親
交
を
再

開
す
る
の
で
あ
る
。

才
学
の
交
流
は
人
間
関
係
の
「
回
復
」
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、「
家
」
の
継
承

を
も
象
徴
す
る
も
の
と
な
る
。
二
条
の
邸
に
、
男
主
人
公
も
か
つ
て
の
父
左
大
臣
と

同
じ
く
、「
さ
る
べ
き
殿
上
人
、
上
達
目
な
ど
文
作
り
、
雅
楽
の
頭
な
ど
し
て
昼
よ
り

遊
び
暮
ら
し
た
ま
ひ
て
」（
四
八
九
頁
）
と
男
性
貴
族
を
召
し
、
詩
文
管
弦
の
会
を
主

催
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
帝
の
子
を
身
ご
も
っ
た
女
主
人
公
が
父
左
大
臣
の
邸
で

は
な
く
、
男
主
人
公
が
新
築
し
た
二
条
邸
で
出
産
す
る
こ
と
と
同
じ
く
、
左
大
臣
家

の
権
力
が
次
の
世
代
へ
、
つ
ま
り
男
主
人
公
の
世
代
へ
移
行
と
し
て
い
る
こ
と
が
読

み
取
れ
る⑥
。　

以
上
、
女
主
人
公
の
人
物
造
形
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
「
才
」
が
物
語
の
進
展
に

果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
次
は
、
文
学
史
的
な
立
場
か
ら
、

同
時
代
の
文
学
作
品
と
の
比
較
を
通
し
て
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
女
主
人
公
の

特
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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三
、
同
時
代
文
学
史
の
視
点
か
ら
見
る
「
才
」
と
女
性

先
行
す
る
物
語
で
、
女
性
と
才
学
と
の
関
連
、
特
に
漢
才
と
の
関
連
を
明
確
に
描

く
も
の
は
稀
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』の
雨
夜
の
品
定
め
に
お
け
る
式
部
丞
の
語
り
の

な
か
で
、「
公
事
を
も
言
ひ
あ
は
せ
、
私
ざ
ま
の
世
に
住
ま
ふ
べ
き
心
お
き
て
を
思
ひ

め
ぐ
ら
さ
む
方
も
い
た
り
深
く
、
才
の
際
、
な
ま
な
ま
の
博
士
恥
づ
か
し
く
、
す
べ

て
口
あ
か
す
べ
く
な
む
は
べ
ら
ざ
り
し
」（『
源
氏
物
語
』
二
、八
五
頁
）
と
い
う
よ
う
な

才
学
の
非
凡
な
博
士
の
娘
が
登
場
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
才
学
の
あ
る
人
は
す
べ
て

を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、「
す
べ
て
、
心
に
知
れ
ら
む
こ
と
を
も
知
ら
ず
顔
に
も
て
な

し
、
言
は
ま
ほ
し
か
ら
む
こ
と
を
も
、
一
つ
二
つ
の
ふ
し
は
過
ぐ
す
べ
く
な
む
あ
べ

か
り
け
る
」（『
源
氏
物
語
』
二
、九
〇
頁
）
と
左
の
馬
の
頭
の
発
言
を
導
く
だ
け
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

日
本
と
唐
土
を
行
き
渡
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
主
人
公
で
あ
る
中
納
言
は
、

帝
に
唐
土
の
女
性
の
才
学
の
優
れ
て
い
る
様
子
を
奏
上
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
特

に
一
の
大
臣
の
五
女
は
、「
真
名
、
仮
名
人
に
す
ぐ
れ
て
、
文
の
道
暗
か
ら
ず
、
言
葉

ぎ
き
心
深
う
な
む
作
り
は
べ
り
し
あ
り
さ
ま
、
な
み
な
み
の
博
士
も
及
ぶ
べ
く
も
は

べ
ら
ざ
り
き
」（『
浜
松
中
納
言
物
語
』
二
六
五
頁
）、「
書
き
、
文
作
り
、
ま
こ
と
し
き

才
の
、
い
と
い
み
じ
う
す
ぐ
れ
て
、
出
で
立
ち
し
ほ
ど
に
」（『
浜
松
中
納
言
物
語
』

二
六
九
頁
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
ら
の
描
写
は
唐
土
の
女
性
に

限
定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
女
性
に
は
決
し
て
用
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
先

行
す
る
物
語
で
は
決
し
て
主
役
と
し
て
登
場
し
え
な
い
漢
才
の
素
養
を
持
つ
女
性

を
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
主
人
公
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
発
想
は
、
決
し
て
単
な
る
偶
然
の
結
果
で
は
あ
る
ま
い
。
当
時
の
女

性
教
育
の
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
、
梅
村
恵
子
は
記
録
や
歴
史
物
語
を
資
料
と
し

な
が
ら
、「
女
性
に
対
す
る
教
育
は
家
庭
環
境
に
よ
っ
て
大
き
な
差
が
あ
り
」、「
平
仮

名
に
よ
る
表
現
法
の
発
達
に
よ
っ
て
新
し
い
文
学
も
生
み
出
さ
れ
た
。こ
の
た
め
に
、

女
性
に
と
っ
て
漢
詩
文
教
育
は
絶
対
的
な
も
の
と
は
な
ら
ず
に
、
儒
教
的
家
族
観
を

身
に
つ
け
た
男
性
の
中
に
女
性
の
知
的
教
育
に
消
極
的
に
な
る
者
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
学
者
官
人
の
家
で
は
家
業
の
継
承
者
た
る
男
子
の
傍
ら
で
女
子
に
も
漢
学
の
知

識
を
教
え
る
機
会
も
多
か
っ
た
。
上
流
貴
族
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
政
治
的
要
因
も
加

わ
っ
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
奨
励
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。」
と
指
摘
し
て
い
る⑦
。

こ
こ
で
は
、
特
に
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
と
同
じ
院
政
期
に
成
立
し
た
歴
史
物
語

で
あ
る
『
大
鏡
』
を
比
較
し
て
み
た
い
。

『
大
鏡
』
に
は
、
才
学
の
高
い
女
性
と
し
て
、
高
内
侍
と
道
隆
の
三
女
の
話
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
道
隆
の
三
女
は
、
帥
宮
と
結
婚
し
た
が
、
客
へ
の
応
対

が
異
常
で
あ
る
た
め
夫
婦
の
仲
が
絶
え
た
と
い
う
噂
が
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
様
子

は
、「
客
人
な
ど
の
ま
ゐ
り
た
る
折
は
、
御

を
い
と
高
や
か
に
押
し
や
り
て
、
御
懐

を
ひ
ろ
げ
て
」（『
大
鏡
』
二
五
七
頁
）
立
つ
だ
け
で
な
く
、
以
下
の
引
用
が
示
す
よ
う

に
、
文
章
生
を
召
し
て
作
文
の
会
を
開
く
と
き
に
、
屏
風
よ
り
金
を
賜
り
、
高
い
声

で
文
章
を
品
定
め
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
女
性
に
よ
る
男
性
貴
族
に

限
定
さ
れ
た
場
へ
の
一
種
の
「
侵
入
」
と
な
っ
て
い
る
。

【
引
用
三
】　
『
大
鏡
』

ま
た
、
学
生
ど
も
召
し
集
め
て
、
作
文
し
遊
ば
せ
た
ま
け
る
に
、（
道
隆
の
三

女
は
）
金
を
二
三
十
両
ば
か
り
、
屏
風
の
上
よ
り
投
げ
出
し
て
、
人
々
う
ち
た

ま
け
れ
ば
、
ふ
さ
は
し
か
ら
ず
憎
し
と
は
思
は
れ
け
れ
ど
、
そ
の
座
に
て
は
饗

応
し
申
し
て
と
り
争
ひ
け
り
。「
金
た
ま
は
り
た
る
は
よ
け
れ
ど
も
、さ
も
見
ぐ

る
し
か
り
し
も
の
か
な
」
と
こ
そ
今
に
申
さ
る
な
れ
。
人
々
文
作
り
て
講
じ
な

ど
す
る
に
、（
道
隆
の
三
女
は
）
よ
し
あ
し
、
い
と
高
や
か
に
定
め
た
ま
ふ
折
も

あ
り
け
り
。
二
位
の
新
発
の
御
流
に
て
、
こ
の
御
族
は
、
女
も
皆
、
才
の
お
は

し
た
る
な
り
。
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（
二
五
七
頁
）

男
性
貴
族
の
詩
文
の
会
に
「
侵
入
」
す
る
女
性
と
し
て
、
道
隆
の
三
女
と
『
と
り

か
へ
ば
や
物
語
』
の
女
主
人
公
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
共
通
点
が
見
出
せ
る
。
作
品

成
立
の
前
後
関
係
の
確
定
は
難
し
い
も
の
の
、
相
互
に
密
接
な
関
連
が
想
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
『
大
鏡
』
に
依
拠
し
た
可
能
性

も
皆
無
と
は
言
え
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
漢
学
の
素
養
の
あ
る
女
性
の
造
形
は
、
同
じ
く
「
異
性
装
」
を
題
材

と
す
る
『
在
明
の
別
』
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
よ
う

に
、「
才
」
が
人
間
関
係
の
回
復
や
「
家
」
の
継
承
の
記
号
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い

な
い
が
、『
在
明
の
別
』
の
女
主
人
公
は
、
優
れ
た
「
才
」
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、
や
や
後
の
成
立
で
あ
る
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
に
も

そ
の
よ
う
な
造
形
が
う
か
が
え
る
。
以
下
の
引
用
五
の
Ⅰ
は
、
女
帝
に
詔
書
の
脱
字

を
指
摘
さ
れ
、
民
部
卿
は
女
帝
の
賢
明
さ
に
感
心
し
て
、
そ
の
手
跡
を
女
帝
の
父
で

あ
る
嵯
峨
の
院
か
ら
継
承
し
た
も
の
と
認
識
し
、「
明
王
」
に
逢
う
こ
と
で
感
動
し
て

涙
を
流
す
場
面
で
あ
る
。
引
用
五
の
Ⅱ
で
は
、
女
帝
の
夫
で
あ
る
三
条
院
の
口
を
借

り
て
、
傍
線
部
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
に
は
「
才
」
が
あ
り
、
父
と
夫
に
つ

い
て
積
極
的
に
学
習
し
、
三
代
集
、
物
語
、『
和
漢
朗
詠
集
』
以
外
、『
文
選
』『
群
書

治
要
』
な
ど
諸
々
の
漢
籍
を
も
読
破
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
引
用
四
】　
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』

Ⅰ　

こ
と
ご
と
し
き
こ
と
に
や
、朝
か
れ
ひ
に
参
る
べ
き
よ
し
仰
せ
ら
る
れ
ば
、

持
て
参
る
。
端
の
御

に
几
帳
添
へ
ら
れ
て
、中
納
言
の
典
侍
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。

参
ら
せ
た
れ
ば
、
御
覧
ず
る
ほ
ど
も
な
く
、
返
し
給
は
す
と
て
、「
典
侍
、
文
字

は
落
ち
ぬ
に
や
」
と
、
ほ
の
か
に
の
た
ま
へ
ば
、
少
納
言
賜
り
て
開
き
見
て
、

汗
あ
ゆ
る
心
地
し
て
、
出
で
て
こ
の
よ
し
仰
す
。
民
部
卿
、
い
ま
さ
ら
に
見
て
、

「
老
い
呆
け
侍
り
に
け
る
あ
ま
り
に
、
ま
さ
に
、
見
た
る
文
な
れ
ば
何
ご
と
か

は
、
と
思
ひ
た
ゆ
み
て
、
目
の
た
ど
た
ど
し
さ
、
詳
し
く
見
侍
ら
ざ
り
け
り
」

と
か
し
こ
ま
り
お
そ
れ
申
し
て
、
重
ね
て
参
ら
せ
た
れ
ば
、
書
か
せ
給
ふ
べ
き

文
字
書
き
付
け
て
下
さ
せ
給
へ
る
を
、
た
だ
一
文
字
な
れ
ど
、
嵯
峨
の
院
の
御

手
は
優
れ
て
お
は
し
ま
す
に
、
た
が
ふ
と
こ
ろ
な
き
も
の
か
ら
、
い
ま
少
し
め

づ
ら
し
く
う
つ
く
し
う
見
ゆ
る
を
、涙
ほ
ろ
ほ
ろ
と
落
と
し
給
ふ
。「
お
ろ
か
な

る
翁
の
失
錯
仕
う
ま
つ
ら
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
我
が
君
の
聖
明
は
あ
ら
は
れ
お
は

し
ま
さ
ざ
ら
ま
し
。
六
代
聖
代
に
仕
う
ま
つ
り
て
、
い
み
じ
き
明
王
に
も
逢
ひ

奉
れ
る
か
な
」
と
し
ほ
れ
給
ふ
。
聞
く
人
涙
落
と
さ
ぬ
な
し
。

（
一
〇
〇
頁
〜
一
〇
一
頁
）

Ⅱ　

頭
中
将
は
、
院
に
親
し
く
仕
う
ま
つ
る
人
な
れ
ば
、
夕
つ
方
参
り
て
、
御

物
語
な
ど
あ
る
つ
い
で
、
民
部
卿
の
朝
臣
の
思
へ
り
つ
る
け
し
き
、
申
し
つ
る

こ
と
な
ど
奏
し
け
り
。
御
け
し
き
い
と
よ
く
て
、「
か
の
朝
臣
、
こ
れ
ば
か
り
御

覧
じ
知
り
た
る
と
や
思
ふ
ら
む
。
い
み
じ
く
つ
つ
み
給
ふ
こ
と
、
後
ぎ
た
な
け

れ
ど
、
世
の
常
の
貴
女
な
ど
思
ひ
奉
る
に
や
。
い
と
不
思
議
に
め
づ
ら
し
き
人

の
御
さ
ま
な
り
。
本
は
手
に
持
ち
て
、
式
部
大
夫
の
朝
臣
に
形
の
ご
と
く
受
け

た
る
、
数
ば
か
り
や
。
い
さ
さ
か
の
「
負
ひ
籠
の
効
」
と
い
ふ
べ
か
ら
む
。
も

の
を
読
み
、
さ
や
う
の
ふ
し
ぶ
し
疾
く
見
分
か
む
方
、
さ
ら
に
及
び
聞
こ
ゆ
ま

じ
う
な
む
あ
る
。
い
ひ
た
て
ば
、
け
う
と
う
心
劣
り
し
ぬ
べ
け
れ
ど
も
、
人
の

推
し
は
か
ら
む
や
う
に
、
は
か
ば
か
し
げ
に
う
た
て
あ
る
さ
ま
に
は
あ
ら
で
、

た
だ
一
度
見
つ
る
も
の
を
、
長
く
忘
れ
ぬ
人
に
お
は
す
れ
ば
、
い
づ
れ
の
人
か

及
ぶ
べ
き
。
内
住
み
し
は
じ
め
給
ひ
し
時
は
、
三
代
集
、
物
語
な
ど
、
世
に
あ

る
ほ
ど
の
は
み
な
覚
え
給
へ
る
に
や
と
心
得
し
に
、
ほ
ど
へ
て
後
、
朗
詠
を
、

院
教
へ
奉
ら
せ
給
へ
り
け
る
な
ら
ひ
に
、
偏
継
ぐ
と
て
、
文
選
の
あ
り
し
を
、
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少
し
ゆ
か
し
げ
に
思
し
た
り
し
か
ば
、
四
五
巻
読
み
聞
か
せ
奉
り
た
り
し
後
、

残
り
は
点
し
た
り
し
書
を
置
き
た
り
し
を
、ひ
と
り
見
給
ひ
て
。わ
づ
か
に
所
々

し
る
し
付
き
た
り
し
、
少
々
聞
こ
え
て
し
後
は
、
み
な
覚
え
た
る
に
や
と
ぞ
覚

え
し
。
書
は
や
が
て
返
さ
れ
に
し
か
ば
、
こ
れ
に
な
む
あ
る
。
せ
ち
に
言
葉
も

な
き
人
に
て
、
言
続
け
て
も
の
の
た
ま
ふ
時
も
な
か
れ
ど
、
こ
の
方
は
、
げ
に

変
化
の
人
に
や
と
ぞ
見
え
給
ふ
。
世
の
常
の
后
な
ど
い
ひ
て
お
は
す
べ
く
も
な

か
し
か
ば
、
見
る
所
あ
り
て
な
む
か
く
め
づ
ら
し
き
こ
と
を
思
ひ
立
ち
に
し
。

譲
り
聞
こ
え
し
時
、
故
院
の
た
ま
は
せ
た
し
り
群
書
治
要
と
い
ふ
書
を
ぞ
、
昔

の
御
諫
め
背
き
て
、我
れ
は
う
る
さ
く
て
見
る
こ
と
も
せ
ざ
り
し
を
奉
り
し
も
、

去
年
ぞ
返
し
給
へ
る
。
人
の
見
奉
る
時
は
、書
な
ど
見
給
ふ
こ
と
も
な
か
り
き
。

前
の
世
の
こ
と
な
る
べ
し
」
な
ど
の
た
ま
は
す
る
に
、（

一
〇
五
頁
〜
一
〇
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
、『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
は
、
賢
明
な
「
女
帝
」
を
造
形
す
る
と

き
、
そ
の
善
政
の
様
子
を
長
々
と
具
体
的
に
述
べ
立
て
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
才
」

も
一
つ
の
重
要
な
コ
ー
ド
と
し
て
、
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
と
り
か
へ

ば
や
物
語
』
か
ら
の
影
響
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、「
異
性
装
」
の
原
点
に
立
ち
戻
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
構
成
す
る
要
素
を
分
析

し
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
女
主
人
公
の
人
物
造
形
を
再
解
釈
し
た
。
あ

わ
せ
て
文
学
史
の
見
地
か
ら
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ

る
物
語
、『
新
蔵
人
物
語
』・『
在
明
の
別
』・『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
の
関
係
に

つ
い
て
順
に
検
討
し
た
。

男
性
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
表
現
す
る
も
の
と
自
明
視
さ
れ
て
、
今
ま
で
検
討
さ
れ
な

か
っ
た
物
語
冒
頭
に
描
か
れ
て
い
る
女
主
人
公
の
身
体
動
作
お
よ
び
「
才
」
と
の
関

連
に
注
目
し
、
そ
れ
を
分
析
し
た
結
果
、
女
主
人
公
の
異
性
装
を
引
き
起
こ
す
要
因

と
な
る
「
走
る
」
身
体
動
作
は
、『
源
氏
物
語
』
や
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
な
ど
か
ら
摂

取
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
を
「
男
性
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
し
て

定
着
さ
せ
る
の
は
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
と
り

か
へ
ば
や
物
語
』
以
前
、
才
学
の
あ
る
女
性
は
主
役
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
な
い

が
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
、
同
時
代
の
『
紫
式
部
日
記
』『
大
鏡
』
と
連
動
し

つ
つ
、才
学
を
思
う
存
分
発
揮
す
る
女
主
人
公
を
造
形
し
た
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
、

後
の
物
語
で
あ
る
『
在
明
の
別
』・『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
は
そ
の
よ
う
な
女

主
人
公
像
の
踏
襲
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
異
性
装
」
と
い
う
新
し

い
題
材
を
使
い
、「
才
」
の
素
養
を
賦
与
さ
れ
た
男
装
の
女
主
人
公
を
造
形
し
、
さ
ら

に
物
語
の
進
行
に
重
要
な
コ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
生
か
す
こ
と
で
、『
と
り
か
へ
ば
や

物
語
』
は
今
ま
で
に
は
な
い
、
新
し
い
〈
女
の
物
語
〉
の
確
立
を
試
み
て
い
る
と
言

え
る
の
で
あ
る⑧
。

女
主
人
公
と
比
較
し
て
、
男
主
人
公
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
描
写
は
ど
の
よ
う

に
読
む
べ
き
か
。
さ
ら
に
、
同
時
代
の
中
国
の
「
異
性
装
」
を
題
材
と
す
る
物
語
と

照
合
す
る
こ
と
で
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
日
中
比
較
文
学
史
に
お
け
る
位
置
づ

け
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
さ
ら
に
考
察
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注①　
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ト
ラ
ブ
ル
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
攪
乱
―
』（
竹
村
和
子
訳
、
青
土
社　

一
九
九
九
年
）
に
お
い
て
、
以

下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

あ
る
「
男
」
が
男
性
的
な
属
性
を
も
っ
て
お
り
、そ
の
男
性
的
な
属
性
が
た
ま

た
ま
、
う
ま
い
工
合
に
そ
の
男
の
性
質
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
べ
つ
の
「
男
」
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が
女
の
属
性
（
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
に
せ
よ
）
を
も
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
揺
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
。
け
れ
ど
も
「
男
」
や
「
女
」

を
不
動
な
実
体
と
し
て
何
よ
り
も
優
先
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
え
ば
、不
調
和

を
奏
で
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
を
、基
本
的
に
は
無
傷
で
あ
る

と
み
な
し
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
存
在
の
下
位
に
お
い
て
、そ
れ
か
ら
派
生
し
た
も

の
と
か
、
偶
然
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
不
動
の
実

体
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
が
、首
尾
一
貫
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
序
列
の
な
か
に

さ
ま
ざ
ま
な
属
性
を
強
制
的
に
秩
序
づ
け
る
こ
と
で
生
み
だ
さ
れ
る
架
空
の
構

築
物
だ
と
す
る
な
ら
ば
、実
体
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

―
名
詞
と
し
て
の
男
と

女
の
存
在
の
可
能
性

―
に
疑
義
が
つ
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
、連
続
的
ま
た
は
因

果
的
な
理
解
可
能
性
の
モ
デ
ル
に
合
致
し
な
い
不
調
和
な
属
性
の
戯
れ
に
よ
っ

て
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
不
動
の
実
体
と
か
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
自
己
と
い
う
見
せ

か
け

―
す
な
わ
ち
心
理
学
者
の
ロ
バ
ー
ト
・
ス
ト
ー
ラ
ー
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

核
」
と
言
っ
た
も
の

―
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
を
、
文
化
的
に
確
立
さ
れ
た
首

尾
一
貫
性
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
で
生
産
さ
れ
て
い
る
も
の
に
す

ぎ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
生
産
の
虚
構
性
を
あ
ば
く
た
め
に

は
、
ま
ず
最
初
に
名
詞
が
あ
っ
て
、
次
に
そ
れ
に
従
属
す
る
形
容
詞
が
あ
る
と
い

う
既
成
の
枠
組
み
へ
の
同
化
を
拒
む
、規
制
さ
れ
て
い
な
い
属
性
の
戯
れ
が
必
要

に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
不
調
和
な
形
容
詞
が
遡
及
的
に
作
用
し
て
、そ
れ
が
修

飾
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
実
体
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
定
義
し
な
お

し
、
そ
の
結
果
、
実
体
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
枠
を
広
げ
て
、
ま
え

に
は
排
除
さ
れ
て
い
た
可
能
性
ま
で
も
含
み
こ
む
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
そ
も
そ
も
実
体
と
い
う
の
は
、そ
の
属
性
を
規
制
す
る
こ
と
で
偶
発
的
に
作

り
だ
さ
れ
る
首
尾
一
貫
性
で
し
か
な
い
の
で
、
実
体
の
存
在
論
は
、
人
為
的
な
結

果
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
本
質
的
な
余
剰
な
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
名
詞
で
は
な
い
が
、
自
由
に
浮
遊
す
る
一
組
の

属
性
と
い
う
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
実
体
的
効
果
は
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
首
尾
一
貫
性
を
求
め
る
規
制
的
な
実
践
に
よ
っ
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

テ
ィ
ヴ
に
生
み
だ
さ
れ
、強
要
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
が
っ
て
こ
れ

ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
実
体
の
形
而
上
学
の
言
説
の
な
か
で
は
、ジ
ェ
ン
ダ
ー

は
結
局
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
風
に
語

ら
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。こ
の
意
味
で
ジ
ェ

ン
ダ
ー
は
つ
ね
に
「
お
こ
な
う
こ
と
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
行
為
は
、
行
為

の
ま
え
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
主
体
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
実
体
の
形
而
上
学
の
外
側
に
お
い
て
考
察

し
な
お
そ
う
と
す
る
な
ら
、『
道
徳
の
系
譜
』
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張

―

「
お
こ
な
う
こ
と
、
も
た
ら
す
こ
と
、
な
る
こ
と
の
背
後
に
『
あ
る
こ
と
』
は
な

い
。『
行
為
者
』
は
行
為
に
付
け
ら
れ
た
虚
構
で
し
か
な
い

―
行
為
が
す
べ
て

で
あ
る
」

―
が
正
し
い
こ
と
を
、こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
主
張

を
、
お
そ
ら
く
ニ
ー
チ
ェ
は
予
想
も
せ
ず
、
認
め
も
し
な
か
っ
た
よ
う
に
応
用
し

て
、命
題
と
し
て
次
の
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
表
出
の

背
後
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
存
在
し
な
い
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
は
、
そ
の
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
「
表
出
」
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
テ
ィ
ヴ
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
五
七
頁
〜
五
九
頁
）

②　

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』（
石
埜
敬
子
校
注
・
訳   

二
〇
〇
二
年
）
一
六
九
頁
〜
一
七
〇
頁

③　

稲
田
利
徳
「
人
が
走
る
と
き
―
王
朝
文
学
と
中
世
文
学
の
一
面
―
」『
人
が
走
る
と

き　

古
典
の
な
か
の
日
本
人
と
言
葉
』
笠
間
書
院　

二
〇
一
〇
年

④　

岩
田
行
展
「
走
る
」『
王
朝
物
語
の
し
ぐ
さ
と
こ
と
ば
』
糸
井
通
浩
、
神
尾
暢
子
編   

清
文
堂　

二
〇
〇
八
年　

⑤　

原
岡
文
子
「
第
三
章　

紫
の
上
の
物
語　

紫
の
上
の
登
場
」『
源
氏
物
語
』
に
仕
掛

け
ら
れ
た
謎
「
若
紫
」
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
〇
八
年

⑥　

物
語
の
結
末
に
、
女
主
人
公
の
子
で
あ
る
宇
治
の
若
君
は
、「
人
よ
り
こ
と
な
る
御

様
、
容
貌
、
才
の
ほ
ど
」（
五
二
一
頁
）
と
、
女
主
人
公
の
「
才
」
を
継
承
す
る
人
物

と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
続
編
の
存
在
や
物
語
の
長
編
化
へ
の
期
待
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
と
し
て
読
め
る
。

⑦　

梅
村
恵
子
「
平
安
貴
族
の
家
庭
教
育
―
文
会
と
歌
合
と
の
関
わ
り
で
―
」『
歴
史
評

論
』
五
一
七
号　

一
九
九
三
年
五
月

⑧　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
始
ま
る
、「
焦
点
を
女
の
方
に
し
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ぼ
っ
て
、
そ
の
人
生
の
変
転
を
辿
っ
た
」〈
女
の
物
語
〉
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、『
源
氏

物
語
』
か
ら
『
夜
の
寝
覚
』
へ
と
連
な
る
王
朝
物
語
史
上
の
転
換
点
に
位
置
す
る
重
要

な
作
品
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
星
山
健
「
王
朝
物
語
史
上
に
お
け
る
『
今
と
り

か
へ
ば
や
』
―
「
心
強
き
」
女
君
の
系
譜
、そ
し
て
〈
女
の
物
語
〉
の
終
焉
―
」（『
王

朝
物
語
史
論
：
引
用
の
「
源
氏
物
語
」』
二
〇
〇
八
年　

笠
間
書
院
）
を
参
照
。

　

※
本
稿
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』（
阿
部
秋
生
・
秋
山

・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男

校
注
・
訳　

一
九
九
八
年
）・『
紫
式
部
日
記
』（
中
野
幸
一
校
注
・
訳　

一
九
九
四

年
）・『
浜
松
中
納
言
物
語
』（
池
田
利
夫
校
注
・
訳　

二
〇
〇
一
年
）・『
と
り
か
へ
ば

や
物
語
』（
石
埜
敬
子
校
注
・
訳　

二
〇
〇
二
年
）・『
大
鏡
』（
橘
健
二
・
加
藤
静
子
校

注
・
訳　

一
九
九
六
年
）
の
本
文
引
用
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ

る
。『
新
蔵
人
物
語
』
は
『
室
町
時
代
の
少
女
革
命
：『
新
蔵
人
』
絵
巻
の
世
界
』（
江

口
啓
子
・
鹿
谷
祐
子
・
玉
田
沙
織
編　

笠
間
書
院　

二
〇
一
四
年
）
に
よ
り
、『
我
が

身
に
た
ど
る
姫
君
』
は
笠
間
書
院
の
中
世
王
朝
物
語
全
集
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君　

下
』（
片
岡
利
博
校
訂
・
訳
注　

二
〇
一
〇
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
傍
線
と
括
弧
内
の

内
容
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
頁
数
は
括
弧
内
に
示
す
。

（
し
ょ
う
・
し
ょ
う
じ
ゅ
ん
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


