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『
大
和
物
語
』
百
四
十
九
段
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
二
人
妻
〉
の
物
語
と
な
っ

て
お
り
、
新
し
い
通
い
妻
の
出
現
、
本
の
妻
と
の
復
縁
、
新
妻
へ
の
愛
想
尽

か
し
と
続
き
、『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
中
盤
以
降
と
ほ
ぼ
同
じ
物
語
内

容
と
な
っ
て
い
る
。『
大
和
物
語
』
の
百
四
十
九
段
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
概
し
て
、
過
度
・
饒
舌
に
し
て
く
ど
い
ほ
ど
の
説
明
や
蛇
足
的

叙
述
が
目
に
立
つ
で
あ
る
と
か
、
ゴ
シ
ッ
プ
的
発
想
や
世
俗
的
関
心
が
強
い

な
ど
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
が
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
そ
れ
ら
は
は
た
し
て
正
当
な
評
価
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。『
伊
勢

物
語
』
二
十
三
段
と
の
比
較
を
通
し
て
、
新
た
な
『
大
和
物
語
』
な
り
の
表

現
世
界
の
意
義
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
と
も
す
れ
ば
、

ほ
ぼ
同
内
容
の
〈
二
人
妻
譚
〉
を
語
る
『
伊
勢
物
語
』
の
称
揚
に
資
す
る
よ

う
な
位
置
付
け
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
本
章
段
に
つ
い
て
、『
伊
勢
物
語
』
二

十
三
段
と
の
比
較
を
通
し
て
見
え
て
く
る
本
段
独
自
の
視
点
や
問
題
意
識
を

め
ぐ
り
解
析
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一
　『
大
和
物
語
』
百
四
十
九
段
と
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段

の
比
較
考
察
か
ら

　

ま
ず
は
、『
大
和
物
語
』
百
四
十
九
段
の
全
文
を
次
に
掲
げ
て
お
く１
。

【
Ｂ
】　

昔
、
大
和
の
国
、
葛
城
の
郡
に
住
む
男
女
あ
り
け
り
。
こ
の
女
、
顔

か
た
ち
い
と
清
ら
な
り
。
年
ご
ろ
思
ひ
か
は
し
て
住
む
に
、
こ
の
女
い

と
わ
ろ
く
な
り
に
け
れ
ば
、
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
限
り
な
く
思
ひ
な
が

ら
妻
を
ま
う
け
て
け
り
。
こ
の
今
の
妻
は
、
富
み
た
る
女
に
な
む
あ
り

け
る
。
こ
と
に
思
は
ね
ど
、
行
け
ば
い
み
じ
う
い
た
は
り
、
身
の
装
束

も
い
と
清
ら
に
せ
さ
せ
け
り
。

	

　

か
く
に
ぎ
は
は
し
き
所
に
な
ら
ひ
て
、
来
た
れ
ば
、
こ
の
女
い
と
わ

ろ
げ
に
て
ゐ
て
、
か
く
ほ
か
に
あ
り
け
ど
、
さ
ら
に
妬
げ
に
も
見
え
ず

な
ど
あ
れ
ば
、〈
い
と
あ
は
れ
〉
と
思
ひ
け
り
。
心
地
に
は
〈
限
り
な

く
妬
く
心
憂
し
〉
と
思
ふ
を
忍
ぶ
る
に
な
む
あ
り
け
る
。〈
と
ど
ま
り

な
む
〉
と
思
ふ
夜
も
、
な
ほ
「
往
ね
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、〈
わ
が
か
く

あ
り
き
す
る
を
妬
ま
で
、
こ
と
わ
ざ
す
る
に
や
あ
ら
む
。
さ
る
わ
ざ
せ

①

②

③

④

⑤

⑥

　

大
和
物
語
の
〈
二
人
妻
譚
〉
を
め
ぐ
る
考
察

─
─	

百
四
十
九
段
か
ら
「
は
い
ず
み
」
へ	

─
─

小
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清
　
文
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ず
は
、
恨
む
る
こ
と
も
あ
り
な
ん
〉
な
ど
心
の
う
ち
に
思
ひ
け
り
。
さ

て
、
出
で
て
行
く
と
見
え
て
、
前
栽
の
中
に
隠
れ
て
、〈
男
や
来
る
〉

と
見
れ
ば
、
端
に
出
で
居
て
、
月
の
い
と
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
に
、

頭
か
い
け
づ
り
な
ど
し
て
居
り
。
夜
更
く
る
ま
で
寝
ず
、
い
と
い
た
う

う
ち
嘆
き
て
な
が
め
け
れ
ば
、〈
人
待
つ
な
め
り
〉
と
見
る
に
、
使
ふ

人
の
前
な
り
け
る
に
言
ひ
け
る
、

	

　
　

風
吹
け
ば　

沖
つ
白
浪　

た
つ
た
山　

	

　
　
　
　

夜
半
に
や
君
が　

独
り
越
ゆ
ら
む

	

と
詠
み
け
れ
ば
、〈
わ
が
う
へ
を
思
ふ
な
り
け
り
〉
と
思
ふ
に
、
い
と

か
な
し
う
な
り
ぬ
。
こ
の
今
の
妻
の
家
は
龍
田
山
越
え
て
い
く
道
に
な

む
あ
り
け
る
。
か
く
て
、
な
ほ
見
居
り
け
れ
ば
、
こ
の
女
、
う
ち
泣
き

て
臥
し
て
、
金
椀
に
水
を
入
れ
て
胸
に
な
む
据
ゑ
た
り
け
る
。〈
あ
や

し
、
い
か
に
す
る
に
か
あ
ら
む
〉
と
て
、
な
ほ
見
る
。
さ
れ
ば
、
こ
の

水
熱
湯
に
た
ぎ
り
ぬ
れ
ば
、
湯
ふ
て
つ
。
ま
た
水
を
入
る
。
見
る
に
、

い
と
か
な
し
く
て
、
走
り
出
で
て
、「
い
か
な
る
心
地
し
給
へ
ば
、
か

く
は
し
給
ふ
ぞ
」
と
言
ひ
て
、
か
き
抱
き
て
な
む
寝
に
け
る
。
か
く
て
、

ほ
か
へ
も
さ
ら
に
行
か
で
、
つ
と
ゐ
に
け
り
。

【
Ｃ
】　

か
く
て
、月
日
多
く
経
て
、思
ひ
け
る
や
う
、〈
つ
れ
な
き
顔
な
れ
ど
、

女
の
思
ふ
こ
と
、
い
と
い
み
じ
き
こ
と
な
り
け
る
を
、
か
く
行
か
ぬ
を

い
か
に
思
ふ
ら
む
〉
と
思
ひ
出
で
て
、
あ
り
し
女
の
が
り
行
き
た
り
け

り
。
久
し
く
行
か
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
つ
ま
し
く
て
立
て
り
け
り
。
さ
て

か
い
ま
め
ば
、
我
に
は
よ
く
て
見
え
し
か
ど
、
い
と
あ
や
し
き
さ
ま
な

る
衣
を
着
て
、
大
櫛
を
つ
ら
ぐ
し
に
さ
し
か
け
て
居
り
て
、
手
づ
か
ら

飯
盛
り
を
り
け
り
。〈
い
と
い
み
じ
〉
と
思
ひ
て
、
来
に
け
る
ま
ま
に
、

行
か
ず
な
り
に
け
り
。

	

　

こ
の
男
は
王
な
り
け
り
。

　
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
に
は
冒
頭
部
分
に
幼
馴
染
同
士
の
恋
愛
成
就
の

話
が
あ
り
、
そ
の
部
分
を
仮
に
【
Ａ
】、
そ
の
後
の
新
妻
通
い
と
本
妻
と
の

復
縁
を
【
Ｂ
】、
新
妻
の
後
日
談
を
【
Ｃ
】
と
す
る
な
ら
ば
、『
大
和
』
の
百

四
十
九
段
は
【
Ａ
】
を
欠
き
、『
伊
勢
』
二
十
三
段
の
【
Ｂ
】
に
相
当
す
る

と
こ
ろ
か
ら
物
語
が
始
ま
り
、
ま
た
、『
伊
勢
』
の
【
Ｃ
】
の
後
半
部
を
切

り
捨
て
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
初
め
に
、『
大
和
』
百
四
十
九
段
の
ほ
う
に
特
有
の
傍
線
部
④
～
⑥

の
箇
所
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
た
い
。
傍
線
部
④
は
男
の
視
点
に
基
づ
い
た

叙
述
、
傍
線
部
⑤
は
和
歌
以
外
に
本
段
内
で
明
か
さ
れ
る
本
の
妻
の
心
情
に

つ
い
て
の
語
り
手
に
よ
る
説
明
、
傍
線
部
⑥
は
男
の
心
中
思
惟
の
一
部
で
あ

る
。
近
接
す
る
傍
線
部
⑤
と
④
⑥
の
間
に
は
女
の
妬
み
・
妬
ま
し
さ
の
感
情

の
有
無
を
め
ぐ
り
明
ら
か
に
相
違
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
齟
齬
を
通

し
、
本
の
妻
の
内
面
を
い
さ
さ
か
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
男
を

露
骨
に
形
象
化
し
よ
う
と
す
る
物
語
の
思
惑
が
感
知
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
そ
の
先
に
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
は
、
忍
耐
す
る
女
の
完
璧
さ
の
強
調
で
あ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
女
の
内
面
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ず
に
誤
解
す
る
男
の

あ
り
よ
う
で
あ
る
の
か
。
後
世
の
『
十
訓
抄
』
第
八
「
諸
事
を
堪
忍
す
べ
き

事
」
に
は
本
話
が
『
大
和
』
の
百
五
十
八
段
と
と
も
に
採
録
さ
れ
て
お
り
、

忍
耐
称
揚
の
恰
好
な
例
話
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
が
、
本
来
『
大
和
』
百

四
十
九
段
自
体
は
ど
ち
ら
を
志
向
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
か
。

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
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以
下
で
は
、い
さ
さ
か
迂
遠
と
な
る
が
、『
大
和
』
百
四
十
九
段
と
『
伊
勢
』

二
十
三
段
の
比
較
を
通
し
、
如
上
の
問
題
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、【
Ｃ
】
部
の
物
語
展
開
に
つ
い
て
、『
伊
勢
』
で
は
「
ま
れ
ま
れ
、

か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば２
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
っ
さ
り
と
直
前
の
歌
徳
を

覆
す
よ
う
に
し
て
切
り
拓
か
れ
て
い
く
。【
Ａ
】
で
幼
い
男
女
の
絆
の
強
化
、

【
Ｂ
】
で
は
夫
婦
仲
崩
壊
の
阻
止
と
、
男
と
本
の
妻
を
繫
ぎ
止
め
た
和
歌
の

効
力
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
る
が
、【
Ｃ
】
で
は
一
転
、
た
と
え
物
語
展

開
上
の
都
合
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
し
て
ま
た
、「
ま
れ
ま
れ３
」
と
の
周

到
な
断
り
書
き
的
言
辞
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歌
徳
譚
の
ま
さ
し
く
直
後
に

そ
の
無
効
が
早
々
と
語
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
後
の
今
の
妻
の
詠
歌
に
い

た
っ
て
は
何
の
効
果
も
顕
さ
な
く
な
る
。
そ
し
て
歌
徳
か
ら
歌
の
不
可
能
性

へ
と
主
題
が
深
ま
り
ゆ
く４
一
方
で
、
そ
れ
と
は
異
な
る
新
た
な
も
う
一
つ
の

テ
ー
マ
が
俄
か
に
迫
り
上
が
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。「
か
の
高
安
に
来
て

見
れ
ば
、
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り
け
れ
、
今
は
打
ち
解
け
て
」
と
い

う
傍
線
部
か
ら
は
、「
は
じ
め
」
と
「
今
」
で
変
化
し
た
今
の
妻
の
振
る
舞

い
が
俄
か
に
問
題
視
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
二
重
傍
線
部
の

「
見
れ
ば
」
に
つ
い
て
は
、
久
方
ぶ
り
に
来
訪
し
た
で
あ
ろ
う
男
を
前
に
気

を
緩
め
る
と
は
さ
す
が
に
考
え
に
く
い
ゆ
え
垣
間
見
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
見
解
も
あ
る５
が
、
傍
線
部
の
「
は
じ
め
」
と
「
今
」
を
対
比
す
る
文
脈

か
ら
推
せ
ば
、
や
は
り
垣
間
見
で
は
な
く
家
中
で
対
面
し
て
い
る
場
面
と
読

む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。『
伊
勢
』
二
十
三
段
は
、
時
を
経
て
変
化
し
た

今
の
妻
の
姿
・
振
る
舞
い
を
戒
め
る
一
方
で
、
時
を
経
て
も
変
わ
ら
ぬ
心
を

持
ち
続
け
る
本
の
妻
を
称
え
る
対
比
構
造
に
よ
り
成
っ
て
お
り
、
幼
恋
の

【
Ａ
】
の
物
語
や
【
Ｂ
】
部
冒
頭
の
「
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
」
と
い
う
時
の

経
過
を
印
象
付
け
る
設
定
が
〈
二
人
妻
譚
〉
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
前
に
置
か

れ
る
意
義
も
そ
う
い
う
点
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

一
方
、『
大
和
』
の
ほ
う
の
当
該
箇
所
は
、傍
線
部
⑪
「
さ
て
か
い
ま
め
ば
、

我
に
は
よ
く
て
見
え
し
か
ど
」
と
あ
り
、「
垣
間
見
」
で
あ
る
こ
と
が
明
示

さ
れ
、
男
と
対
面
し
て
い
る
時
と
男
の
不
在
時
と
で
異
な
る
姿
態
の
今
の
妻

が
指
弾
さ
れ
て
い
る
。
時
の
経
過
に
よ
る
変
化
で
は
な
く
、
男
の
在
時
・
不

在
時
で
の
相
違
が
男
に
よ
り
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
大
和
』
に

お
い
て
【
Ａ
】
の
部
分
を
欠
い
て
い
る
一
因
を
こ
の
あ
た
り
に
求
め
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
大
和
』
百
四
十
九
段
の
和
歌
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
ど

う
お
さ
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。『
伊
勢
』
二
十
三
段
の
五
首
に
対
し
、
本
段

は
「
風
吹
け
ば
」
の
一
首
の
み
で
あ
る
ば
か
り
か
、『
伊
勢
』
で
は
と
り
あ

え
ず
は
（
直
後
の
反
転
的
展
開
が
あ
る
に
せ
よ
）
そ
の
和
歌
の
効
用
が
す
ぐ
さ
ま

発
揮
さ
れ
男
の
心
を
揺
り
動
か
し
た
が
、『
大
和
』
の
ほ
う
は
い
く
つ
か
の

注
釈
書
等
で
酷
評
さ
れ
る
金
椀
の
熱
湯
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
歌
の
後
に
続
き
、

男
を
呼
び
戻
す
原
動
力
と
し
て
の
和
歌
の
力
が
相
対
的
に
低
下
し
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
も
そ
も
本
段
で
は
和
歌
が
主
題
を
担
っ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
男
を
動
か
す
の
に
『
伊
勢
』
で
は
語
ら
れ
な
い
傍
線
部
⑨
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
仰
々
し
く
沸
き
立
つ
熱
湯
ば
か
り
が
注

目
さ
れ
が
ち
だ
が
、
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
太
字
で
表
し
た
よ
う
に
女

を
ひ
た
す
ら
見
続
け
る
男
に
つ
い
て
繰
り
返
し
言
及
し
強
調
す
る
語
り
手
の
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眼
差
し
で
あ
ろ
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
し
て
象
ら
れ
て
い
る
の
は
、
歌

に
詠
み
込
ま
れ
た
内
面
が
視
覚
化
・
外
面
化
さ
れ
る
ま
で
見
続
け
る
男
（
＝

行
動
し
な
い
男
）
だ
と
は
い
え
ま
い
か
。
本
段
に
は
傍
線
部
⑨
以
外
に
も
太

字
で
示
し
た
「
見
る
」「
見
ゆ
」
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
男
の
視
線
に

よ
り
描
出
さ
れ
る
女
の
姿
が
頻
出
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
伊
勢
』
二
十
三
段

の
「
見
る
」
三
例
に
比
し
て
異
様
に
多
い
と
い
え
よ
う
。『
大
和
』
百
四
十

九
段
は
、「
見
る
」
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
見
を
重
視
す
る
男
像
を

強
調
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
傍
線
部
⑨
の
直
後
の
「
走
り
出
で
て
」

な
ど
に
、
和
歌
の
み
で
は
動
じ
な
か
っ
た
男
が
眼
前
の
光
景
に
衝
動
を
禁
じ

得
な
く
な
っ
た
さ
ま
が
明
瞭
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。『
伊
勢
』
に
は
な
い

本
段
冒
頭
近
く
の
傍
線
部
①
「
こ
の
女
、
顔
か
た
ち
い
と
清
ら
な
り
」
も
、

外
面
＝
見
た
目
を
重
視
す
る
男
の
造
型
に
関
わ
る
も
の
と
意
味
付
け
て
み
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
更
に
、
単
に
『
古
今
集
』
九
九
四
番
歌
の

左
注６
を
受
け
て
い
る
だ
け
か
と
お
ぼ
し
き
傍
線
部
⑦
の
月
の
描
写
も
そ
の
あ

た
り
の
問
題
と
関
係
付
け
ら
れ
よ
う
か
。
こ
の
後
の
龍
田
山
越
え
す
る
男
を

思
う
女
の
詠
歌
か
ら
し
て
も
、
月
の
な
い
夜
と
し
た
方
が
よ
り
一
層
、
諸
注

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
物
騒
な
山
越
え
の
無
事
を
案
ず
る
心
境
が
効
果

的
に
表
現
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
あ
え
て
月
を
配
し
た
の
か
。
や

は
り
男
の
視
点
に
基
づ
く
行
文
で
あ
る
の
で
、
月
下
に
映
し
出
さ
れ
る
女
と

い
う
視
覚
的
効
果
が
考
慮
さ
れ
て
の
場
面
形
成
が
図
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て

み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

　

次
に
、『
大
和
』
百
四
十
九
段
の
場
合
、【
Ｃ
】
部
へ
の
導
入
は
ど
の
よ
う

に
な
さ
れ
て
い
る
か
見
て
み
た
い
。
傍
線
部
⑩
に
あ
る
よ
う
に
、
男
は
【
Ｂ
】

に
語
ら
れ
た
本
の
妻
の
平
然
と
し
た
外
見
上
と
激
し
い
思
い
に
燃
え
る
内
面

の
相
違
に
想
到
し
、
そ
こ
か
ら
外
面
に
は
表
れ
な
い
秘
め
ら
れ
た
内
面
の
あ

る
こ
と
、
外
観
だ
け
か
ら
は
計
り
知
れ
な
い
女
の
内
面
、
そ
れ
ゆ
え
見
た
目

だ
け
で
判
断
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
か
と
学
び
取
り
、「
つ
れ
な
き
顔

（
＝
外
面
）
な
れ
ど
、
女
の
思
ふ
こ
と
（
＝
内
面
）、
い
と
い
み
じ
き
こ
と
な
り

け
る
」
と
の
認
識
を
深
め
る
。
そ
う
し
て
、
訪
れ
が
絶
え
た
ま
ま
の
新
妻
も

さ
ぞ
や
熱
い
思
い
を
滾
ら
せ
て
い
る
だ
ろ
う
と
心
を
起
こ
し
て
再
び
出
か
け

る
と
い
う
よ
う
に
、『
伊
勢
』
の
「
ま
れ
ま
れ
」
に
比
し
て
、
よ
り
練
ら
れ

た
設
定
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
訪
れ
た
先
で
女
の
姿
態
を
目
に
し
た
男
の
反
応
に
つ
い
て
注
視
し

た
い
。
傍
線
部
⑫
の
女
の
姿
態
を
密
か
に
垣
間
見
た
男
は
女
に
逢
わ
ず
し
て

そ
の
ま
ま
そ
の
場
を
後
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
今
度
こ
そ
新
妻
と
の
完
全

な
決
別
を
心
に
決
め
た
ら
し
い
。
こ
こ
に
、
女
の
は
し
た
な
さ
や
だ
ら
し
な

さ
ゆ
え
に
、
せ
っ
か
く
の
男
の
来
訪
と
い
う
チ
ャ
ン
ス
を
台
無
し
に
し
て
し

ま
っ
た
女
の
常
日
頃
の
身
嗜
み
の
怠
り
を
難
じ
、
忍
耐
或
い
は
「
つ
れ
な
し
」

と
い
う
態
度
の
推
奨
に
加
え
、
油
断
の
戒
め
を
も
説
い
た
教
訓
譚
と
し
て
本

話
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う７
。
或
い
は
ま
た
、
か
つ
て
自
分
に
対

し
て
見
せ
て
い
た
女
の
姿
を
男
が
偽
り
・
欺
き
と
断
じ
た
の
だ
と
読
む
と
す

れ
ば
、
真
実
で
な
い
物
事
は
い
ず
れ
露
見
す
る
の
だ
と
い
う
教
訓
と
も
な
る

だ
ろ
う
か
。
物
語
作
者
と
し
て
の
男
性
と
物
語
享
受
者
と
し
て
の
婦
女
子
と

い
う
当
初
の
関
係
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
他
愛
の
な
い
娯
楽
具
と
し
て
の

物
語
を
通
し
て
そ
れ
と
な
く
女
の
心
得
を
体
得
さ
せ
よ
う
と
、
物
語
に
そ
う

し
た
役
割
の
一
端
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
男
側
の
ひ
そ
か
な
思
惑
を
看
取
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
古
注
の
『
大
和
物
語
虚
静
抄
』
に
「
陪
膳
の
女
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は
必
櫛
を
さ
す
事
也
（
略
）
此
女
も
そ
の
故
実
に
て
櫛
を
さ
し
て
家
子
の
陪

膳
を
も
せ
し
に
や８
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
仮
に
、
普
段
は
家
刀
自
の
ご

と
く
家
子
の
陪
膳
等
に
勤
し
ん
で
い
た
が
、
男
の
来
訪
時
は
着
飾
っ
て
男
の

歓
心
を
買
お
う
と
努
め
て
い
た
の
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
単
な
る
欺
き

と
い
う
よ
り
は
健
気
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
よ
う
し
、「
い
と
い
み
じ
」
と
い
う

酷
評
の
妥
当
性
も
微
妙
に
揺
ら
い
で
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

更
に
、
今
の
妻
の
描
写
で
最
も
気
に
な
る
の
が
、
傍
線
部
⑫
の
「
い
と
あ

や
し
き
さ
ま
な
る
衣
を
着
て
」
の
部
分
で
あ
る
。「
い
と
あ
や
し
き
さ
ま
な

る
」
と
い
う
か
ら
に
は
よ
ほ
ど
貧
相
な
身
な
り
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、

今
の
妻
が
「
富
み
た
る
女
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
く
つ
ろ
い
で
い
た
に

し
て
も
、
な
ぜ
そ
ん
な
姿
を
し
て
い
た
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
こ
れ
に
対
応

す
る
箇
所
は
『
伊
勢
物
語
』
に
は
「
手
づ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
家
子
の
う
つ

は
も
の
に
も
り
け
る
を
見
て
」
と
あ
る
だ
け
で
、
こ
れ
は
『
大
和
物
語
』
独

自
の
設
定
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
、『
伊
勢
物
語
』
の
描
写
に
尾
鰭
を
付
け

過
度
に
し
て
饒
舌
な
言
い
回
し
が
な
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
、
或
い
は
、
本
の

妻
の
奥
ゆ
か
し
い
あ
り
方
と
の
対
比
を
鮮
明
に
映
し
出
す
た
め
の
筆
の
勢
い

に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
あ
ら
捜
し
を
始
め
た
ら
物
語

な
ど
読
め
な
く
な
る
と
い
う
立
場
も
当
然
あ
る
も
の
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て

も
、
見
苦
し
い
、
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
と
い
う
も
の
は
、
身
嗜
み
の
怠
り
や
油

断
だ
け
が
も
た
ら
す
現
象
で
あ
る
の
か
。
油
断
・
怠
り
ゆ
え
の
姿
態
を
写
し

た
も
の
と
直
ち
に
断
定
し
得
る
も
の
な
の
か
。
本
段
の
は
じ
め
の
方
の
傍
線

部
②
に
地
の
文
で
「
こ
の
今
の
妻
は
、
富
み
た
る
女
に
な
む
あ
り
け
る
。」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
確
か
に
当
初
は
裕
福
に
暮
ら
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
例
え
ば
、「
行
け
ば
い
み
じ
う
い
た
は
り
、
身
の
装
束
も
い
と
清

ら
に
せ
さ
せ
け
り
。」
と
も
あ
る
よ
う
な
男
へ
の
献
身
的
な
後
見
に
よ
る
散

財
の
結
果
が
現
在
の
今
の
妻
の
惨
状
を
招
い
た
と
い
う
よ
う
な
可
能
性
に
つ

い
て
考
え
る
余
地
は
ま
っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か９
。
ま
た
、

「
手
づ
か
ら
飯
盛
り
」
と
い
う
の
も
、
給
仕
女
が
い
れ
ば
そ
の
よ
う
に
だ
ら

し
な
く
く
つ
ろ
ぎ
振
舞
う
隙
な
ど
生
じ
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
召
使
や
給

仕
女
の
不
在
を
説
く
だ
け
の
現
代
の
注
釈
書
も
あ
るＡ
が
、
貧
し
く
な
っ
た
本

の
妻
に
も
「
使
ふ
人
」
が
い
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、「
富
み
た
る
」「
に
ぎ

は
は
し
き
所
」
で
あ
れ
ば
給
仕
女
が
い
な
い
こ
と
自
体
、
考
え
に
く
い
の
で

は
な
い
か
。
裕
福
ゆ
え
に
身
分
的
に
は
自
分
よ
り
も
ま
さ
る
男
と
結
ば
れ
た

女
が
男
に
気
に
入
ら
れ
よ
う
と
必
死
に
な
っ
て
尽
く
し
た
結
果
が
惨
憺
た
る

現
状
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。

　

さ
て
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
く
だ
ん
の
今
の
妻
の
描
写
に
常
日
頃
の
だ
ら
し

な
さ
を
読
む
べ
き
か
、
窮
乏
し
た
さ
ま
を
看
取
す
べ
き
か
は
定
か
で
は
な

い
。
と
い
う
よ
り
も
、
今
の
妻
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
如
何
以
上
に
こ
こ

で
注
視
し
て
お
き
た
い
の
が
、
女
の
様
子
を
見
る
な
り
、
例
え
ば
前
述
し
た

よ
う
な
子
細
を
考
え
る
こ
と
も
な
く
女
側
の
見
逃
し
が
た
い
欠
点
で
あ
る
と

即
断
す
る
男
性
像
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
外
面
だ
け
で
は
計
り
知

る
こ
と
の
で
き
な
い
内
面
が
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
、
今
の
妻
を
訪
う
た
の

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
は
ま
た
し
て
も
目
に
見
え
た
外
見
の
み
で

判
断
を
下
す
ば
か
り
で
、
そ
の
背
景
に
潜
む
や
も
し
れ
ぬ
な
に
が
し
か
の
女

側
の
内
心
や
内
情
（
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
し
、
考
慮
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
も
不
明
で
は
あ
る
の
だ
が
）
に
つ
い

て
し
ば
し
思
い
を
巡
ら
せ
よ
う
と
す
る
様
子
な
ど
聊
か
も
感
じ
さ
せ
な
い
語

り
口
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
垣
間
見
に
よ
り
男
の
在
時
・
不
在
時
で
の
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相
違
を
も
っ
ぱ
ら
問
題
視
す
る
男
と
は
別
に
、
こ
の
よ
う
に
ひ
そ
か
に
男
の

あ
り
よ
う
を
問
う
本
段
の
深
層
に
潜
む
眼
差
し
の
方
に
目
を
向
け
た
い
。

【
Ｂ
】
に
お
け
る
本
の
妻
の
件
を
機
に
認
識
を
改
め
た
は
ず
の
男
で
あ
っ
た

が
、【
Ｃ
】
の
場
面
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
相
変
わ
ら
ず
外
見
の
み
で
判

断
す
る
、
見
る
こ
と
、
見
え
た
も
の
に
拘
泥
し
続
け
る
姿
で
あ
っ
た
。
男
が

今
の
妻
に
愛
想
を
尽
か
す
こ
と
に
な
っ
た
傍
線
部
⑫
「
い
と
あ
や
し
き
さ
ま

な
る
衣
を
着
て
」
と
本
段
の
初
め
の
ほ
う
の
本
の
妻
に
つ
い
て
叙
し
た
傍
線

部
③
の
相
似
的
状
況
が
本
の
妻
の
今
後
の
不
安
定
さ
を
暗
示
さ
せ
て
本
段
が

閉
じ
め
に
向
か
う
の
も
気
に
な
る
構
成
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
が
意
識
さ

れ
て
の
結
構
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

＊

　

こ
れ
ま
で
『
大
和
物
語
』
百
四
十
九
段
を
論
じ
て
き
て
明
ら
か
に
な
っ
て

き
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
男
の
認
識
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
、
本
論
の
初
め
の
方
に
示
し
た
問
題
提
起
、

す
な
わ
ち
、
傍
線
部
④
～
⑥
を
め
ぐ
り
、
完
璧
な
ま
で
の
忍
耐
妻
の
強
調
、

妻
の
内
面
を
察
知
で
き
ず
に
誤
解
す
る
男
の
強
調
の
い
ず
れ
を
よ
り
強
く
読

み
取
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
ま
で
の
論
旨

か
ら
す
れ
ば
、
本
論
は
お
の
ず
と
後
者
の
立
場
を
取
る
こ
と
と
な
る
。
考
え

て
み
れ
ば
、「
こ
と
わ
ざ
す
る
に
や
あ
ら
む
」
で
あ
る
と
か
、
本
の
妻
の
深
々

と
し
た
歎
き
を
目
に
し
た
「
人
待
つ
な
め
り
」
と
の
判
断
な
ど
、
本
段
に
は

男
の
誤
認
が
繰
り
返
し
語
り
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
見
直
し
て
み
る
と
、「
風
吹
け
ば
～
」
の
歌
を
聞
き
、
傍
線

部
⑧
「
わ
が
う
へ
を
思
ふ
な
り
け
り
」
と
男
に
断
じ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
も

果
た
し
て
正
し
い
理
解
で
あ
る
の
か
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
。

こ
の
部
分
は
、
諸
注
で
は
だ
い
た
い
わ
が
身
を
案
じ
て
く
れ
て
い
た
の
だ
と

解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
或
い
は
、
だ
れ
か
他
の
待
ち
人
を
想
っ
て
い
た
の
で

は
な
く
、
わ
が
身
を
愛
し
続
け
て
く
れ
て
い
た
の
だ
、
と
す
る
解
も
可
能
で
あ
ろ
う

か
）。
だ
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
注
釈
書
で
直
後
の
「
い
と
か
な
し
う
な
り
ぬ
。」

に
女
を
愛
し
く
思
う
男
の
心
情
ば
か
り
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
和
歌
以
外
に
女
の
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
地
の
文
の
傍
線
部

⑤
の
一
か
所
「
限
り
な
く
妬
く
心
憂
し
」
の
み
で
あ
る
。「
心
憂
し
」
の
部

分
を
、
わ
が
身
の
な
さ
け
な
さ
・
憂
鬱
感
で
解
す
る
か
、
男
に
向
け
る
不
快

感
で
解
す
る
か
は
、
現
代
の
注
釈
書
等
で
も
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は

あ
る
が
、「
妬
し
」
に
男
へ
の
妬
ま
し
さ
や
恨
め
し
さ
な
ど
の
感
情
が
籠
め

ら
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
と
き
、
和
歌
直
後
に

記
さ
れ
る
傍
線
部
⑧
の
男
の
解
釈
の
妥
当
性
も
問
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
無
条
件
に
男
の
認
識
自
体
を
疑
う
こ
と
な
く
、
よ
っ
て
、

傍
線
部
⑧
か
ら
「
風
吹
け
ば
～
」
の
歌
に
籠
め
ら
れ
た
意
味
合
い
を
読
み
取

ら
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
当
該
歌
は
直
訳
す
れ
ば
、「
あ
の
方

は
、
き
っ
と
今
頃
、
龍
田
山
を
、
こ
の
夜
中
に
た
っ
た
独
り
で
越
え
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。」
な
ど
と
な
る
の
だ
が
、か
な
り
多
く
の
注
釈
書
で
は
、（
お

そ
ら
く
和
歌
の
後
に
記
さ
れ
る
男
の
受
け
止
め
方
を
踏
ま
え
）
さ
ら
に
男
の
身
を
案

じ
無
事
を
祈
る
女
の
心
情
を
補
っ
て
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

ま
で
確
認
し
て
き
た
女
側
の
心
情
に
拠
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
傍
線
部
⑤
で
読

者
に
対
し
て
明
か
さ
れ
て
い
た
妬
ま
し
さ
・
つ
ら
さ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
む
し

ろ
こ
の
詠
歌
の
う
ち
に
聴
き
取
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
な
が
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ら
、
詠
歌
の
後
の
泣
き
臥
す
女
や
熱
湯
が
沸
き
滾
る
ほ
ど
の
痛
ま
し
い
心

も
、
男
に
と
っ
て
は
す
べ
て
女
の
自
分
へ
の
昂
ぶ
る
思
い
の
感
動
的
な
表
象

と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
と
読
め
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
の

は
、
女
の
内
面
を
捉
え
損
ね
、
自
己
満
足
に
浸
る
男
で
あ
り
、
す
れ
違
う
ば

か
り
の
男
女
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
大
和
物
語
』
百
四
十
九
段
に
お
け
る
男
の
認
識
の
あ
り

方
が
問
題
視
さ
れ
、
そ
の
妥
当
性
の
危
う
さ
が
際
立
っ
て
く
る
こ
と
が
何
を

意
味
す
る
の
か
。
仮
に
、〈
二
人
妻
譚
〉
の
基
本
型
を
、
本
の
妻
・
今
の
妻

の
二
人
の
女
を
め
ぐ
り
、
最
終
的
に
そ
の
優
劣
判
定
を
下
す
男
を
基
軸
に
し

て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
ゆ
く
物
語
で
あ
る
と
規
定
し
て
み
る
な
ら
ば
、
判
定
役

を
担
う
男
が
絶
対
的
な
信
頼
の
揺
る
が
ぬ
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
こ
そ
が
物
語
上
の
必
須
の
大
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
考
察

し
て
き
た
よ
う
な
男
の
認
識
の
確
か
さ
の
大
い
な
る
揺
ら
ぎ
は
、
男
を
相
対

化
し
、
ひ
い
て
は
〈
二
人
妻
〉
の
物
語
自
体
を
も
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
り
返
す

極
め
て
重
大
な
事
態
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
本
段
テ
キ
ス
ト
に

は
、
忍
耐
を
求
め
ら
れ
、
或
い
は
素
行
を
問
わ
れ
る
女
方
と
は
対
照
的
に
、

批
評
の
対
象
か
ら
外
れ
無
傷
の
ま
ま
に
判
定
を
下
す
ば
か
り
の
〈
二
人
妻

譚
〉
の
男
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
裁
断
・
指
弾
を
受
け
入
れ
る
か
の
よ
う

な
物
語
解
釈
上
の
余
地
が
ひ
そ
か
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
意
義
付
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
以
上
の
読
み
は
あ
く
ま
で
も
傍
線
部
④
～
⑥
な
ど
を
有
す
る

『
大
和
物
語
』
に
限
っ
た
解
釈
で
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
の
ほ
う
に
敢
え
て
同

様
の
読
み
を
施
す
に
は
無
理
が
あ
る
。
そ
の
点
を
十
分
に
了
解
し
た
う
え

で
、「
見
る
こ
と
」
及
び
「
見
え
た
も
の
」
を
通
し
た
判
断
が
い
か
に
危
う

く
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
物
語
の
前
提
へ
の
問
い
か
け
や
、

教
訓
譚
の
裏
側
に
透
視
さ
れ
る
〈
見
る
男
〉〈
見
ら
れ
る
女
〉
の
固
定
的
関

係
性
の
不
均
衡
な
側
面
（
例
え
ば
、
見
る
男
の
問
題
性
、
見
ら
れ
る
（
＝
見
落
と

さ
れ
る
）
一
方
の
女
の
悲
哀
等
）
な
ど
、『
伊
勢
』
二
十
三
段
の
よ
う
な
〈
二
人

妻
譚
〉
の
奥
底
に
潜
む
や
も
し
れ
ぬ
問
題
性
を
『
大
和
物
語
』
な
り
に
看
取

し
炙
り
出
し
て
見
せ
た
と
こ
ろ
に
、
百
四
十
九
段
の
深
遠
な
る
対
『
伊
勢
』

意
識
を
読
み
取
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
『
大
和
』
百
四
十
九
段
の
考
察
の
最
後
に
、
傍
線
部
⑬
「
こ
の
男
は
王
な

り
け
り
。」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
く
。
こ
の
「
お
ほ
き
み
」
に
つ
い
て
は
、

単
に
業
平
を
ほ
の
め
か
す
も
の
と
し
て
済
ま
せ
る
も
の
の
ほ
か
で
は
、
皇
族

出
身
の
高
貴
な
出
自
の
男
と
し
て
二
人
妻
の
優
劣
裁
断
適
格
者
と
し
て
保
証

す
る
も
の
と
す
る
解
が
目
を
引
くＢ
。
後
者
は
、
女
を
見
分
け
得
る
本
来
の
素

姓
の
良
さ
（
卓
越
性
）
の
強
調
、
審
判
と
し
て
の
資
格
の
保
証
と
意
味
付
け

よ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
が
、
本
稿
の
趣
旨
か
ら
は
首
肯
し
が
た
い
。

む
し
ろ
、
貧
相
な
暮
ら
し
に
耐
え
ら
れ
ぬ
、
或
い
は
そ
の
内
面
・
内
情
等
に

も
十
分
に
思
い
至
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
、
皇
族
出
身
で
は
あ
る
も
の
の

聊
か
中
途
半
端
な
お
坊
ち
ゃ
ま
と
い
う
揶
揄
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
暗
に
含
ん
だ

一
文
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
かＣ
。

　

な
お
、
本
段
を
隣
接
す
る
章
段
と
と
も
に
眺
め
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
蘆

刈
譚
の
百
四
十
八
段
・
百
四
十
九
段
と
『
伊
勢
』
二
十
三
段
・
二
十
四
段
は

順
序
は
逆
転
し
て
い
る
も
の
の
、
一
男
二
女
型
の
〈
二
人
妻
譚
〉
と
二
男
一

女
型
の
類
似
す
る
物
語
が
並
べ
て
語
ら
れ
る
対
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
場
合
、
百
四
十
八
段
の
蘆
刈
男
は
『
伊
勢
』
二
十
四
段
の
無

傷
な
男
と
は
大
幅
に
異
な
り
、
ひ
ど
く
無
様
な
姿
を
晒
し
て
お
り
、『
伊
勢
』
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に
比
し
て
『
大
和
』
は
男
に
対
し
て
憚
る
こ
と
な
く
手
厳
し
い
眼
差
し
を
向

け
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

二
　『
大
和
物
語
』
の
〈
二
人
妻
譚
〉

　

こ
こ
か
ら
は
『
大
和
物
語
』
に
お
け
る
百
四
十
九
段
以
外
の
〈
二
人
妻
譚
〉

に
も
目
を
向
け
て
お
き
た
い
。

　

百
五
十
七
段
は
下
野
国
に
住
む
夫
婦
と
「
ま
か
ぢ
」
と
い
う
使
い
の
童
を

め
ぐ
る
話
、
百
五
十
八
段
は
大
和
国
に
住
む
夫
婦
の
鹿
の
鳴
き
声
を
め
ぐ
る

話
で
あ
る
。
両
話
と
も
百
四
十
九
段
の
傍
線
部
⑤
に
相
当
す
る
本
の
妻
の

「（
心
）
憂
し
」
と
い
う
内
心
と
、
そ
れ
を
口
に
出
さ
ず
に
忍
耐
す
る
さ
ま
（
百

五
十
七
段
「
心
憂
し
と
思
へ
ど
、
な
ほ
ま
か
せ
て
見
け
り
。」、
百
五
十
八
段
「
い
と
憂

し
と
思
へ
ど
、
さ
ら
に
言
ひ
も
妬
ま
ず
」）
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
結
末
部
の

夫
婦
仲
の
復
活
は
女
が
詠
ん
だ
和
歌
に
感
じ
入
っ
た
こ
と
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

歌
徳
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
後
に
百
四
十
九
段
な
ど
の
よ
う
に
再
び
今
の
妻

を
訪
う
と
い
う
展
開
も
設
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
な
ん

の
問
題
も
な
さ
そ
う
で
は
あ
る
が
、
男
が
感
激
し
て
い
る
の
は
和
歌
に
お
け

る
掛
詞
や
縁
語
な
ど
の
上
手
い
詠
み
ぶ
り
で
あ
り
、
修
辞
の
裏
側
に
籠
め
ら

れ
た
女
の
心
の
訴
え
が
男
に
届
い
て
い
る
と
は
読
み
が
た
い
。
百
五
十
八
段

で
は
「
限
り
な
く
め
で
て
」
と
咄
嗟
の
詠
歌
に
感
心
す
る
ば
か
り
の
男
が
印

象
付
け
ら
れ
て
い
る
し
、
百
五
十
七
段
の
「
物
か
き
ふ
る
ひ
去
に
し
男
な
む
、

し
か
な
が
ら
運
び
返
し
て
」
と
い
う
男
に
つ
い
て
は
、
百
四
十
九
段
で
沸
き

滾
る
熱
湯
を
見
て
女
の
前
に
走
り
出
た
男
に
通
じ
る
よ
う
な
衝
動
的
な
軽
さ

さ
え
窺
え
る
で
あ
ろ
うＤ
。

　

ま
た
、
百
四
十
九
段
は
【
Ｃ
】
の
後
半
部
を
欠
く
た
め
『
伊
勢
』
二
十
三

段
に
比
し
今
の
妻
の
存
在
感
が
薄
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
前
述
の
よ
う

に
男
は
女
に
逢
わ
ず
に
退
散
し
た
も
の
と
読
み
取
ら
れ
、
今
の
妻
に
何
の
弁
解
の
余
地

す
ら
与
え
ら
れ
ず
見
限
ら
れ
て
し
ま
う
）
が
、
百
五
十
七
段
と
百
五
十
八
段
に
い

た
っ
て
は
今
の
妻
は
設
定
上
そ
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
百

四
十
九
段
に
増
し
て
今
の
妻
の
存
在
感
が
希
薄
化
し
て
い
る
。
百
五
十
八
段

を
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
今
の
妻
は
何
の
咎
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
送
り
返

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
百
六
十
七
段
は
結
末
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、

本
の
妻
の
掛
詞
を
駆
使
し
た
和
歌
か
ら
す
れ
ば
男
の
翻
意
が
容
易
に
察
せ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
四
章
段
と
も
に
本
の
妻
の
和
歌
だ
け
を

掲
げ
、
今
の
妻
の
口
が
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
本
の
妻
の
ヒ
ロ

イ
ン
性
を
際
立
た
せ
る
べ
く
、
今
の
妻
を
物
語
の
背
後
に
押
し
遣
っ
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
百
四
十
九
段
に
お
け
る
傍
線
部
③
と
⑫
か
ら
は
二

人
の
妻
に
対
比
ば
か
り
で
は
な
く
重
な
り
を
も
見
出
そ
う
と
す
る
『
大
和
物

語
』
の
眼
差
し
が
感
知
さ
れ
も
し
よ
う
。『
大
和
物
語
』
は
決
し
て
今
の
妻

を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
の
高
安
の
女
の
造
型
に

ヒ
ン
ト
を
得
て
、
こ
れ
と
い
う
男
に
対
す
る
明
確
な
過
ち
を
犯
し
た
わ
け
で

も
な
い
の
に
一
方
的
に
何
の
抗
弁
も
許
さ
れ
ぬ
ま
ま
退
場
を
余
儀
無
く
さ
れ

る
今
の
妻
の
不
条
理
窮
ま
り
な
い
悲
哀
を
、
そ
の
希
薄
す
ぎ
る
存
在
を
通
し

て
映
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
意
味
付
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
一
男
二
女
の
三
角
関
係
の
物
語
で
他
の
〈
二
人
妻
譚
〉
と
は
趣

を
異
に
す
る
六
十
四
段
の
平
中
の
話
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
話
は
本

の
妻
が
忍
耐
を
せ
ず
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
今
の
妻
を
追
い
出
し
、
本
の
妻
な

ら
ぬ
今
の
妻
の
和
歌
だ
け
を
載
せ
る
異
色
な
物
語
で
あ
る
。
平
中
は
本
の
妻

の
激
し
く
厳
し
い
言
動
に
委
縮
す
る
ば
か
り
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
想
定
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し
て
い
た
な
ら
ば
、
も
と
よ
り
女
を
本
妻
の
も
と
に
連
れ
て
来
る
こ
と
な
ど

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
の
妻
は
お
そ
ら
く
日
頃
は
平
中
の
好
色
ぶ
り

に
い
じ
ら
し
く
耐
え
続
け
て
お
り
、
こ
の
段
の
顚
末
は
平
中
に
と
っ
て
は

ま
っ
た
く
の
予
想
外
の
出
来
事
だ
っ
た
と
読
め
る
の
で
は
な
い
か
。
本
段
の

本
妻
は
〈
二
人
妻
譚
〉
の
そ
れ
と
は
イ
メ
ー
ジ
を
異
に
し
、〈
後う
わ
な
り
ね
た
み

妻
嫉
妬
〉

の
流
れ
を
汲
む
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
百
五
十
八
段
の
忍
耐
妻
を

変
貌
さ
せ
て
夫
に
一
矢
報
い
さ
せ
た
も
の
と
意
味
付
け
て
み
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
段
末
に
追
い
出
さ
れ
た
女
か
ら
寄
越

さ
れ
て
き
た
歌
「
忘
ら
る
な
忘
れ
や
し
ぬ
る
春
霞　

今
朝
立
ち
な
が
ら
契
り

つ
る
こ
と
」
は
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
、
平
中
に
対
す
る
強
い
思
い
を
表
明
す
る
も
の
と
す
る
解
釈
が
多
い
よ
う

だ
が
、
い
か
が
な
も
の
か
。「
忘
れ
で
消
息
し
た
ま
へ
。
お
の
れ
も
さ
な
む

思
ふ
」
と
い
う
、
今
朝
の
別
れ
際
に
男
が
述
べ
た
ば
か
り
の
こ
と
を
、
改
め

て
「
忘
ら
る
な
」
と
念
押
し
し
、「
立
ち
な
が
ら
～
」
と
、
本
妻
の
剣
幕
に

怖
気
づ
い
て
、
近
く
に
寄
り
添
い
優
し
く
慰
め
の
言
葉
を
掛
け
て
く
れ
る
ど

こ
ろ
か
、
屏
風
の
傍
ら
に
突
っ
立
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
う

か
の
よ
う
な
物
言
い
に
は
む
し
ろ
（
平
中
を
想
い
信
頼
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
）

平
中
へ
の
失
望
や
皮
肉
・
愛
想
尽
か
し
の
ご
と
き
響
き
が
籠
め
ら
れ
て
い
る

も
の
と
聴
き
取
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
忘
れ
や
し
ぬ
る
」
に
は
、「
あ

の
約
束
を
私
も
決
し
て
忘
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
よ
り
は
、「
今
朝
述
べ
ら
れ

た
ば
か
り
の
約
束
事
を
あ
な
た
は
も
う
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
」
と
い
う

当
て
こ
す
り
に
近
い
意
味
合
い
を
読
み
取
り
た
い
と
思
うＥ
。

　

こ
の
よ
う
に
六
十
四
段
に
は
、
あ
え
て
好
色
家
の
平
中
を
男
に
配
し
、
日

常
化
し
た
夫
の
冷
た
い
仕
打
ち
・
浮
気
へ
の
忍
耐
を
絶
え
ず
余
儀
無
く
さ
れ

て
い
た
妻
に
逆
襲
・
反
撃
を
試
み
さ
せ
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
新
妻
か

ら
も
愛
想
尽
か
し
を
喰
ら
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
通
常
の
〈
二
人
妻
譚
〉
か

ら
の
大
い
な
る
逸
脱
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
奇
を
衒
っ

た
筋
書
き
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
通
常
は
物
語
上
は
退
却
さ
せ
ら

れ
無
視
さ
れ
る
ま
ま
の
運
命
に
理
不
尽
に
も
甘
ん
じ
て
い
る
今
の
妻
の
声
を

も
掬
い
取
り
、
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
と
こ
ろ
に
本
段
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

尚
、『
古
本
説
話
集
』
所
収
の
「
平
中
事
」
に
は
、
前
半
に
『
大
和
』
六

十
四
段
と
の
同
話
、
後
半
に
い
わ
ゆ
る
墨
塗
譚
が
載
せ
ら
れ
、
本
の
妻
の
反

撃
と
お
そ
ら
く
は
今
の
妻
か
ら
の
愛
想
尽
か
し
が
前
半
と
は
趣
向
を
変
え
て

語
り
加
え
ら
れ
、
妻
た
ち
の
逆
襲
が
拡
大
し
て
い
く
様
子
が
窺
い
知
れ
る
。

　

か
く
し
て
、『
大
和
物
語
』
六
十
四
段
は
、
男
の
一
時
の
感
情
・
情
動
に

よ
り
振
り
回
さ
れ
翻
弄
さ
れ
て
き
た
二
人
の
妻
が
は
か
ら
ず
し
て
男
の
意
に

背
く
こ
と
に
な
り
、
本
の
妻
＝
優
良
、
今
の
妻
＝
劣
悪
と
い
う
画
一
的
構
図

が
突
き
崩
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
想
起
さ
れ
る
の
が
百
四
十
一

段
の
「
よ
し
い
ゑ
と
い
ひ
け
る
宰
相
の
は
ら
か
ら
、
大
和
の
掾
」
の
話
で
あ

る
。
本
妻
の
も
と
に
筑
紫
の
女
を
連
れ
て
来
て
据
え
て
い
た
が
、
こ
の
二
人

の
妻
は
、
仲
睦
ま
じ
く
語
り
合
う
仲
と
な
り
、
男
の
愛
を
奪
い
合
う
と
い
う

よ
う
な
対
立
的
な
関
係
に
設
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
男
の
不
在
の
間

は
筑
紫
の
女
が
密
か
に
別
の
男
と
通
じ
て
し
ま
っ
た
り
、
そ
の
後
も
さ
ら
に

新
た
な
男
と
恋
に
落
ち
る
な
ど
、
本
段
が
冒
頭
か
ら
「
本
の
妻
」「
今
の

（
妻
）」
と
い
う
語
を
用
い
て
〈
二
人
妻
譚
〉
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
に
お
わ

せ
て
語
り
始
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
自
な
展
開
を
辿
っ
て
い
く
。

「
よ
し
い
ゑ
と
い
ひ
け
る
宰
相
の
は
ら
か
ら
、
大
和
の
掾
」
の
与
り
知
ら
ぬ
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と
こ
ろ
で
筑
紫
の
女
が
浮
気
を
し
て
し
ま
う
の
が
斬
新
な
展
開
と
し
て
目
を

引
く
が
、
和
歌
に
着
目
し
今
の
妻
た
る
筑
紫
の
女
を
主
軸
に
据
え
て
読
み
直

せ
ば
、
三
人
も
の
男
と
の
恋
に
翻
弄
さ
れ
る
女
の
胸
中
が
本
段
全
四
首
の
和

歌
を
通
し
て
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、『
大
和
物
語
』
に
お
け
る
〈
二
人
妻
譚
〉
を
眺
め
て
み
た
が
、『
大

和
物
語
』
は
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
二
人
の
妻
の
物
語
に
潜
む
問
題
性

を
意
識
し
つ
つ
、
ほ
ぼ
同
話
と
お
ぼ
し
き
百
四
十
九
段
や
そ
の
他
の
二
人
妻

の
物
語
を
、
作
り
替
え
や
設
定
上
の
ず
ら
し
や
問
い
直
し
等
を
通
じ
て
様
々

に
派
生
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、『
伊
勢
』
二
十
三
段
に

は
「
も
と
の
女
（
妻
）」
と
い
う
語
は
あ
る
が
、「
今
の
妻
」
と
い
う
語
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
。『
伊
勢
』
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
今
の
妻
」

と
い
う
語
の
方
を
多
く
使
用
す
る
と
こ
ろ
に
、「
本
の
妻
」
の
み
な
ら
ず
「
今

の
妻
」
も
同
等
に
注
視
し
よ
う
と
す
る
『
大
和
』
の
眼
差
し
を
感
知
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う
か
。
そ
し
て
、『
大
和
物
語
』
の
影
響
を
受
け
、『
今
昔
物
語

集
』
に
も
巻
三
十
の
十
、
十
一
、
十
二
話
な
ど
の
類
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る

し
、『
源
氏
物
語
』
の
一
部
な
ど
に
も
〈
二
人
妻
〉
の
要
素
を
探
り
出
す
こ

と
が
で
き
る
。『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
「
こ
の
つ
い
で
」
の
中
の
第
一
話

目
や
「
は
い
ず
み
」
も
当
然
こ
れ
ら
の
影
響
下
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
大
和
物
語
』
こ
そ
が
『
伊
勢
物
語
』
二

十
三
段
へ
の
ひ
そ
か
な
異
議
申
し
立
て
を
様
々
に
施
し
つ
つ
、
結
果
的
に
多

様
な
〈
二
人
妻
譚
〉
の
形
成
に
大
き
く
関
与
し
た
の
で
あ
る
と
あ
ら
た
め
て

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　『
大
和
物
語
』
百
四
十
九
段
か
ら
『
堤
中
納
言
物
語
』「
は

い
ず
み
」
へ

　

次
に
、『
大
和
物
語
』
以
後
の
〈
二
人
妻
譚
〉
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』

と
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
は
い
ず
み
」
に
注
目
し
少
々
考
察
し
た
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
は
人
間
関
係
が
複
雑
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
、
男
、

本
の
妻
、
今
の
妻
の
三
者
の
み
に
よ
る
物
語
展
開
は
見
ら
れ
な
い
が
、
た
と

え
ば
、
真
木
柱
巻
の
鬚
黒
大
将
・
北
の
方
・
玉
鬘
や
、
夕
霧
巻
の
夕
霧
・
雲

居
の
雁
・
落
葉
の
宮
ら
に
よ
る
物
語
は
〈
二
人
妻
譚
〉
を
下
敷
き
に
し
て
位

置
付
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
真
木
柱
巻
の
鬚
黒
を
め
ぐ
る
二

人
妻
の
物
語
は
、
本
妻
に
忍
耐
と
嫉
妬
の
両
面
が
描
か
れ
、
最
終
的
に
本
妻

が
親
元
の
式
部
卿
宮
邸
へ
と
退
去
し
、
本
の
妻
の
敗
退
に
終
わ
る
。
夕
霧
巻

の
夕
霧
を
め
ぐ
る
二
人
妻
の
物
語
は
、
本
妻
た
る
雲
居
の
雁
に
や
は
り
忍
耐

と
嫉
妬
の
両
面
が
見
ら
れ
、
雲
居
の
雁
が
一
時
的
に
親
元
の
致
仕
大
臣
邸
へ

と
退
去
す
る
。
さ
ら
に
巻
末
近
く
に
は
も
う
一
人
の
愛
人
の
藤
典
侍
が
登
場

し
、
藤
典
侍
と
雲
居
の
雁
と
に
よ
る
和
歌
の
や
り
取
り
を
通
し
両
者
間
に
奇

妙
な
心
の
交
流
が
芽
生
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
夕
霧
の
場
合
は
、
二
組
の
二

人
妻
の
構
図
を
映
し
出
す
と
と
も
に
、
複
雑
な
妻
妾
同
士
の
関
係
も
点
描
す

る
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
匂
宮
巻
の
後
日
譚
で
、
月
の
半
分
ず
つ
を
雲
居

の
雁
と
落
葉
の
宮
で
通
い
分
け
た
と
い
う
よ
う
に
語
り
収
め
ら
れ
、『
源
氏

物
語
』
で
は
も
は
や
本
の
妻
の
勝
利
と
い
う
単
純
な
型
に
は
ま
っ
た
結
末
は

崩
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
夕
霧
と
雲
居
の
雁
の

物
語
は
物
語
当
初
の
少
女
巻
に
お
け
る
幼
恋
の
あ
た
り
か
ら
『
伊
勢
物
語
』

二
十
三
段
を
踏
ま
え
語
ら
れ
て
お
り
、
結
婚
成
就
後
の
〈
二
人
妻
〉
的
物
語
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で
は
、『
伊
勢
物
語
』
と
夕
霧
物
語
で
風
流
妻
と
実
務
型
の
妻
の
逆
転
現
象

が
見
ら
れ
る
こ
と
も
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
るＦ
。
鬚
黒
と
夕
霧

を
め
ぐ
る
〈
二
人
妻
〉
の
物
語
で
は
、
男
女
間
の
愛
情
問
題
の
み
が
語
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
ま
で
も
が
波
及
的
に
崩
壊
し
て
ゆ
く
事

態
と
と
も
に
描
き
取
ら
れ
、
複
雑
な
人
間
関
係
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る

『
源
氏
物
語
』
な
ら
で
は
の
独
自
な
成
り
行
き
に
よ
る
深
ま
り
を
見
せ
て
い

く
。

　

ま
た
、
若
菜
巻
に
展
開
さ
れ
る
光
源
氏
・
紫
の
上
・
女
三
の
宮
を
め
ぐ
る

物
語
も
、
多
妻
空
間
の
六
条
院
を
舞
台
と
し
て
い
る
た
め
、
単
な
る
三
者
の

関
係
性
の
み
で
は
済
ま
な
い
問
題
が
多
く
横
た
わ
る
。〈
二
人
妻
譚
〉
で
は

概
し
て
本
の
妻
の
嫉
妬
を
露
わ
に
表
出
し
な
い
態
度
が
美
徳
と
し
て
称
揚
さ

れ
が
ち
で
、
若
菜
巻
に
も
平
然
と
し
て
動
じ
な
い
態
度
を
貫
こ
う
と
す
る
紫

の
上
に
「
つ
れ
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
が
、
女
三
の
宮
の
出
現

に
よ
っ
て
決
し
て
心
穏
や
か
な
情
況
で
は
い
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

決
し
て
そ
れ
を
周
囲
に
勘
付
か
れ
ぬ
よ
う
、
そ
の
内
心
を
強
い
て
押
し
隠
し

て
演
じ
切
る
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
色
濃
く
、「
つ
れ
な
し
」
の
美
徳
で

は
な
く
そ
の
裏
側
に
こ
も
る
苦
悩
の
ほ
う
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
く
。

　

以
上
、『
源
氏
物
語
』
で
は
『
大
和
物
語
』
で
試
み
ら
れ
た
〈
二
人
妻
譚
〉

へ
の
多
様
な
問
い
か
け
が
更
に
複
雑
な
人
間
関
係
の
中
で
深
め
ら
れ
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
うＧ
。

＊

　

最
後
に
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
は
い
ず
み
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て

お
く
。

　
「
は
い
ず
み
」
は
、
⑴
男
の
浮
気
に
哀
し
み
を
押
し
隠
し
忍
耐
す
る
本
の

妻
、
⑵
本
の
妻
の
あ
わ
れ
な
様
子
や
歌
に
心
動
か
さ
れ
翻
意
す
る
男
、
⑶
掃

墨
を
め
ぐ
る
今
の
妻
の
大
失
態
と
い
う
よ
う
に
物
語
が
進
行
し
て
い
く
。
注

目
す
べ
き
は
、
や
は
り
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
⑶
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
い
っ

た
ん
は
本
の
妻
に
帰
し
た
男
が
再
び
今
の
妻
を
訪
う
こ
と
に
な
る
、『
伊
勢
』

二
十
三
段
や
『
大
和
』
百
四
十
九
段
で
【
Ｃ
】
と
し
た
部
分
へ
の
導
入
は
「
は

い
ず
み
」
で
は
ど
う
な
さ
れ
た
の
か
。

　

こ
の
部
分
は
、
本
妻
が
「
夢
の
や
う
に
う
れ
し
と
思
」
っ
た
直
後
に
、
一

転
し
て
「
こ
の
男
、
い
と
ひ
き
き
り
な
り
け
る
心
に
て
、「
あ
か
ら
さ
ま
に
」

と
て
、
今
の
人
の
も
と
に
～
」
と
語
ら
れＨ
、
男
の
「
い
と
ひ
き
き
り
な
り
け

る
心
」
が
こ
の
急
展
開
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。「
ひ
き
き
り
」
と
は
、

物
事
に
い
ら
だ
つ
さ
ま
、
せ
っ
か
ち
な
さ
ま
、
ゆ
と
り
の
な
い
さ
ま
、
性
急

に
決
着
を
つ
け
た
が
る
性
格
な
ど
を
意
味
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
語
感
を
伴
う
こ

と
ば
で
あ
る
。
物
語
上
、
安
定
す
る
本
妻
の
今
後
を
強
調
す
べ
く
、
⑶
を
語

り
加
え
る
た
め
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
行
き
過
ぎ
の
感
が
あ
り
、
他
の
設
定
も

十
分
に
あ
り
得
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
や
は
り
、
こ
こ
で
男
の
軽
薄
な
一

面
を
刻
印
し
て
し
ま
う
よ
う
な
「
い
と
ひ
き
き
り
な
り
け
る
心
」
に
つ
い
て

ふ
れ
る
の
に
は
そ
れ
な
り
の
意
図
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ふ
と

今
の
人
の
こ
と
を
思
う
や
、
夕
刻
を
待
て
ず
に
俄
か
に
訪
ね
る
と
い
う
こ
と

さ
え
し
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
今
の
妻
の
失
態
は
防
げ
た
も
の
と
も
思
わ

れ
、
女
側
の
油
断
と
と
も
に
或
い
は
そ
れ
以
上
に
男
の
ひ
き
き
り
さ
こ
そ
が

事
の
要
因
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
男
の
「
い

と
ひ
き
き
り
な
り
け
る
心
」
は
こ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
女
の
真
っ
黒
に
な
っ

た
顔
に
恐
れ
お
の
の
き
事
の
真
相
を
見
極
め
ず
に
早
々
と
退
散
し
た
こ
と



〔　　〕26

や
、
そ
も
そ
も
新
妻
の
親
に
娘
の
引
き
取
り
を
即
座
に
確
約
し
て
し
ま
う

点
、
大
原
へ
と
去
っ
て
い
っ
た
本
妻
の
詠
ん
だ
「
涙
川
」
の
和
歌
を
童
か
ら

聞
く
な
り
連
れ
戻
し
に
出
で
立
つ
と
こ
ろ
、
大
原
の
粗
末
な
あ
ば
ら
家
を
目

に
し
直
ち
に
連
れ
戻
す
と
こ
ろ
、
そ
し
て
、
今
の
妻
に
は
と
り
あ
え
ず
迎
え

る
日
を
延
期
す
る
旨
を
告
げ
て
そ
の
場
し
の
ぎ
を
す
る
な
ど
、
物
語
の
主
要

な
局
面
ご
と
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
読
み
返
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
本
物
語
は
、
す
べ
て
は
男
の
「
ひ
き
き
り
」
が
引
き
起
こ
し
た
こ
と
な

の
だ
と
、
そ
の
軽
率
さ
を
断
罪
し
冷
笑
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
な
る
と
、「
ひ
き
き
り
な
り
け
る
心
」
の
男
が
二
人
妻
の
冷
静
な

比
較
判
定
役
と
し
て
は
失
格
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、「
は
い
ず
み
」
の
男
を
、
認
識
の
あ
り
方
が
不
安
視
・
疑
問

視
さ
れ
た
『
大
和
』
百
四
十
九
段
の
男
の
系
譜
上
に
位
置
付
け
て
み
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
は
い
ず
み
」
は
、〈
二
人
妻
譚
〉
の
男
を
公
正
な
は
ず

の
判
者
か
ら
「
ひ
き
き
り
」
な
軽
率
者
へ
と
据
え
直
し
、
男
に
潜
む
問
題
を

よ
り
露
骨
に
先
鋭
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
っ
たＩ
。
繰
り
返
し
め
く

が
、
そ
う
し
た
眼
差
し
の
萌
芽
と
し
て
の
『
大
和
物
語
』
百
四
十
九
段
の
文

学
史
上
の
意
義
が
改
め
て
反
芻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
は
い
ず
み
」
で
は
〈
二
人
妻
譚
〉
の
男
た
ち
に
潜
む
問
題

が
「
ひ
き
き
り
」
と
い
う
一
語
に
集
約
さ
れ
た
が
、
こ
の
語
が
選
び
取
ら
れ

た
の
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
語
は
あ
ま
り
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
こ
の
作
品
以
外
で
は
、
わ
ず
か
に
『
源
氏
物
語
』
に

三
例
、『
夜
の
寝
覚
』
に
一
例
を
見
出
せ
る
程
度
で
あ
る
。

　
［
源
氏
Ⅰ
］
真
木
柱
巻
③
三
七
六
頁

大
将
の
君
（
鬚
黒
）、（
北
の
方
が
実
家
に
）
か
く
渡
り
た
ま
ひ
に
け
る
を

聞
き
て
、
い
と
あ
や
し
う
、
若
々
し
き
仲
ら
ひ
の
や
う
に
、
ふ
す
べ
顔

に
て
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な
、
正
身
（
北
の
方
自
身
）
は
、
し
か
引

き
き
り
に
際
々
し
き
心
も
な
き
も
の
を
、
宮
（
父
宮
）
の
か
く
軽
々
し

う
お
は
す
る
、
と
思
ひ
て
、
…
…

　
［
源
氏
Ⅱ
］
夕
霧
巻
④
四
八
三
頁

大
将
殿
（
夕
霧
）
も
（
妻
雲
居
の
雁
が
実
家
に
帰
っ
た
こ
と
を
）
聞
き
た
ま

ひ
て
、
さ
れ
ば
よ
、
い
と
急
に
も
の
し
た
ま
ふ
本
性
な
り
、
こ
の
大
殿

（
雲
居
の
雁
の
父
大
臣
）
も
、
は
た
、
お
と
な
お
と
な
し
う
の
ど
め
た
る

と
こ
ろ
さ
す
が
に
な
く
、
い
と
ひ
き
き
り
に
、
は
な
や
い
た
ま
へ
る

人
々
（
父
娘
）
に
て
、
…
…

　
［
源
氏
Ⅲ
］
夕
霧
巻
④
四
八
六
頁

大
殿
（
雲
居
の
雁
の
父
大
臣
）、
か
か
る
こ
と
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
…
…

「
し
ば
し
は
（
雲
居
の
雁
が
夕
霧
の
浮
気
を
）
さ
て
も
見
た
ま
は
で
（
軽
々

し
い
こ
と
で
す
）。
…
…
女
（
雲
居
の
雁
）
の
か
く
ひ
き
き
り
な
る
も
、
か

へ
り
て
は
軽
く
お
ぼ
ゆ
る
わ
ざ
な
り
。
…
…
」

　
［
寝　

覚
］
巻
四　

三
九
九
頁Ｊ

（
男
君
は
寝
覚
の
上
の
生
霊
の
件
を
）
深
く
ま
こ
と
と
お
ぼ
す
な
め
り
。

い
か
で
か
は
、
さ
り
と
て
、（
男
君
は
）
名
残
な
く
ひ
き
き
り
な
る
御
心

遣
ひ
の
あ
ら
む
。
…
…

　
［
源
氏
Ⅰ
］
の
例
は
、
鬚
黒
が
玉
鬘
の
件
に
よ
り
北
の
方
（
本
の
妻
）
が
無

断
で
親
元
に
移
っ
た
こ
と
を
知
り
、
心
中
で
北
の
方
の
父
宮
を
暗
に
「
ひ
き

き
り
」
な
人
物
と
し
て
非
難
す
る
場
面
で
あ
る
。［
源
氏
Ⅱ
］
の
例
は
、
夕

霧
が
落
葉
の
宮
と
の
こ
と
が
原
因
で
雲
居
の
雁
（
本
の
妻
）
が
や
は
り
無
断

で
親
元
に
移
っ
た
こ
と
を
知
り
、
事
情
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
父
と
娘
の
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双
方
を
難
ず
る
と
こ
ろ
、［
源
氏
Ⅲ
］
は
、
そ
の
後
に
雲
居
の
雁
の
男
親
が

娘
の
取
っ
た
行
為
に
つ
い
て
難
じ
る
発
言
の
一
部
で
あ
る
。
三
例
と
も
に
前

に
論
じ
た
〈
二
人
妻
譚
〉
の
要
素
を
帯
び
た
展
開
の
と
こ
ろ
で
の
用
例
で
あ

り
、
し
お
ら
し
く
忍
従
す
る
こ
と
な
く
嫉
妬
心
を
露
わ
に
し
夫
に
黙
っ
て
勝

手
に
突
然
親
元
に
帰
っ
て
し
ま
う
本
妻
（
側
）
に
対
し
男
性
か
ら
向
け
ら
れ

た
軽
率
と
の
謗
り
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。［
寝
覚
］
の
例
は
、
寝
覚

の
上
の
心
中
思
惟
で
男
君
の
「
ひ
き
き
り
」
な
心
を
否
定
す
る
文
脈
で
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
、「
ひ
き
き
り
」
と
認
定
さ
れ
て
い

る
人
物
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
本
の
妻
側
の
三
名
の
み
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
を
確
認
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
「
は
い
ず
み
」
に
お
け
る
用

例
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
た
意
識
が
よ
り
鮮
明
に
理
解
で
き
る

だ
ろ
う
。『
堤
中
納
言
物
語
』
の
中
の
一
篇
「
は
い
ず
み
」
は
、『
源
氏
』
の

世
界
に
お
い
て
繰
り
返
し
本
の
妻
側
の
苦
衷
を
深
く
も
顧
み
ず
に
一
方
的
に

「
ひ
き
き
り
」
と
い
う
汚
名
を
負
わ
せ
刻
印
し
て
き
た
男
、
そ
し
て
ま
た
、

〈
二
人
妻
譚
〉
に
お
い
て
揺
る
が
ぬ
不
動
の
絶
対
的
地
位
を
保
証
さ
れ
て
き

た
か
の
よ
う
な
男
に
向
け
て
、
こ
の
辛
辣
な
評
言
を
突
き
返
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
そ
う
い
う
点
に
、『
大
和
物
語
』
百
四
十
九
段
の
正
統
的
後
裔
と
し

て
の
「
は
い
ず
み
」
の
意
義
を
見
定
め
た
い
と
思
う
。

　

以
上
、『
大
和
物
語
』
百
四
十
九
段
は
、
男
の
認
識
の
あ
り
方
を
問
題
視

す
る
こ
と
で
、〈
二
人
妻
譚
〉
に
お
け
る
大
前
提
に
潜
む
盲
点
を
密
か
に
暴

こ
う
と
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
と
こ
ろ
に
意
欲
的
な
問
題
意
識
を
探
り
読
む

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、『
堤
中
納
言
物
語
』
の
中
の
一
篇
「
は
い
ず
み
」

も
単
な
る
〈
二
人
妻
譚
〉
の
パ
ロ
デ
ィ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
同
様

の
問
題
意
識
を
受
け
継
ぎ
、
笑
い
の
矛
先
は
男
に
ま
で
及
び
、
そ
の
後
継
的

作
品
と
し
て
文
学
史
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）　

以
下
、『
大
和
物
語
』
の
本
文
は
前
田
家
尊
経
閣
本
（
為
家
本
）
に
拠
っ
て

い
る
が
、
表
記
等
は
適
宜
私
に
改
め
た
。

（
２
）　

以
下
、『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
学
習
院
大
学
蔵
伝
定
家
筆
本
に
拠
っ
た
が
、

表
記
等
は
適
宜
私
に
改
め
た
。

（
３
）　
「
ま
れ
ま
れ
」
に
つ
い
て
、『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
注
釈
等
で
は
、「
た

ま
た
ま
」「
た
ま
に
」「
時
た
ま
」
な
ど
と
注
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、「
ご

く
稀
に
」
と
い
う
訳
が
こ
こ
で
は
最
も
適
切
で
あ
ろ
う
。

（
４
）　

下
鳥
朝
代
「「
は
い
ず
み
」
論
─
─
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
を
め
ぐ
っ
て

─
─
」（
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
論
集　

源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
５
』
新
典
社
、

一
九
九
四
）、
奥
村
英
司
『
物
語
の
古
代
学
─
─
内
在
す
る
文
学
史
─
─
』（
風

間
書
房
、
二
〇
〇
四
）
の
第
五
章
「『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
─
─
和
歌
の
力

を
超
え
て
─
─
」
な
ど
参
照
。

（
５
）　

た
と
え
ば
、
吉
海
直
人
『「
垣
間
見
」
る
源
氏
物
語　

紫
式
部
の
手
法
を
解

析
す
る
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
）
な
ど
。

（
６
）　
『
古
今
集
』
九
九
四　

左
注
の
当
該
部
は
、「
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
か

ふ
ち
へ
い
く
ま
ね
に
て
せ
ん
ざ
い
の
な
か
に
か
く
れ
て
見
け
れ
ば
」（
本
文
は

新
編
国
歌
大
観
に
拠
る
）
と
あ
り
、
月
の
描
写
の
後
に
男
の
垣
間
見
に
つ
い
て

記
さ
れ
る
が
、『
大
和
』
で
は
月
の
描
写
の
直
前
に
男
の
垣
間
見
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。

（
７
）　
『
大
和
物
語
拾
穂
抄
』
の
「
や
ま
と
の
女
の
み
る
人
な
き
に
か
た
ち
つ
く
る

と
こ
の
女
の
人
み
ぬ
時
に
う
ち
と
け
た
る
と
其
心
ば
せ
い
か
は
か
り
の
た
が
ひ

そ
や
こ
の
ゆ
へ
に
君
子
は
屋
漏
に
も
は
ぢ
ず
と
や
い
へ
り
世
の
人
の
心
す
べ
き

所
成
け
り
」（
雨
海
博
洋
編
著
『
大
和
物
語
諸
注
集
成
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
）

な
ど
。

（
８
）　

雨
海
博
洋
編
著
『
大
和
物
語
諸
注
集
成
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
三
）

（
９
）　

松
島
毅
「『
伊
勢
物
語
』
か
ら
『
蜻
蛉
日
記
』
へ
─
─
「
筒
井
筒
」
章
段
を

手
が
か
り
と
し
て
─
─
」（
石
原
昭
平
編
『
日
記
文
学
新
論
』
勉
誠
出
版
、
二
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〇
〇
四
）
に
、
今
の
妻
の
裕
福
を
疑
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。

（
10
）　

森
本
茂
『
大
和
物
語
全
釈
』（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
三
）
や
今
井
源
衛
『
大

和
物
語
評
釈
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
～
二
〇
〇
〇
）
な
ど
。

（
11
）　

注（
４
）の
下
鳥
論
。
他
に
、
柿
本
奨
『
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』（
武
蔵

野
書
院
、
一
九
八
一
）
は
、
王
で
あ
っ
た
か
ら
人
を
見
る
目
を
誤
ら
ず
、
妥
当

な
判
断
が
可
能
で
あ
っ
た
と
意
味
付
け
て
い
る
。

（
12
）　
『
源
氏
物
語
』
蛍
巻
に
「
帥
親
王
よ
く
も
の
し
た
ま
ふ
め
れ
ど
、
け
は
ひ
劣

り
て
、
大
君
け
し
き
に
ぞ
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
」（
③
二
〇
八
、
本
文
は
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。
以
下
も
同
じ
）
と
あ
る
例
は
、「
お
ほ
き
み
」

を
親
王
宣
下
も
賜
姓
も
な
い
諸
王
程
度
の
品
格
の
劣
る
者
と
し
て
マ
イ
ナ
ス
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
き
か
せ
た
類
似
的
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
13
）　

伊
藤
一
男
「
鄙
の
雅
─
─
『
大
和
物
語
』
第
一
五
七
段
─
─
」（『
旭
川
国
文
』

第
二
〇
号
、
二
〇
〇
六
・
三
）
は
、
男
の
行
為
を
大
仰
に
戯
画
化
し
揶
揄
す
る

物
語
の
あ
り
よ
う
を
読
み
取
る
も
の
で
興
味
深
い
。

（
14
）　

今
井
源
衛
『
大
和
物
語
評
釈
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
～
二
〇
〇
〇
）
が

本
稿
と
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
。

（
15
）　

阿
部
好
臣
「
夕
霧
の
恋
─
─
シ
ス
テ
ム
破
壊
の
視
座
」（『
物
語
文
学
組
成
論

Ⅰ
─
─
源
氏
物
語
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
）

（
16
）　

他
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
〈
二
人
妻
譚
〉
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
拙

稿
に
、「
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
雨
夜
の
品
定
め
〉
の
意
義
」（『
藤
女
子
大
学

国
文
学
雑
誌
』
七
十
四
号
、
二
〇
〇
六
・
三
）
の
二
節
や
、「
六
条
院
・
三
条

宮
物
語
に
お
け
る
〈
継
子
・
二
人
妻
譚
〉
と
〈
平
中
〉
引
用
─
─
雲
居
の
雁
・

玉
鬘
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」（『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
八
十
号
、二
〇
〇
九
・

三
）
の
三
節
な
ど
が
あ
る
。

（
17
）　
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
拠
る
。

（
18
）　

注（
４
）の
下
鳥
論
や
、
竹
村
信
治
『
言
述
論
─
─for

説
話
集
論
』（
笠
間

書
院
、
二
〇
〇
三
）
の
中
の
Ａ
『
堤
中
納
言
物
語
』
論
ａ
『
は
い
ず
み
』
考
な

ど
に
、
本
の
妻
の
物
語
の
相
対
化
や
場
当
た
り
的
な
男
の
愚
か
し
さ
の
暴
露
・

戯
画
化
、
そ
ん
な
男
に
生
を
ゆ
だ
ね
る
女
た
ち
の
哀
し
み
や
は
か
な
さ
等
に
関

す
る
数
々
の
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
既
に
『
大
和
物
語
』
百
四

十
九
段
な
ど
に
そ
う
し
た
視
点
の
萌
芽
が
隠
微
な
が
ら
感
知
で
き
る
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

（
19
）　
『
夜
の
寝
覚
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
拠
る
。

新
　
刊
　
紹
　
介

田
中
善
信
著

『
元
禄
名
家
句
集
略
注

	

山
口
素
堂
篇
』

　

本
書
は
昭
和
二
十
九
年
刊
行
の
荻
野
清
編
『
元

禄
名
家
句
集
』（
創
元
社
刊
）
の
注
釈
書
で
あ
る
。

『
元
禄
名
家
句
集
』
と
は
、
伊
藤
信
徳
篇
・
山
口

素
堂
篇
・
小
西
来
山
篇
・
池
西
言
水
篇
・
椎
本
才

麿
篇
・
上
島
鬼
貫
篇
の
六
篇
で
構
成
さ
れ
た
句
集
。

最
近
ま
で
来
山
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
発
句
に
注
釈

が
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。他
の
五
篇
に
注
釈
を
行
っ

た
の
は
本
書
の
シ
リ
ー
ズ
が
初
で
あ
り
、
元
禄
俳

諧
の
研
究
で
は
重
要
な
取
り
組
み
と
な
っ
て
い

る
。
現
在
「
山
口
素
堂
篇
」
で
シ
リ
ー
ズ
三
冊
目
。

　

山
口
素
堂
は
「
目
に
は
青
葉
山
郭
公
は
つ
鰹
」

の
句
で
も
知
ら
れ
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
俳
人
で
あ
り

な
が
ら
そ
の
知
名
度
は
俳
壇
に
て
一
目
を
置
か
れ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
注
釈
で
は
、
全
二
九
一
句
あ

る
発
句
の
詳
細
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

残
り
の
三
冊
は
佐
藤
勝
明
氏
と
玉
城
司
氏
と
と

も
に
分
担
執
筆
を
行
っ
て
い
る
ら
し
い
。
全
注
釈

の
完
成
に
よ
っ
て
、
元
禄
俳
諧
の
研
究
が
さ
ら
に

発
展
す
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

（
二
〇
一
七
年
三
月　

新
典
社　

Ａ
５
判　

一
九

七
頁　

本
体
一
八
〇
〇
円
）	

〔
柳
昭
太
郎
〕


