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【
論
文
】

『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
教
材
研
究
（
一
）

―
本
文
の
注
釈
と
論
点
の
分
析

―

井

上

次

夫

（
二
〇
一
九
年
九
月
二
十
六
日
受
付
、
二
〇
一
九
年
十
二
月
十
六
日
受
理
）
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要

旨

新
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
二
〇
一
八
年
三
月
告
示
）
の
国
語
科
に
お
い
て
、

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
古
典
を
主
教
材
と
す
る
の
は
共
通
必
履
修
科
目
「
言
語
文
化
」

と
選
択
科
目
「
古
典
探
究
」
で
あ
る
。
こ
の
二
科
目
は
、
生
徒
が
主
体
的
・
対
話
的

に
自
分
や
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
古
典
を
解
釈
し
、
自
ら
の
考
え
を
形
成
し
、
人

生
に
生
か
す
こ
と
を
重
視
し
た
学
習
指
導
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
実
現
に
向
け
て
、

高
等
学
校
の
国
語
教
師
は
従
来
の
教
材
研
究
を
い
っ
そ
う
深
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
「
筒
井
筒
」
章
段
を
例
に
、

先
学
の
古
注
釈
及
び
諸
論
考
を
吟
味
し
つ
つ
、ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
視
野
に
、

授
業
に
お
い
て
核
と
な
る
論
点
を
導
出
し
分
析
を
行
う
。
同
時
に
、
古
典
の
授
業
に

お
け
る
「
主
体
的
･対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
つ
な
が
る
言
語
活
動
を
考
案
す
る
た
め

に
必
要
な
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
伊
勢
物
語
「
筒
井
筒
」
章
段
教
材
研
究
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
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は
じ
め
に

新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
が
二
〇
一
八
年
三
月
に
告
示
さ
れ
た
。
国
語
科

で
は
科
目
の
再
編
が
行
わ
れ
、
共
通
必
履
修
科
目
「
現
代
の
国
語
」「
言
語
文
化
」
と

選
択
科
目
「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」「
国
語
表
現
」「
古
典
探
究
」
の
構
成
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
中
で
古
典
文
学
を
主
教
材
と
す
る
科
目
を
み
る
と
、「
言
語
文
化
」
と

「
古
典
探
究
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
上
代
か
ら
近
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
我
が
国

の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
科
目
で
あ
る
。
後
者
は
、
そ

れ
を
受
け
て
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
古
典
を
学
習
対
象
と
し
、
古
典
を
主
体
的
に
読
み

深
め
る
こ
と
を
通
し
て
伝
統
と
文
化
の
基
盤
と
な
る
古
典
の
重
要
性
を
理
解
し
、
自

分
と
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
に
と
っ
て
の
古
典
の
意
義
や
価
値
に
つ
い
て
探
究
す
る

資
質
・
能
力
の
育
成
を
重
視
す
る
科
目
で
あ
る
。
（
１
）

従
来
、
高
等
学
校
国
語
科
の
古
典
（
古
文
）
教
育
に
お
い
て
は
、
古
語
、
古
典
文
法
、

現
代
語
訳
を
中
心
と
す
る
正
確
な
読
解
指
導
へ
の
偏
重
、
そ
れ
に
よ
る
生
徒
の
学
習
意

欲
の
低
下
と
い
っ
た
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、「
言
語
文
化
」「
古
典
探

究
」
で
は
、
生
徒
が
自
分
や
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
古
典
を
解
釈
し
、
自
ら
の
考
え

を
形
成
し
、
人
生
に
生
か
し
て
い
く
と
い
う
観
点
を
重
視
し
た
古
典
指
導
を
求
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
主
体
的
･対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
古
典
教
育
に
も
要
請
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
方
途
と
し
て
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
加
え
て
、

言
語
活
動
を
重
視
し
た
授
業
へ
の
転
換
と
そ
の
充
実
が
必
要
な
状
況
に
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
高
等
学
校
国
語
科
教
員
に
は
確
か
な
教
材
研
究
が
こ
れ
ま
で
以

上
に
重
要
と
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
訓
詁
注
釈
を
基
盤
と
し
つ

つ
も
、
教
材
の
分
析
・
解
釈
に
お
い
て
新
た
な
論
点
を
発
掘
し
、
分
析
す
る
視
点
を

持
ち
、か
つ
新
た
な
指
導
法
を
開
拓
す
る
視
野
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
教
材
研
究
の
実
践
例
と
し
て
『
伊
勢
物
語
』

二
十
三
段
を
二
回
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
、
教
科
書
教
材
の
本
文
を
対
象
と
し
な
が

ら
も
、
新
旧
の
注
釈
書
に
も
目
を
配
り
、
先
学
の
諸
論
考
を
吟
味
し
つ
つ
、
論
点
を

整
理
・
分
析
し
、
見
解
を
述
べ
る
。

一

教
材
本
文

教
材
研
究
の
対
象
は
、「
国
語
総
合
」
の
現
行
教
科
書
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
、
い
わ
ゆ
る
「
筒
井
筒
」
章
段
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
手
元
の
大
修
館
版
『
国
語
総
合
改
訂
版
古
典
編
』（
二
〇
一
七
年
）
の
教
材
本
文

を
示
す
。
便
宜
上
、
数
字
は
筆
者
が
付
し
た
。

一
⑴

昔
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
出
で
て
、
遊
び
け

る
を
、
お
と
な
に
な
り
に
け
れ
ば
、
男
も
女
も
、
恥
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け
れ
ど
、

男
は
「
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
。」
と
思
ふ
。
女
は
「
こ
の
男
を
。」
と
思
ひ
つ
つ
、

親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
。

⑵

さ
て
、
こ
の
隣
の
男
の
も
と
よ
り
、
か
く
な
む
。

筒
井
筒
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に

女
、
返
し
、

く
ら
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き

な
ど
言
ひ
言
ひ
て
、
つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

二

さ
て
、
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
、
頼
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、

「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
。」
と
て
、
河
内
の
国
、
高
安
の

郡
に
、行
き
通
ふ
所
出
で
来
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、こ
の
も
と
の
女
、「
あ
し
」

と
思
へ
る
気
色
も
な
く
て
い
だ
し
や
り
け
れ
ば
、
男
、「
異
心
あ
り
て
、
か
か
る

に
や
あ
ら
む
。」
と
思
ひ
疑
ひ
て
、
前
栽
の
な
か
に
隠
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る

顔
に
て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、
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風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

と
詠
み
け
る
を
聞
き
て
、「
限
り
な
く
か
な
し
。」
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
行
か

ず
な
り
に
け
り
。

三
⑴

ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
、初
め
こ
そ
心
に
く
く
も
つ
く
り
け
れ
、

今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
笥
子
の
う
つ
は
も
の
に
盛
り
け

る
を
見
て
、
心
憂
が
り
て
、
行
か
ず
な
り
に
け
り
。

⑵

さ
り
け
れ
ば
、
か
の
女
、
大
和
の
方
を
見
や
り
て
、

君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
隠
し
そ
雨
は
降
る
と
も

と
言
ひ
て
、
見
い
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
大
和
人
、「
来
む
。」
と
言
へ
り
。
喜

び
て
待
つ
に
、
た
び
た
び
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、

君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経
る

と
言
ひ
け
れ
ど
、
男
住
ま
ず
な
り
に
け
り
。

以
下
、
単
元
の
指
導
計
画
の
立
案
を
念
頭
に
、
教
材
紹
介
の
部
分
か
ら
検
討
を
始

め
、
本
文
の
分
析
を
段
落
ご
と
に
進
め
て
い
く
。

二

導
入
部

古
典
（
古
文
）
の
指
導
計
画
に
お
け
る
導
入
部
の
授
業
で
は
、
通
常
、
作
品
・
作

者
の
解
説
を
行
い
、
音
読
、
舞
台
設
定
、
文
章
構
成
な
ど
を
指
導
す
る
。

（
一
）
作
品
解
説

『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
の
説
明
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
先
の
大
修
館
版
教
科
書

で
は
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

歌
物
語
／
平
安
時
代
前
期
。
原
形
は
一
〇
世
紀
初
め
ま
で
に
成
立
。
現
在
の
形

に
な
っ
た
の
は
一
〇
世
紀
の
中
頃
。
在
原
業
平
の
歌
を
中
心
に
、
約
一
二
五
段

か
ら
成
る
。
業
平
と
思
わ
れ
る
男
を
主
人
公
と
し
て
、
一
代
記
風
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。
▼
作
者
―
未
詳
。
▼
出
典
―
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

に
よ
っ
た
。

こ
の
紹
介
の
冒
頭
に
あ
る
「
歌
物
語
」
に
関
し
て
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
観
点
か
ら

既
習
教
材
の
「
竹
取
物
語
」
が
作
り
物
語
で
あ
る
こ
と
、
文
学
史
の
観
点
か
ら
は
作

り
物
語
や
歌
物
語
が
長
編
物
語
『
源
氏
物
語
』
へ
と
結
実
す
る
こ
と
を
解
説
す
る
。

ま
た
、
以
後
、
教
科
書
に
登
場
し
て
く
る
教
材
の
「
平
家
物
語
」
が
軍
記
物
語
、「
大

鏡
」
が
歴
史
物
語
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。

作
品
の
成
立
時
期
は
、
古
典
文
学
の
場
合
、
一
般
に
、
時
代
区
分
（
例
：
中
古
文

学
、
平
安
時
代
前
期
）、
世
紀
（
例
：
一
〇
世
紀
中
頃
）、
必
要
に
応
じ
て
西
暦
と
の

対
照
や
成
立
の
前
後
関
係
（
例
：
伊
勢
物
語
↓
大
和
物
語
）
の
面
か
ら
解
説
し
、
生

徒
の
理
解
を
促
す
。
そ
の
際
、
教
科
書
付
録
や
国
語
便
覧
の
古
典
文
学
史
年
表
な
ど

の
活
用
が
効
果
的
で
あ
る
。

次
に
、『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
み
る
と
、
古
典
文
学
作
品
に
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
原
形
」が
あ
っ
て
、そ
れ
が
複
数
の
享
受
者
に
よ
っ
て
増
補
・

改
作
・
改
編
が
繰
り
返
さ
れ
て
現
在
の
形
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
現
代
の
文
学
作
品
の
成
立
と
同
じ
感
覚
で
、
例
え
ば
、
在
原
業
平
や
紀
貫

之
と
い
っ
た
特
定
の
人
物
が
、
あ
る
一
時
期
に
、
す
べ
て
を
書
き
上
げ
て
『
伊
勢
物

語
』
を
完
成
さ
せ
た
も
の
と
思
い
込
ま
せ
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
点
で
、
紹
介
の
後
半
で
、
作
者
を
「
未
詳
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
た
い
。

「
未
詳
（
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
）」
の
語
に
対
し
、「
不
詳
（
詳
ら
か
な
ら
ず
）」
や
「
不

明
（
明
ら
か
な
ら
ず
）」
の
語
を
取
り
上
げ
て
比
較
し
な
が
ら
解
説
す
る
こ
と
は
有
用
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で
あ
る
。

（
２
）

一
方
で
、『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
に
つ
い
て
は
、
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る

在
原
業
平
（
八
二
五
〜
八
八
〇
）
が
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
、
業
平
の
和
歌
を
中
心
に
し

た
短
い
物
語
が
い
わ
ゆ
る
原
『
伊
勢
物
語
』
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
補
足
説
明
す
る
。

紹
介
の
最
後
に
あ
る
出
典
部
分
か
ら
は
、
古
典
文
学
作
品
に
お
け
る
異
本
の
存
在

や
学
問
的
良
心
を
指
導
す
る
機
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
３
）

な
お
、
書
名
の
由
来
に

つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
第
六
九
段
に
拠
る
と
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
は
確
認
し
て
お
く
。

（
二
）
舞
台
設
定

物
語
の
舞
台
と
な
る
「
時い

つ

」
は
「
昔
」
で
あ
る
。「
昔
」
と
は
、
二
十
三
段
の
執
筆

時
を
基
準
と
す
る
そ
れ
以
前
で
、
初
冠
本
伊
勢
物
語
の
場
合
、
平
安
朝
初
期
（
遷
都

間
も
な
い
頃
）
か
ら
仁
和
年
間
（
八
八
七
年
）
頃
ま
で
で
あ
る
。
（
４
）

「
場
所
」

ど
こ
で

に
つ
い

て
は
第
一
段
落
か
ら
は
「
田
舎
」「
井
の
も
と
」
で
あ
り
、
第
二
段
落
で
「
河
内
の
国
、

高
安
の
郡
」「
た
つ
た
山
」、
第
三
段
落
で
「
大
和
」「
生
駒
山
」
の
地
名
が
登
場
す
る
。

次
に
、「
登
場
人
物

だ

れ

が

」
で
あ
る
が
、
第
一
段
落
か
ら
は
「
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の

子
ど・

も・

（
複
数
）」「
男
」「
女
」「
ま
ろ
」「
妹
」「
君
」「
親
」
で
あ
り
、
第
二
段
落
以

降
で
人
物
呼
称
を
挙
げ
る
と
「
も
と
の
女
」「
こ
の
女
」「
か
の
女
」「
大
和
人
」
で
あ

る
。
各
呼
称
が
表
す
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
誰
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
物
関
係
な
の
か

に
つ
い
て
問
題
提
起
し
、
可
能
な
と
こ
ろ
ま
で
明
ら
か
に
す
る
。
不
明
な
点
が
残
っ

た
場
合
、
以
後
の
学
習
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。
た
だ
し
、
少
な
く
と
も

登
場
人
物
は
何
人
か
、
人
数
だ
け
は
確
認
し
て
お
く
。

（
三
）
文
章
構
成

文
章
構
成
は
、
一
般
に
、
物
語
に
お
け
る
時
間
の
推
移
、
場
所
の
転
換
な
ど
に
着

目
し
て
考
え
さ
せ
る
。
本
章
段
は
、
三
段
落
構
成
と
し
て
扱
う
の
が
通
例
で
あ
る
。

一
方
、
場
面
を
重
視
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
三
段
落
、
五
場
面
の
構
成
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
（
５
）

一
Ａ
⑴

昔
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
〜
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
。

Ａ
⑵

さ
て
、
こ
の
隣
の
男
の
も
と
よ
り
、
〜
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

二
Ｂ

さ
て
、
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
、
〜
河
内
へ
も
行
か
ず
な
り
に
け
り
。

三
Ｃ
⑴

ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に

〜
心
憂
が
り
て
行
か
ず
な
り
に
け
り
。

Ｃ
⑵

さ
り
け
れ
ば
、
か
の
女
、
大
和
の
方
を
〜
男
住
ま
ず
な
り
に
け
り
。

ま
た
、
こ
の
三
段
落
は
、
Ａ
（
発
端
）、
Ｂ
（
展
開
↓
山
場
↓
結
末
）、
Ｃ
（
後
日

譚
）、
と
捉
え
て
指
導
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、教
科
書
の
中
に
は
第
三
段
落（
Ｃ
後
日
譚
）を
割
愛
し
、第
一
段
落（
Ａ
）

と
第
二
段
落
（
Ｂ
）
だ
け
を
採
録
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
は

本
文
の
改
変
行
為
で
あ
り
、
そ
の
改
変
に
連
動
し
て
「
筒
井
筒
」
章
段
の
主
題
が
幼

い
頃
か
ら
の
恋
を
成
就
さ
せ
、
お
互
い
が
そ
の
純
愛
を
守
り
き
っ
た
こ
と
へ
と
純
化

さ
れ
て
し
ま
う
点
を
問
題
視
す
る
見
解
が
あ
る
。
（
６
）

三

展
開
部
（
第
一
段
落
）

（
一
）
冒
頭
「
昔
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
」

当
時
の
物
語
は
、
冒
頭
で
舞
台
と
な
る
時
代
や
登
場
人
物
、
主
人
公
を
具
体
的
に

紹
介
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、『
伊
勢
物
語
』
の
語
り
出
し
は
「
昔
、
男
」
と
だ

け
言
う
の
が
特
徴
で
、

（
７
）

事
実
、「
昔
、
男
」
で
語
り
出
す
章
段
は
全
一
二
五
段
の
う
ち

七
四
段
、
約
六
〇
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
男
」
の
住
ま
い
は
、
ほ
と

ん
ど
が
京
で
あ
る
。
京
以
外
で
は
、
武
蔵
（
一
三
段
）、
長
岡
（
五
八
段
）、
津
の
国

菟む

原ば
ら

の
郡
、

こ
ほ
り

蘆
屋

あ
し
や

の
里
（
八
七
段
）、
み
ち
の
国
（
一
一
五
段
）
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

13『伊勢物語』二十三段の教材研究（一）―本文の注釈と論点の分析―（井上）

（四）



二
十
三
段
の
語
り
出
し
が
「
昔
、
男
」
で
は
な
く
、「
昔
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人

の
子
ど
も
」
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
ま
た
、「
男
」
の
住
ま
い
に
つ
い
て

は
「
ゐ
な
か
」
と
さ
れ
る
だ
け
で
具
体
的
な
地
名
は
示
さ
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
第
三

段
落
で
初
め
て
「
男
」
は
「
大
和
の
方
」
に
住
む
「
大
和
人
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
。
（
８
）

「
大
和
（
今
の
奈
良
県
）」
は
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
「
津
の
国
菟
原
の
郡

（
三
三
段
・
八
七
段
・
兵
庫
県
芦
屋
市
付
近
）」
や
「
長
岡
（
五
八
段
・
京
都
府
長
岡

京
市
）」
と
と
も
に
「
ゐ
な
か
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仁
平
道
明
氏
の
論
考
に
基
づ
け

ば
、「
大
和
」
と
い
う
「
ゐ
な
か
」
で
「
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
」
と
は
、
京
を
離
れ
あ

る
い
は
土
地
の
者
と
婚
姻
し
、
あ
る
い
は
農
業
や
商
業
を
営
ん
で
、
都
の
外
の
畿
内

諸
国
に
住
み
つ
き
、
土
地
の
者
と
同
様
の
生
計
の
た
て
か
た
を
し
て
い
た
、
京
を
本

貫
と
す
る
一
般
人
お
よ
び
王
臣
の
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
９
）

そ
の
「
子
ど
も
（
複

数
）」
が
第
一
段
落
の
「
男
」
と
「
女
」
な
の
で
あ
る
。

（
二
）
物
語
絵
の
活
用
「
井
の
も
と
に
出
で
て
、
遊
び
け
る
を
」

教
科
書
に
は
、
通
常
、
本
章
段
に
関
係
す
る
物
語
絵
が
挿
絵
と
し
て
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
多
く
は
第
一
段
落
の
「
筒
井
筒
」
の
物
語
絵
だ
が
、
第
二
段
落
の
「
龍
田
山

図
」、
第
三
段
落
の
「
河
内
の
女
」
の
場
合
も
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
物
語
絵
に
つ
い
て

は
、『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
に
「
伊
勢
物
語
に
正
三
位
を
合
は
せ
て
」
と
あ
り
、
藤
壺
の

御
前
で
二
つ
の
物
語
絵
（
伊
勢
物
語
と
正
三
位
）
の
優
劣
を
争
う
場
面
が
描
か
れ
て
い

る
。
ま
た
、
総
角
巻
に
「
在
五
が
物
語
描
き
て
、
妹
に
琴
教
へ
た
る
と
こ
ろ
の
、「
人
の

結
ば
ん
」
と
言
ひ
た
る
﹇
筆
者
注
：『
伊
勢
物
語
』
第
四
九
段
の
場
面
﹈
を
見
て
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
は
成
立
の

当
初
か
ら
物
語
絵
と
と
も
に
鑑
賞
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

現
在
確
認
で
き
る
も
の
は
、
古
い
も
の
で
鎌
倉
時
代
作
の
『
梵
字
経
刷
白
猫
伊
勢
物

語
絵
巻
』
及
び
『
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
本
伊
勢
物
語
』
で
あ
り
、
鎌
倉
末
期

な
い
し
南
北
朝
時
代
の
絵
巻
の
姿
を
伝
え
て
い
る
江
戸
時
代
後
期
の
模
本
『
異
本
伊

勢
物
語
絵
巻
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
を
始
め
と
す
る
室
町
時
代
後
半
以
降
の
絵
巻

絵
本
で
あ
る(

)。

さ
て
、
窪
田
裕
樹
氏
に
よ
れ
ば
、「
筒
井
筒
」
の
物
語
絵
の
図
様
を
分
析
す
る
と
、

嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
』（
国
会
図
書
館
蔵
、
一
六
〇
八
年
）
以
前
の
絵
巻
絵
本
に
は
幼

い
男
女
の
子
ど
も
二
人
が
お
互
い
を
見
合
っ
て
い
る
構
図
が
多
い
の
に
対
し
、
そ
れ

以
後
は
二
人
が
井
戸
を
の
ぞ
き
込
む
仕
草
（「
水
鏡
」）
の
構
造
を
持
つ
絵
が
見
ら
れ
、

こ
れ
は
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
』
に
あ
る
「
筒
井
筒
」
の
物
語
絵
が
能
〈
井
筒
〉
の
影

響
下
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
。
そ
こ
で
、
窪
田
氏
は
、
東
京

書
籍
版
「
国
語
総
合
」
教
科
書
で
同
一
ペ
ー
ジ
内
に
平
安
時
代
に
成
立
し
た
『
伊
勢

物
語
』
の
本
文
と
中
世
の
『
伊
勢
物
語
』
理
解
か
ら
生
ま
れ
た
能
〈
井
筒
〉
の
影
響

を
受
け
た
挿
絵
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
古
典
文
学
の
享
受
史
を
た
ど
る

授
業
を
構
想
し
、
そ
の
授
業
実
践
を
報
告
し
て
い
る(
)。

（
三
）
係
助
詞
「
こ
そ
」「
な
む
」「
か
」

古
典
文
法
の
重
要
な
指
導
事
項
の
一
つ
に
、
係
助
詞
の
「
こ
そ
」
は
文
末
を
已
然

形
、「
ぞ
」「
な
む
」「
や
」「
か
」
は
連
体
形
で
結
び
、「
こ
そ
」「
ぞ
」「
な
む
」
は
強

意
を
表
し
、「
や
」「
か
」
は
疑
問
・
反
語
を
表
す
と
い
う
係
り
結
び
の
法
則
が
あ
る
。

例
え
ば
、
第
一
段
落
の
「
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
」
を
対
象
に
係
り
結
び
の
法
則
を

解
説
す
る
際(

)、
板
書
は
図
１
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
静
止
的

指
導
法
の
代
表
的
な
も
の
で
、
古
文
を
所
与
の
対
象
と
し
て
受
け
取
り
、
読
み
手
の

立
場
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
古
文
を
読
み
の
対
象
で
は
な
く
、
古
文
の
書
き
手
の
立
場
に
な
っ
て
、

そ
の
文
を
書
き
連
ね
て
い
く
過
程
を
逐
次
た
ど
る
中
で
文
法
現
象
を
追
っ
て
い
く
ア

プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
女
を
こ
そ
」
と
記
し
た
時
点
で
、
書
き

手
の
脳
裏
に
は
文
末
は
「
得
む
（
終
止
形
）」
で
は
な
く
、「
得
め
（
已
然
形
）」
と
す

る
準
備
が
で
き
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、「
得
め
」
と
已
然
形
で
結
ば
ね
ば
結
び
よ
う

の
な
い
観
念
（
文
法
）
が
基
底
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
力
動
的
指
導
法
に
よ
る
と
、
板
書
は
図
２
の
よ
う
な
も
の
に
な
る(

)。

次
に
、「
女
は
、「
こ
の
男
を
。」
と
思
ひ
つ
つ
」
の
部
分
を
み
よ
う
。
通
常
の
指
導

で
は
、「
こ
の
男
を
。」
の
後
に
省
略
さ
れ
て
い
る
表
現
を
考
え
さ
せ
、
幼
な
じ
み
の

男
女
が
互
い
に
強
く
「
得
（
＝
結
婚
す
る
）」
と
い
う
こ
と
を
心
に
決
め
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
な
お
、「
こ
の
男
を
。」
に
続
く
省
略
部
分
を
考
え
さ
せ
る
際
は
、
次

の
よ
う
な
板
書
（
図
３
）
が
有
効
で
あ
る
。

ま
た
、
後
に
、
第
一
段
落
⑵
末
尾
「
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。」
の
部
分
で
、

「
本
意
」
の
内
容
を
考
え
る
際
に
は
、
係
り
結
び
を
含
む
こ
の
二
つ
の
部
分
が
該
当
す

る
こ
と
を
改
め
て
指
導
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
係
り
結
び
の
法
則
を
形
式
的
な
文
法
知
識
に
と
ど
め
ず
、
係
助
詞
や
こ

の
表
現
の
意
味
・
用
法
、
効
果
に
つ
い
て
も
指
導
す
る(
)。
他
方
、「
結
び
の
省
略
」
に

つ
い
て
、「（
女
は
）
こ
の
男
を
こ
そ
得
め
。」
と
繰
り
返
し
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
上

に
「（
男
は
）
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
。」
と
あ
っ
て
そ
れ
で
了
解
で
き
る
の
で
、
後
を

は
っ
き
り
言
わ
ず
に
含
ま
せ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
恥
じ
ら
い
の
あ
る
女
の
気
持
ち
の
表

現
と
も
な
っ
て
い
る
と
す
る
見
解
は
表
現
面
か
ら
の
心
情
解
釈
と
し
て
参
考
に
な
る(
)。

続
い
て
、第
一
段
落
⑴
の
末
尾「
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
。」

の
部
分
に
登
場
す
る
係
助
詞
「
な
む
」
に
つ
い
て
み
る
。

山
口
仲
美
氏
に
よ
れ
ば
、『
伊
勢
物
語
』
の
章
段
に
お
け
る
係
助
詞
の
中
で
は
「
な

む
」
の
使
用
率
が
高
い
。
そ
し
て
、「
な
む
」
は
平
安
時
代
、
日
常
会
話
で
よ
く
用
い

ら
れ
る
語
で
、
現
代
語
の
間
投
助
詞
「
ネ
」「
サ
」
に
近
く
、
例
え
ば
「
む
か
し
の
若

人
は
、さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
む
し
け
る
。（『
伊
勢
物
語
』第
四
〇
段
）」の
場
合
、

「
昔
の
若
者
は
、
こ
ん
な
一
途
な
恋
を
ネ
、
し
た
ん
だ
そ
う
だ
。」
と
相
手
に
語
り
か

け
る
口
調
で
現
代
語
訳
で
き
る
と
い
う(

)。
こ
の
係
助
詞
「
な
む
」
の
口
調
を
生
か
し

て「
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
。」を
現
代
語
訳
す
る
と
、「（
女
は
親
が
勧
め
る
縁
談
を
）

聞
き
入
れ
よ
う
と
は
ネ
、
し
な
か
っ
た
ん
だ
そ
う
だ
。」
と
な
る
。

ま
た
、
第
一
段
落
に
は
も
う
一
つ
「
こ
の
隣
の
男
の
も
と
よ
り
、
か
く
な
む
、」
の

部
分
に
係
助
詞
「
な
む
」
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
も
「
結
び
の
省
略
」
の
例
で
あ
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り
、
指
導
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
省
略
部
分
を
考
え
さ
せ
る
た
め

に
、
こ
こ
で
は
和
歌
の
前
後
の
動
詞
に
注
目
さ
せ
て
み
る
。
本
章
段
内
で
は
「
く
ら

べ
こ
し
」
の
歌
の
後
に
「
な
ど
言
ひ
言
ひ
て
」、「
風
吹
け
ば
」
の
歌
の
後
に
「
と
詠

み
け
る
」、
ま
た
、
第
三
段
落
の
二
首
の
歌
の
後
に
「
と
言
ひ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
省

略
部
分
の
候
補
と
し
て
動
詞
「
言
ふ
」「
詠
む
」
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
『
伊
勢
物
語
』

の
他
の
章
段
（
十
一
段
他
）
の
使
用
例
か
ら
「
言
ひ
お
こ
す
」
を
加
え
て
、
次
の
よ

う
な
板
書
（
図
４
）
を
用
い
る
と
、
係
り
結
び
の
法
則
に
つ
い
て
の
理
解
を
促
し
、

定
着
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
係
助
詞
「
か
」
は
男
の
歌
「
く
ら
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君
な

ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
」
の
下
の
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
か
」
は
、
不
定
詞

Ｎ
（
た
れ
・
な
に
・
い
つ
・
い
づ
こ
・
い
か
に
・
い
か
ほ
ど
等
）
の
下
に
付
い
て
、

仮
に
不
定
詞
に
よ
っ
て
未
確
定
に
表
し
て
は
お
く
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
対
象
の
特

定
（
解
答
）
を
欲
し
て
、
心
中
あ
れ
こ
れ
と
自
問
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
が
相
手
と
の
対
話
の
場
に
持
ち
出
さ
れ
る
と
、
相
手
（
答
え
手
）
は
、
Ｎ
に
該
当

す
べ
き
も
の
を
選
ん
で
、
そ
れ
と
答
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
話
し
手
自
ら
の
解

答
の
正
当
さ
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る(
)。
す
る
と
「
く
ら
べ
こ
し
」
の
歌
は
、
下
の

句
で
、
女
は
誰
か
が
自
身
の
髪
上
げ
を
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、「
あ
な
た
で
は
な

く
て
、誰
が
私
の
髪
上
げ
を
す
る
で
し
ょ
う
か
。」と
自
問
形
式
を
取
り
な
が
ら
、「
髪

上
げ
を
す
る
人
は
あ
な
た
以
外
に
誰
も
い
な
い
」
こ
と
、
つ
ま
り
、
髪
上
げ
を
す
る

「
た
れ
か
」
と
は
「
あ
な
た
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
言
い

換
え
る
と
、
女
は
「
誰
が
私
の
髪
上
げ
を
す
る
だ
ろ
う
か
（
自
身
の
疑
い
）」
を
「
あ

な
た
以
外
の
誰
が
私
の
髪
上
げ
を
す
る
だ
ろ
う
か
（
相
手
へ
の
問
い
）」
と
表
現
し
た

際
、
そ
こ
に
は
「
あ
な
た
以
外
の
誰
も
私
の
髪
上
げ
を
し
な
い
だ
ろ
う
」
が
内
心
に

用
意
さ
れ
て
お
り
、
当
然
、
そ
れ
に
対
し
て
相
手
で
あ
る
隣
の
男
か
ら
返
っ
て
く
る

は
ず
の
「
あ
な
た
の
髪
上
げ
を
す
る
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
私
で
す
」
と
い
う
返
事
を
期

待
し
、
そ
の
正
当
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
係
り
結
び
の
法
則
の
形
式
面
の
練
習
の
一
つ
と
し
て
、
下
の
句
「
君

な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
」
か
ら
係
助
詞
「
か
」
を
取
り
除
か
せ
て
み
る
。
そ

う
し
て
、「
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
あ
ぐ
べ
し
」
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
あ
ぐ
」
の
主

語
が
「
た
れ
」
で
あ
り
、
実
質
上
、
隣
の
男
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る(
)。

こ
の
こ
と

か
ら
、
本
稿
は
、
新
注
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』（
賀
茂
真
淵
、
一
七
九
三
年
）
の
「
髪

あ
げ
し
つ
べ
き
を
、
こ
は
君
に
こ
そ
あ
げ
さ
せ
め
、
誰
に
か
は
と
お
も
ふ
と
也
。」
の

解
釈
を
支
持
す
る(
)。
た
だ
し
、
こ
の
下
の
句
に
つ
い
て
、
大
修
館
版
教
科
書
の
脚
注

を
み
る
と
、「
あ
な
た
（
の
た
め
）
で
は
な
く
て
誰
が
髪
上
げ
を
し
ま
し
ょ
う
か
。」

と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
仮
に
括
弧
内
の
よ
う
に
「
あ
な
た
の
た
め
で
は
な
く
て
」

と
訳
し
て
み
る
と
、「
髪
上
げ
を
す
る
」
の
主
語
が
「
た
れ
（
誰
が
）」
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
人
物
は
隣
の
男
で
は
な
く
、
歌
の
詠
者
、
つ
ま
り
、「
女

＝
私
」
に
な
る
。

（
四
）
男
と
女
の
贈
答
歌
二
首

こ
こ
で
は
、
幼
な
じ
み
の
男
か
ら
の
贈
歌
と
そ
れ
に
対
す
る
女
の
返
歌
の
内
容
、

構
成
に
つ
い
て
整
理
を
行
う
。
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筒
井
筒
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に

男
は
こ
の
贈
歌
で
、
幼
い
頃
、
女
と
一
緒
に
遊
ん
だ
共
通
の
思
い
出
の
場
所
で
あ

る
「
筒
井
筒
」
を
初
句
に
置
き
、「
井
筒
」
に
自
身
の
「
た
け
（
背
丈
）」
を
測
り
比

べ
た
過
去
の
経
験
を
持
ち
出
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
た
け
」
が
自
身
の
成
長
と
と
も

に
「
井
筒
」
の
高
さ
を
も
う
「
過
ぎ
（
越
え
）」
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
な
あ
、「
妹
見
ざ
る

ま
に
（
あ
な
た
に
会
わ
な
い
う
ち
に
）」
と
詠
ん
で
、「
お
と
な
（
成
人
。
つ
ま
り
、
結
婚

で
き
る
状
態
）」
に
な
っ
た
今
、
暗
示
的
な
が
ら
も
女
へ
の
求
愛
の
意
思
を
伝
え
る(
)。

く
ら
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き

こ
れ
に
対
し
、
女
は
返
歌
で
、
男
の
上
の
句
を
受
け
て
、
幼
い
頃
、
あ
の
「
筒
井

筒
」
の
辺
り
で
男
と
「
振
り
分
け
髪
」
を
比
べ
合
っ
て
き
た
過
去
の
共
通
経
験
を
持

ち
出
す
。
そ
し
て
、
男
の
「
た
け
」
が
「
井
筒
」
を
「
過
ぎ
」
て
し
ま
っ
た
の
と
同

じ
よ
う
に
、
私
の
「
振
り
分
け
髪
も
」
そ
の
長
さ
が
自
身
の
成
長
と
と
も
に
肩
を
「
す

ぎ
」
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、「
お
と
な
」
に
な
っ
た
今
、「
君
（
あ
な
た
）」
で
な
く

て
い
っ
た
い
誰
が
私
の
髪
上
げ
を
し
ま
し
ょ
う
か
、
髪
上
げ
を
す
る
の
は
ほ
か
な
ら

ぬ
あ
な
た
な
の
で
す
、
と
女
は
、
明
確
に
男
と
の
結
婚
へ
の
強
い
意
思
を
示
す(

)。

以
上
の
男
と
女
の
贈
答
歌
二
首
の
呼
応
関
係
に
つ
い
て
、語
彙
の
面
か
ら
み
る
と
、

身
体
の
「
た
け
―
髪
」、
そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
す
る
基
準
「
井
筒
―
肩
」、
相
手
に
対
す

る
呼
称
「
妹
―
君
」、
類
義
･同
義
語
「
か
け
（
か
く
）
―
く
ら
べ
（
く
ら
ぶ
）」「
過

ぎ
（
過
ぐ
）
―
す
ぎ
（
す
ぐ
）」、
文
法
面
で
は
、
過
去
の
助
動
詞
「
し
（
き
）」
と
完

了
の
助
動
詞
「
に
（
ぬ
）」、
打
消
の
助
動
詞
「
ざ
る
（
ず
）」
の
使
用
、
表
現
法
の
面

で
は
「
倒
置
―
反
語
」
に
よ
る
強
調
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
語
彙
面
、
文
法
面
、
表
現
法
面
を
関
連
付
け
て
解
説
し
な
が
ら
作
成
し
た

板
書
例
を
図
５
に
示
す
。

（
五
）
第
一
段
落
の
位
置
づ
け

昔
、
井
戸
の
辺
り
で
一
緒
に
遊
ん
で
い
た
幼
な
じ
み
の
男
女
が
、
そ
の
成
長
と
と

も
に
い
つ
し
か
互
い
を
異
性
と
し
て
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
初
恋
で
あ
る
。
そ

し
て
、
今
や
背
丈
も
髪
の
長
さ
も
伸
び
て
大
人
に
な
っ
た
二
人
は
、
互
い
に
互
い
を

心
の
中
で
結
婚
相
手
と
決
め
て
い
る
。
相
思
相
愛
の
仲
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を

知
ら
な
い
女
の
親
は
適
齢
期
を
迎
え
た
娘
に
縁
談
を
持
ち
か
け
る
が
、
女
は
拒
み
続

け
る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
男
か
ら
女
の
も
と
に
求
愛
の
和
歌
が
届
く
。
女
は

応
諾
の
和
歌
を
返
す
。
こ
の
よ
う
な
和
歌
の
贈
答
を
続
け
た
結
果
、
二
人
は
か
ね
て

か
ら
の
願
い
通
り
結
婚
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
段
落
は
幼
な
じ
み
の
恋
の
成
就
、
相
思
相
愛
の
初
恋
の
成

就
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
一
段
落
を
先
学
の
諸
論
考
に
基
づ
き
位
置
づ
け
れ

ば
、
第
一
段
落
に
は
二
人
が
築
き
上
げ
て
い
っ
た
関
係
性
や
互
い
を
思
う
純
粋
で
強

い
愛
情
が
端
的
か
つ
綿
密
に
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
、
こ
の
後
に
続
く
物
語
の
展

開
を
意
味
づ
け
る
こ
と
に
な
る(
)。

換
言
す
れ
ば
、
第
二
段
落
の
男
女
両
主
人
公
の
物

語
的
存
在
を
支
え
る
前
提
が
、
第
一
段
落
、
い
わ
ゆ
る
「
た
け
く
ら
べ
」
の
箇
所
に
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お
い
て
強
力
に
物
語
化
さ
れ
て
い
る(

)。
つ
ま
り
、『
伊
勢
物
語
』
の
書
き
手
に
と
っ
て

第
一
段
落
は
、
次
の
第
二
段
落
を
文
学
的
感
動
で
盛
り
上
げ
る
た
め
の
序
曲
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る(
)。

四

展
開
部
（
第
二
段
落
）

（
一
）「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
。」
の
解
釈

男
の
思
い
を
表
す
「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
い
な
く
て
あ
ら
む
や
は
。」
の
解
釈
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
る
男
へ
の
評
価
は
必
ず
し
も
一
通
り
で
は
な
い
。
そ
の
一
通
り
と

は
、「
女
の
親
が
死
亡
し
て
生
活
の
拠
り
所
が
な
く
な
る
と
、
あ
れ
ほ
ど
相
思
相
愛
の

中マ
マ

だ
っ
た
は
ず
の
女
を
見
限
る
」、
あ
る
い
は
「
女
の
親
が
死
ん
で
生
活
の
拠
り
所
が

な
く
な
っ
た
か
ら
女
を
捨
て
る
。（
中
略
）
小
さ
い
男
、
つ
ま
ら
な
い
男
で
あ
る
」
と

い
っ
た
「
身
勝
手
で
ひ
ど
い
男
」
観
で
あ
る(
)。
ま
た
、
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に(

)、

現
行
の
注
釈
書
の
多
く
が
、
女
の
ほ
う
で
は
親
が
な
く
な
り
、
暮
ら
し
む
き
が
お
ぼ

つ
か
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
男
は
こ
の
妻
と
と
も
に
貧
し
い
あ
わ
れ
な
さ
ま
で
い
て

よ
い
も
の
か
と
思
っ
て
、
河
内
国
高
安
の
郡
に
、
新
た
に
妻
を
設
け
て
行
き
通
う
所

が
で
き
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
男
は
、
妻
の
実
家
に
経
済
面
で
依
存
し
て
い
た
た
め
、

妻
の
親
の
死
に
よ
っ
て
生
活
が
苦
し
く
な
る
と
、
こ
の
妻
と
一
緒
に
貧
乏
暮
ら
し
を

す
る
の
を
嫌
っ
た
。
そ
し
て
、
妻
を
見
棄
て
、
自
分
だ
け
よ
い
暮
ら
し
を
す
る
た
め

に
、
新
し
い
妻
を
高
安
郡
に
求
め
た
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
自
分
た
ち
の
お
ち
ぶ
れ
た
生
活
を
た
て
な
お
す
べ
く
奔
営
す
る

夫
」
や
「
妻
の
財
力
の
欠
乏
に
嫌
気
が
さ
し
た
の
で
は
な
く
（
中
略
）
と
も
に
現
在

の
乏
し
い
生
活
を
切
り
抜
け
て
い
こ
う
と
す
る
女
へ
の
愛
情
か
ら
発
し
、
は
か
ら
ず

も
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
妻
へ
の
愛
情
に
変
り
は
な
い
」
と
い
っ
た
見

解(
)に
通
じ
る
「
思
い
や
り
の
あ
る
男
」
観
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
夙
に
『
伊
勢
物
語
』

の
注
釈
史
の
中
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
例
え
ば
、
青
木
賜
鶴
子
氏

に
よ
れ
ば
、
旧
注
の
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』（
牡
丹
花
肖
柏
）
に
「
男
女
共
に
か
や
う

に
た
づ
き
な
く
て
あ
り
へ
ん
も
い
か
ゞ
と
て
、
を
の
〳
〵
い
か
や
う
に
も
し
か
る
べ

き
か
た
に
な
り
な
ん
と
云
心
也
。（
中
略
）
此
段
の
心
も
業
平
の
心
浅
き
に
は
あ
ら

ず
、
女
を
憐
愍
レ
ン
ミ
ン

の
こ
ゝ
ろ
な
る
べ
し
。」
と
あ
る
の
を
受
け
、
宗
祇
は
『
宗
長
聞
書
』

で
「
憐
愍
の
心
也
。
女
は
さ
る
べ
き
幸
も

サ
イ
ワ
イ

あ
る
な
ら
ひ
な
れ
ば
左
様
に
も
侍
れ
か
し

と
て
、
ま
づ
、
な
り
ひ
ら
た
ち
出
て
他
人
に
か
よ
ひ
て
見
す
る
也
。」
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
男
と
女
が
お
互
い
に
幸
福
に
暮
ら
す
た
め
に
、
ま
ず
業
平
が
他
人

に
通
っ
て
見
せ
た
の
だ
と
解
釈
し
、
主
人
公
の
業
平
が
そ
ん
な
浅
薄
な
こ
と
を
す
る

は
ず
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る(
)。
な
お
、
旧
注
の
『
伊
勢
物
語
惟
清
抄
』

（
清
原
宣
賢
）
に
お
い
て
も
「
互
ニ
、
イ
フ
カ
ヒ
ナ
キ
体
ニ
テ
、
ア
ラ
ン
ヨ
リ
、
モ
ロ

共
ニ
、
ヨ
キ
方
ニ
ユ
カ
ン
ト
也
。」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
旧
注
で
は
い
ず
れ
も
、
男
は

在
原
業
平
、
女
は
紀
有
常
女
と
し
、『
大
和
物
語
』
一
四
八
段
を
例
に
引
い
て
い
る
。

こ
こ
で
、
男
に
対
す
る
評
価
を
一
つ
の
論
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
１
〉
こ
の
男
は
「
身
勝
手
で
ひ
ど
い
男
」
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
「
思
い
や

り
の
あ
る
男
」
だ
ろ
う
か
。

前
者
だ
と
す
る
と
、
以
後
、
大
和
の
女
と
高
安
の
女
と
の
対
比
が
鮮
明
に
な
る
と

い
う
点
で
物
語
の
展
開
と
し
て
は
好
都
合
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
だ
と
す
る
と
、
男

へ
の
評
価
は
多
く
の
高
校
生
が
「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
。」
の

現
代
語
訳
を
通
じ
て
抱
い
た
と
予
測
さ
れ
る
身
勝
手
な
男
像
か
ら
理
想
的
な
男
像
へ

と
一
変
す
る
。
そ
の
反
面
、
新
注
の
『
勢
語
臆
断
』（
契
沖
、
一
八
〇
三
年
）
の
「
男

も
女
も
か
や
う
に
た
づ
き
な
く
て
あ
ら
ん
や
、
お
の
〳
〵
し
か
る
べ
き
方
に
つ
き
な

ん
と
、
男
の
か
た
よ
り
い
ひ
出
て
、
高
安
郡
の
あ
る
富
家
の
む
す
め
に
か
よ
ふ
な
り
。

（
中
略
）「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
」
と
い
ふ
は
、
こ
と
ば
を
つ
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く
り
て
つ
き
〴
〵
し
く
い
ひ
な
す
な
り
。」
と
い
う
評
言
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
男
は
、
自
分
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
方
法
で
事
態
を
打
開
し
よ
う
と
言
い

出
し
、
自
ら
は
新
し
く
富
家
の
女
の
所
に
通
い
始
め
る
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と

が
、こ
の
ま
ま
二
人
一
緒
に
貧
し
い
状
態
で
暮
ら
す
よ
り
女
に
と
っ
て
も（
男
に
と
っ

て
も
）
よ
い
打
開
策
な
の
だ
と
う
ま
く
女
を
丸
め
込
ん
だ
の
だ
と
、
契
沖
は
男
を
指

弾
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
浅
薄
な
口
先
男
」
観
と
言
え
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
部
分
を
脚
注
で
扱
っ
て
い
る
教
科
書
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
(a)

「（
男
は
）
一
緒
に
み
じ
め
な
暮
ら
し
を
し
て
い
て
よ
い
も
の
か
。」、
(b)
「
と
も
に
貧

し
く
望
み
の
な
い
暮
ら
し
を
し
て
い
ら
れ
よ
う
か
。
い
や
、
い
ら
れ
な
い
。」
と
あ
っ

て(
)、
こ
こ
か
ら
だ
け
で
は
男
の
真
意
を
決
定
づ
け
ら
れ
な
い
。
な
お
、
現
代
語
訳
に

際
し
て
は
、
副
詞
「
も
ろ
と
も
に
」、
形
容
詞
「
い
ふ
か
ひ
な
し
」、
助
動
詞
「
む
」、

連
語
「
や
は
（
反
語
）」
に
注
意
し
て
訳
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

改
め
て
確
認
す
る
と
、
男
が
高
安
の
女
に
通
い
始
め
る
契
機
が
妻
の
親
の
死
に
よ

る
経
済
的
困
窮
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
態
の
打
開
へ
と
向
か
う

行
動
を
起
こ
す
契
機
と
な
っ
た
男
の
心
の
中
に
あ
っ
た
の
は
お﹅

の﹅

れ﹅

だ
け
だ
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
は
加
え
て
妻
も
存
在
し
た
の
か
。
そ
こ
で
、『
古
意
』
の
場

合
を
み
て
み
よ
う
。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

古
へ
の
な
ら
ひ
に
て
、
女
の
家
に
む
こ
住
し
け
る
に
、
女
の
父
母
な
く
な
り
て
、

ま
づ
し
く
、
た
づ
き
な
く
成
ぬ
れ
ば
、
か
く
て
の
み
あ
ら
ん
は
、
た
が
為
も
ひ

と
わ
ろ
き
ぞ
と
て
、
男
は
高
安
の
女
に
も
住
ん
と
て
か
よ
ふ
な
る
へ
し
。（
中

略
）
大
和
物
語
に
、
大
和
か
づ
ら
き
の
郡
に
住
男
有
け
り
。
此
女
か
ほ
か
た
ち

い
と
清
ら
也
。
年
ご
ろ
思
ひ
か
わ
し
て
住
に
、女
い
と
わ
ろ
く
な
り
に
け
れ
ば
、

思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
な
が
ら
、
め
を
ま
う
け
て
げ
り
。
此
今

の
女メ

は
富
た
る
女
に
な
ん
有
け
る
云
々
。
是
今
に
ま
た
く
同
じ
。
此
わ
ろ
く

云
々
は
、
ま
づ
し
く
な
り
し
を
い
ふ
。

「
是
今
に
ま
た
く
同
じ
。」
と
は
、『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
男
が
、『
大
和
物
語
』

百
四
十
九
段
の
男
が
「
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
な
が
ら
」
と
い
う
の

と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
男
は
経
済
的
困
窮
に
際
し
、

思
い
悩
ん
だ
結
果
、
も
と
の
女
（
以
下
、
本
の
妻
）
を
こ
の
上
な
く
い
と
し
く
思
い

な
が
ら
も
、
富
裕
な
新
し
い
妻
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
男
と
し
て
は
、
こ
の
行
為
に

よ
っ
て
本
の
妻
の
経
済
的
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
二
人
の
経
済
的
破
綻
を
回
避
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
高
野
奈
美
氏
が
述
べ
る
よ
う
に(
)、
男
は
、

本
の
妻
と
こ
ん
な
状
態
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
心
で
思
い
悩
ん
で
い
て
も
、
妻

だ
け
を
見
棄
て
る
と
こ
ろ
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。

以
上
、『
古
意
』
の
真
淵
は
、
男
が
本
の
妻
を
気
に
し
つ
つ
、
現
実
的
判
断
に
よ
っ

て
新
し
い
妻
の
所
に
通
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。『
古
意
』
は

「
実
情
ま
こ
と

」
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
旧
注
の
業
平
像
を
結
果
的
に
受
け
継
ぐ
と
と
と
も

に
、男
の
内
面
の
具
体
的
真
実
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
「
実
情
ま
こ
と

の
男
」
観
と
呼
ん
で
お
く
。

（
二
）
本
の
妻
の
心
理
と
行
動

こ
の
も
と
の
女
、「
あ
し
」
と
思
へ
る
気
色
も
な
く
て
い
だ
し
や
り
け
れ
ば

こ
の
部
分
に
つ
い
て
『
惟
清
抄
』
は
「
嫉
妬
ス
ル
気
色
モ
、
ミ
エ
ザ
ル
也
。」
と
外

か
ら
見
え
る
様
子
を
言
う
の
に
対
し
、
新
注
の
『
伊
勢
物
語
童
子
問
』（
荷
田
春
満
）

は
「
嫉
妬
す
る
心
も
な
き
也
。」
と
断
言
す
る
。
ま
た
、『
古
意
』
は
「
本
の
め
、
ね

た
み
気
も
な
く
て
装
束
な
ど
調
じ
て
暮
ご
と
に
男
を
出
し
た
て
ゝ
や
る
也
。
さ
れ
ど

心
の
う
ち
物
あ
は
れ
な
れ
ば
、
長
目
し
て
を
れ
り
。」
と
詳
し
く
述
べ
る
一
方
、
新
注

の
『
伊
勢
物
語
新
釈
』（
藤
井
高
尚
、
一
八
一
八
年
）
は
「「
あ
し
と
思
へ
る
け
し
き

も
な
く
て
」
と
は
言
に
出
て
う
ら
み
い
は
ぬ
は
も
と
よ
り
に
て
と
云
意
を
「
も
」
の

て
に
を
は
に
こ
め
た
り
。」
と
係
助
詞
の
含
意
を
解
説
す
る
。
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と
こ
ろ
で
、
古
語
「
あ
し
」
は
本
来
、
不
快
感
を
表
す
語
で
あ
る(

)。
よ
っ
て
、
こ

の
場
面
で
は
、
本
の
妻
の
心
の
中
に
は
、
日
が
暮
れ
る
と
出
か
け
て
い
く
男
に
対
す

る
不
快
な
思
い
が
当
然
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
部
分
は
、

本
の
妻
が
そ
の
思
い
を
言
葉
や
表
情
、
素
振
り
と
し
て
外
面
に
出
す
こ
と
な
く
、
こ

れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
様
子
で
男
を
送
り
出
し
て
や
っ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
の
妻
の
心
理
と
行
動
を
一
つ
の
論
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
２
〉
な
ぜ
、
本
の
妻
（
＝
「
も
と
の
女
」「
大
和
の
女
」）
は
、
男
が
新
し
い

妻
（
＝
「
新
し
い
女
」「
高
安
の
女
」）
の
所
に
通
っ
て
い
く
の
を
不
快
だ
と
思
っ

て
い
る
様
子
も
見
せ
ず
に
送
り
出
し
た
の
か(
)。

先
学
の
諸
論
考
に
基
づ
け
ば
、
最
初
に
「
我
慢
説
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
も
と
の
女

は
何
も
い
わ
な
い
。
い
ゝ
た
く
て
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
い
え
ば
、
男
は
家
を
と

び
出
し
た
ま
ま
か
え
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
自
分
は
新
鮮
味
は
す
で
に
微
塵
も
な

い
古
女
房
で
あ
る
。
親
は
す
で
に
な
い
ひ
と
り
ぽ
つ
ち
の
女
で
あ
る
。
し
か
も
、

あ
ゝ
、
自
分
は
男
を
愛
し
て
い
る
。
何
物
に
も
か
え
が
た
く
愛
し
て
い
る
。
我
慢
し

よ
う
。
あ
の
方
が
、
こ
う
し
て
こ
ゝ
に
わ
た
し
と
一
緒
に
住
ん
で
い
て
く
だ
さ
る
こ

と
だ
け
に
、
せ
め
て
自
分
の
小
さ
な
幸
福
を
見
つ
め
て
い
よ
う
、
女
は
こ
う
考
え
き

め
て
い
る(
)」。
つ
ま
り
、
本
の
妻
は
、
男
が
新
し
い
妻
の
所
に
通
う
と
は
分
か
っ
て
い

て
も
、
そ
の
苦
し
い
思
い
を
抑
え
、
我
慢
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
る
。

次
に
、「
諦
観
説
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
男
を
自
分
の
許
に
引
き
止
め
よ

う
と
す
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
必
ず
し
も
積
極
的
に
他
の
女
の
所
へ
行
く
よ

う
に
勧
め
て
い
る
の
で
も
な
い
。（
中
略
）
お
そ
ら
く
、
伊
勢
物
語
の
女
の
場
合
、
男

の
面
倒
を
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
男
の
他
の
女
へ
の
通
い
を
認
め
ざ
る
を
得

ず
、
そ
の
諦
観
が
嫉
妬
心
を
押
え
る
よ
う
に
機
能
し
た
も
の
で
あ
ろ
う(
)」。

つ
ま
り
、

本
の
妻
は
「
諦
観
」
に
よ
っ
て
過
剰
な
劣
等
意
識
と
過
度
の
嫉
妬
心
と
も
無
縁
の
心

の
状
態
を
保
持
し
て
い
た
た
め
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
。

ま
た
、「
信
頼
説
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
女
自
身
は
、
男
の
こ
と
を
、
自

分
た
ち
の
お
ち
ぶ
れ
た
生
活
を
た
て
な
お
す
べ
く
奔
営
す
る
夫
と
し
て
、
あ
く
ま
で

信
頼
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
男
が
高
安
の
女
に
通
う
と
は
夢
に
も
知
ら
な

い
ら
し
い(
)」。
つ
ま
り
、
本
の
妻
は
ま
っ
た
く
の
世
間
知
ら
ず
で
、
男
を
疑
う
こ
と
さ

え
も
知
ら
な
い
純
情
な
幼
妻
で
あ
る
た
め
、
男
を
た
だ
単
純
に
信
頼
し
て
い
る
も
の

と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、「
我
慢
説
」「
諦
観
説
」
及
び
「
信
頼
説
」
を
挙
げ
た
が
、
前
者
二
説
と
後

者
の
説
と
に
は
相
違
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
の
妻
を
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
解

釈
す
る
か
の
相
違
を
一
つ
の
論
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
３
〉
本
の
妻
は
、
男
が
新
し
い
妻
の
所
に
通
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

か
、
知
ら
な
い
で
い
た
か
。

『
古
意
』
に
あ
る
「
本
の
め
、
ね
た
み
気
も
な
く
て
装
束
な
ど
調
じ
て
暮
ご
と
に

男
を
出
し
た
て
ゝ
や
る
也
。」
の
通
り
、
本
の
妻
で
あ
る
大
和
の
女
は
、
夕
方
に
な
る

と
出
か
け
て
い
く
男
の
行
く
先
が
新
し
い
妻
で
あ
る
高
安
の
女
の
所
で
あ
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
嫉
妬
の
素
振
り
も
見
せ
ず
に
衣
服
の
着
替
え
な
ど
外
出
の
支
度
を
整

え
て
や
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
大
和
の
女
は
当
時
の
一
夫
多
妻
制

（
に
お
け
る
経
済
的
慣
習
）
す
ら
知
ら
な
い
、
不
自
然
な
ま
で
に
世
間
知
ら
ず
の
「
純

情
な
」
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
大
和
の
女
は
結
婚
後
、
多
年
が
経
過
し

て
親
も
亡
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
「
幼
妻
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
本
の
妻
の
心
理
を
一
つ
の
論
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
４
〉
男
の
高
安
通
い
を
知
る
本
の
妻
は
、
経
済
的
基
盤
も
な
く
な
り
古
女
房

と
化
し
た
我
が
身
が
男
か
ら
棄
て
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
た
め
、
あ
る
い
は
、
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愛
す
る
男
と
一
緒
に
い
ら
れ
る
今
の
小
さ
な
幸
福
を
願
い
守
る
た
め
、
心
の
中

に
覚
え
ず
湧
き
上
が
っ
て
く
る
不
快
な
思
い
（
嫉
妬
心
）
を
抑
え
込
み
、
堪
え

忍
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
大
和
の
女
は
「
忍
ぶ
女
」
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、
愛
す

る
男
を
引
き
止
め
る
た
め
の
保
身
術
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
、
弱
い

立
場
と
な
っ
た
女
が
、
愛
す
る
男
か
ら
棄
て
ら
れ
な
い
た
め
に
我
慢
し
て
取
り
繕
っ

て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
経
済
的
困
窮
が
い
ず
れ
男
と
女
の
愛
を
凌
駕
す
る
（
金
の

切
れ
目
が
縁
の
切
れ
目
で
あ
る
）
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
一
段
落
で
描

か
れ
た
男
と
女
の
初
恋
の
純
愛
物
語
は
そ
の
輝
き
を
失
い
、
男
に
対
す
る
女
の
愛
の

質
が
そ
の
程
度
の
軽
薄
で
脆
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
自
身
へ
の

利
己
愛
（
男
よ
り
我
が
身
が
大
事
）
へ
と
変
質
す
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、

以
後
の
女
の
行
動
や
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
の
内
容
も
、
結
局
は
、
女
の
自
身
へ
の
利

己
愛
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
女
に
対
し

て
男
が
「
限
り
な
く
か
な
し
」
と
思
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
、
こ
れ
は
ま
さ
に
女
の

思
う
壺
の
茶
番
劇
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
部
分
は
む
し
ろ
、
愛
す
る
男
を
引
き
止
め
る
結
果
を
招
く

こ
と
に
な
る
、
大
和
の
女
か
ら
の
男
に
対
す
る
実
体
の
あ
る
信
頼
に
基
づ
く
我
慢
で

あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
先
の
「
信
頼
」
説
で
み
た

よ
う
な
純
情
す
ぎ
る
幼
妻
に
よ
る
「
実
体
の
な
い
、
う
ぶ
な
信
頼
」
で
は
な
く
、
相

思
相
愛
の
初
恋
の
成
就
、
長
年
の
連
れ
添
い
を
背
景
と
す
る
古
女
房
、
い
わ
ば
本
妻

に
よ
る
「
実
体
の
あ
る
、
確
か
な
信
頼
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る(
)。
第
一
段
落
で

描
か
れ
た
女
は
、
幼
な
じ
み
の
隣
の
男
を
年
頃
に
な
っ
て
初
め
て
の
恋
の
相
手
と
し

て
意
識
し
、
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
自
分
一
人
の
心
の
内
に
秘
め
、

親
か
ら
勧
め
ら
れ
る
縁
談
に
は
け
っ
し
て
承
諾
せ
ず
、
男
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ひ

た
す
ら
待
ち
続
け
る
。
こ
こ
に
は
、
早
く
も
「
待
つ
女
」「
忍
ぶ
女
」
の
形
象
化
が
見

受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
待
ち
続
け
た
男
か
ら
の
求
愛
の
歌
に
対
し
、
返
歌
の
下
の

句
で
「
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
」
と
操
を
捧
げ
る
唯
一
の
相
手
と
し
て
男

を
定
め
る
。
そ
こ
に
は
、
純
情
一
途
な
女
、
芯
の
強
い
女
の
形
象
化
が
あ
る
。
同
時

に
、
そ
こ
に
は
幼
な
じ
み
の
男
の
人﹅

と﹅

な﹅

り﹅

の
す
べ
て
を
理
解
し
て
い
る
女
を
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
基
盤
を
持
ち
、
長
年
を
男
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
き

た
大
和
の
女
に
と
っ
て
は
、
経
済
的
基
盤
が
崩
れ
た
た
め
に
男
が
新
し
い
女
の
所
に

通
い
始
め
て
も
、
互
い
に
言
葉
で
確
か
め
な
く
と
も
、
女
に
は
、
男
の
思
い
や
考
え

な
ど
す
べ
て
は
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
い
う
強
い
思
い
、
男
を
信
じ
切
る
「
信
念
」

が
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
に
は
、
た
と
え
自
身
の
心
に
あ
の
不
愉
快
な

思
い
、
嫉
妬
心
が
生
じ
て
き
た
と
し
て
も
狼
狽
す
る
こ
と
な
く
抑
え
込
み
、
男
を
信

頼
す
る
こ
と
が
で
き
、
平
然
と
男
の
高
安
通
い
の
支
度
を
整
え
送
り
出
し
て
や
る
こ

と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
信
念
」
説
と
す
る
。

（
三
）
男
の
心
理
と
行
動

男
、「
異
心
あ
り
て
、
か
か
る
に
や
あ
ら
む
。」
と
思
ひ
疑
ひ
て
、
前
栽
の
な
か
に

隠
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る
顔
に
て
見
れ
ば

男
は
「
あ
し
」
と
思
う
様
子
も
な
く
我
が
身
を
送
り
出
す
大
和
の
女
に
対
し
て
、

自
分
以
外
の
別
の
男
を
愛
す
る
「
異
心
（
二
心
）」
が
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い

な
の
か
と
思
い
疑
う
。
そ
し
て
、
こ
の
男
の
心
理
は
「
前
栽
の
な
か
に
隠
れ
ゐ
て
、

河
内
へ
い
ぬ
る
顔
に
て
見
」
る
と
い
う
行
動
へ
と
衝
き
動
か
す
。
松
尾
聰
氏
は
、
こ

の
男
に
つ
い
て
、「
チ
ラ
ッ
と
心
を
か
す
め
た
の
は
、い
ま
わ
し
い
疑
惑
で
あ
る
。（
中

略
）
腕
こ
ま
ね
い
て
ひ
と
り
考
え
込
ん
だ
あ
げ
く
の
計
略
が
、
出
る
と
み
せ
か
け
て
、

隠
れ
て
う
か
ゝ
う
、
ま
こ
と
に
卑
劣
な
そ
れ
で
あ
る(
)」
と
弾
劾
す
る
。
実
際
、
こ
の

男
の
心
理
と
行
動
は
「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
。」
の
節
で
挙
げ

た
「
身
勝
手
で
ひ
ど
い
男
」
観
と
呼
応
す
る
。
し
か
し
、
松
尾
氏
は
、
男
に
つ
い
て
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「
た
ゞ
、
そ
う
し
た
卑
劣
な
手
段

て
だ
て

を
も
つ
て
し
て
も
敢
え
て
た
し
か
め
た
か
つ
た
の

は
、
妻
へ
の
愛
情
が
、
愛
人
へ
の
愛
情
と
け﹅

じ﹅

め﹅

を
つ
け
つ
ゝ
、
そ
の
ま
ゝ
ち
ゃ
ん

と
の
こ
つ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
続
け
る
。
確
か
に
、
男
は
女
の
「
異
心
」
を

疑
い
、
卑
劣
な
手
段
を
講
じ
て
女
の
様
子
を
窺
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
男
が
、

経
済
的
困
窮
に
追
い
込
ま
れ
て
以
降
も
女
へ
の
愛
を
変
わ
ら
ず
持
ち
続
け
て
い
な
が

ら
も
、
女
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
は
、
つ
ま
り
、
初
恋
の
女
、
長
年
連
れ
添
っ
て

き
た
大
和
の
女
に
よ
る
自
身
へ
の
愛
を
信
じ
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
関
根
賢
司
氏
の
言
を
引
け
ば
、「
男
は
、
い
つ
だ
っ
て
意
志
薄
弱
で
、

疑
い
深
い
が
思
慮
が
浅
く
、
傷
つ
き
や
す
い
繊
細
な
魂
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
だ
け

の
日
和
見
主
義
者
で
、
主
体
性
に
と
ぼ
し
い(
)」
の
で
あ
る
。
こ
の
男
は
、「
身
勝
手
で

ひ
ど
い
男
」「
浅
薄
な
口
先
男
」「
思
い
や
り
の
あ
る
男
」
と
見
な
す
べ
き
面
が
認
め

ら
れ
る
一
方
で
、
生
活
の
経
済
的
困
窮
の
危
機
を
新
し
い
妻
の
所
に
通
う
こ
と
で
し

か
打
開
で
き
な
い
「
ふ
が
い
な
い
男
」
で
あ
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る

と
、
こ
の
ふ
が
い
な
い
男
は
、
い
と
し
い
妻
の
心
を
も
疑
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
実

的
な
側
面
を
持
つ
「
実
情
の
男
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
こ
と
に
も
な
る
。

（
四
）
大
和
の
女
の
行
動
と
歌

こ
の
女
、
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、
風
吹
け
ば
／
沖
つ
白
波
／
た

つ
た
山
／
夜
半
に
や
君
が
／
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

と
詠
み
け
る

男
を
見
送
っ
た
後
、
大
和
の
女
は
、
念
入
り
に
化
粧
を
し
て
、
物
思
い
に
ふ
け
り

な
が
ら
外
を
な
が
め
る
。
こ
の
場
面
で
、
女
は
、
な
ぜ
化
粧
を
し
た
の
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
従
来
、
先
学
の
諸
論
考
で
論
点
と
な
り
、
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
こ
れ
を
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
５
〉
男
を
見
送
っ
た
大
和
の
女
が
「
い
と
よ
う
化
粧
」
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

議
論
の
背
景
に
は
、こ
れ
ま
で
、二
十
三
段
と
関
連
付
け
て
研
究
さ
れ
て
き
た『
古

今
和
歌
集
』
巻
第
十
八
雑
歌
下
九
九
四
番
歌
の
作
歌
事
情
を
物
語
る
左
注
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、「
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
河
内
へ
い
く
ま
ね
に
て
前
栽
の
中
に
隠

れ
て
見
け
れ
ば
、
夜
ふ
く
る
ま
で
琴
を
か
き
鳴
ら
し
つ
つ
う
ち
嘆
き
て
、
こ
の
歌
を

よ
み
て
寝
に
け
れ
ば
」
と
あ
り
、
こ
の
場
面
で
女
は
琴
を
弾
い
て
い
る
。
ま
た
、『
大

和
物
語
』
一
四
九
段
に
は
、「
は
し
に
い
で
ゐ
て
、
月
の
い
と
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き

に
、
か
し
ら
か
い
け
づ
り
な
ど
し
て
を
り
。
夜
ふ
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
い
ひ
け
る
。」
と
あ
り
、
そ
こ
で
は
女
が
髪
を
く
し
け
ず
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

当
時
の
「
化
粧
ず
（
化
粧
を
す
）」
と
は
、
白
粉
お
し
ろ
い
・
紅べ

に

や
鉄か

漿ね

な
ど
を
つ
け
て
顔
を
よ

そ
お
い
、
ま
た
、
身
づ
く
ろ
い
す
る
こ
と
で
あ
る(

)。
そ
れ
が
、
こ
の
部
分
に
は
「
い

と
よ
う
化
粧
じ
て
」
と
あ
る
た
め
、
当
然
、
通
常
以
上
の
長
い
時
間
が
か
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
こ
れ
に
よ
り
長
い
化
粧
の
間
に
女
の
心
に
浮
か
ぶ
思
い
も

さ
ま
ざ
ま
―
―
そ
れ
ら
は
現
状
の
み
な
ら
ず
来
し
方
行
く
末
と
広
が
り
、
時
に
深
く

時
に
乱
れ
狂
う
も
の
―
―
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

さ
て
、
女
が
た
い
そ
う
念
入
り
に
化
粧
を
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
田
口
尚
幸
氏
の

整
理
を
参
考
に
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
男
の
帰
宅

に
備
え
て
の
こ
と
と
考
え
る
説(
)、
次
に
、
②
女
の
身
だ
し
な
み(

)、
品
の
良
さ
を
表
す

と
す
る
説(

)、
ま
た
、「
化
粧
」
を
呪
的
行
為
と
捉
え
る
点
で
共
通
す
る
が
、
そ
れ
を
通

じ
て
、
③
男
の
無
事
を
祈
る
と
す
る
説(

)、
④
男
の
魂
を
招
く
と
す
る
説(

)、
そ
の
他
、

⑤
懸
想
説
、
⑥
無
意
識
説
、
⑦
女
自
身
の
魂
鎮
め
説
、
⑧
衝﹅

動﹅

的﹅

行
為
説
が
あ
る(

)。

こ
れ
ら
を
大
別
す
れ
ば
、
女
の
男
に
対
す
る
強
い
思
い
を
背
景
と
す
る
も
の
（
①
〜

⑤
、
⑧
）
と
そ
う
で
な
い
も
の
（
⑥
⑦
）
に
な
る
。

こ
こ
で
、
逆
に
、
女
へ
の
疑
い
を
持
つ
男
の
側
か
ら
、「
化
粧
」
に
関
す
る
こ
れ
ら

の
説
を
検
討
し
て
み
た
い
。
す
る
と
、
例
え
ば
、
①
⑤
⑧
の
場
合
、
自
分
で
は
な
く
、

別
の
男
の
た
め
に
行
う
化
粧
と
解
す
る
可
能
性
が
強
い
。
②
の
場
合
も
①
と
同
様
に
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別
の
男
の
た
め
の
行
為
と
解
す
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
、
こ
の
後
の
女
の
独
詠
の
前

触
れ
行
為
と
解
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
③
④
の
場
合
、
こ
の
時
点
で
男
は
自
身
が

抱
い
た
疑
い
に
疑
問
を
持
ち
始
め
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
女
の
真
意
に
気
づ
く

契
機
と
も
な
り
得
る
。
⑥
⑦
の
場
合
で
は
、
女
の
化
粧
は
男
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
の

不
可
解
な
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
続
く
）

『
伊
勢
物
語
』
の
注
釈
書
の
引
用
は
、
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
古
注
釈
十

一
種
集
成
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
年
）
に
拠
る
。
た
だ
し
、
注
釈
書
の
古
注
、
旧

注
、
新
注
の
範
疇
は
、
そ
れ
と
は
別
に
、
大
津
有
一
『
伊
勢
物
語
古
註
釋
』（
宇
都
宮

書
店
、
一
九
五
四
年
）
に
拠
っ
た
。

注
(１
)文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
〇
年
告
示
）
解
説
』
国
語
編
（
東
洋
館

出
版
、
二
〇
一
八
年
）
一
五
頁
、
一
六
頁
、
一
九
頁
。

(２
)「
こ
れ
〔
筆
者
注
：「
不
詳
」
の
語
〕
は
、
入
門
期
の
漢
文
指
導
に
も
関
係
づ
け
ら
れ
、
か

つ
〈
い
ま
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
う
ち
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
わ
か
ら

せ
ず
に
は
お
か
な
い
。〉
と
い
っ
た
学
問
的
良
心
と
後
進
に
期
す
る
気
持
ち

と
説
く

こ
と
に
し
て
い
る
」。
秋
友
義
昭
「
伊
勢
物
語
「
筒
井
筒
」
の
指
導
」（『
国
文
学
解
釈
と
教

材
の
研
究
』
一
九
―
六
、
一
九
七
四
年
）。
一
七
〇
頁
。

(３
)「
こ
れ
﹇
出
典
の
記
述
﹈
を
好
材
料
と
し
て
、
本
文
校
訂
の
仕
事
や
学
問
的
良
心
に
つ
い
て

も
、
話
し
て
お
く
」。
注
(２
)秋
友
義
昭
氏
論
文
。
一
七
一
頁
。

(４
)河
地
修
「
や
ま
と
歌
の
系
譜

総
論
と
し
て
の
『
伊
勢
物
語
』
作
品
論
の
試
み

」

（『
文
学
論
藻
』
六
一
、
一
九
八
七
年
）。
二
五
頁
。

(５
)時
間
の
推
移
を
重
視
す
る
と
、
四
段
落
（
Ａ
⑴
・
Ａ
⑵
・
Ｂ
・
Ｃ
）
と
捉
え
て
、「
起
承
転

結
」
の
物
語
と
し
て
扱
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

(６
)「
教
材
と
し
て
の
割
愛
版
筒
井
筒
章
段
は
、
少
な
く
と
も
『
伊
勢
物
語
』
を
扱
う
た
め
の
教

材
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
問
題
が
あ
り
、
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
」。

松
島
毅
「『
伊
勢
物
語
』
筒
井
筒
章
段
教
材
論

そ
の
二
種
類
の
版
と
扱
い
方
を
め
ぐ

る
問
題
に
つ
い
て

」（『
新
時
代
の
古
典
教
育
』
学
文
社
、
一
九
九
九
年
）。
二
八
頁
。

ま
た
、「
国
語
総
合
」
教
科
書
（
平
成
二
八
年
度
）
の
中
で
、
第
一
段
落
と
第
二
段
落
の
み

の
採
録
は
、
三
省
堂
308
、
大
修
館
書
店
314
、
数
研
出
版
317
で
あ
る
。
古
本
理
恵
「
高
等
学

校
に
お
け
る
古
典
教
材
の
研
究

『
伊
勢
物
語
』「
筒
井
筒
」
の
場
合

」（『
論
叢
国
語
教

育
学
』
⑿
七
九
―
九
〇
、
二
〇
一
六
年
）。
七
九
頁
。

(７
)渡
辺
実
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）。
一
三
頁
。

(８
)「
旧
都
の
あ
っ
た
大
和
だ
け
は
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
た
様
子
だ
が
（
初
・
二
十
・
二
十
三
段

な
ど
）、
他
は
徹
底
的
に
軽
視
さ
れ
、
田
舎
の
も
の
は
田
舎
の
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
き

び
し
く
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」。
注
(７
)渡
辺
実
氏
前
掲
書
。
一
四
六
頁
。

(９
)「﹇「
ゐ
な
か
」
に
該
当
す
る
﹈
地
名
が
全
て
畿
内
の
諸
国
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し

て
お
き
た
い
。
思
う
に
、
そ
れ
は
伊
勢
物
語
作
者
の
強
烈
な
み
や
び
意
識
・
都
意
識
と
も

か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
四
五
頁
）。「「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
」
と
い
う
こ

と
さ
ら
な
言
い
方
は
、
京
を
本
貫
と
す
る
も
の
が
そ
こ
を
は
な
れ
て
田
舎
に
住
む
こ
と
を

意
識
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」（
四
六
頁
）。
仁
平
道
明
「「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
」
考
」

（『
解
釈
』
二
八
―
一
一
、
一
九
八
二
年
）。

(10
)羽
衣
国
際
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
伊
勢
物
語
絵
巻
絵
本
大
成
研
究
篇
』
角
川
学
芸
出

版
、
二
〇
〇
七
年
）。

(11
)窪
田
裕
樹
「
物
語
絵
か
ら
読
む
『
伊
勢
物
語
』

教
材
と
し
て
の
可
能
性

」（『
教
育

デ
ザ
イ
ン
研
究
』
⑺
、
二
〇
一
六
年
）。

(12
)「
係
り
結
び
の
「
こ
そ
」
＋
已
然
形
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
男
の
「
女
を
得
た
い
」
と
い
う

思
い
の
強
さ
が
確
認
で
き
る
」。
注
(６
)古
本
理
恵
氏
論
文
。
八
五
頁
。

(13
)井
上
次
夫
「「
係
り
結
び
」
の
呼
応
の
指
導

静
止
性
と
力
動
性
の
観
点
か
ら
」（『
月
刊

国
語
教
育
』
八
―
十
一
、
東
京
法
令
出
版
、
一
九
八
九
年
）。
一
一
五
頁
。
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(14
)「
こ
れ
ら
の
﹇
係
﹈
助
詞
は
、
格
助
詞
や
接
続
助
詞
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
れ
が
な
く
て
は
文

意
が
通
じ
な
い
と
い
う
も
の
で
は
、
元
来
、
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
文
法
的
で
あ
る
よ
り

は
、
む
し
ろ
感
情
価
値
に
関
係
す
る
修
辞
的
な
性
格
を
、
本
来
、
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と

言
え
る
」（
二
四
九
頁
）。「
一
般
に
「
ぞ
」
を
含
む
文
が
、
自
己
の
立
場
を
持
し
な
が
ら
も

比
較
的
冷
静
な
の
に
対
し
、「
こ
そ
」
に
よ
る
強
調
は
、
よ
り
一
途
な
感
じ
を
伴
う
と
も
言

え
よ
う
か
」（
二
四
四
頁
）。「「
な
む
」
が
相
手
に
語
り
か
け
、
解
説
し
よ
う
と
す
る
態
度

を
示
す
の
に
対
し
、「
こ
そ
」
は
、
む
し
ろ
、
自
己
の
判
断
を
強
調
す
る
の
に
急
で
あ
る
、

と
い
う
相
違
点
が
あ
る
よ
う
に
﹇
思
わ
れ
る
﹈」（
二
四
三
頁
）。
阪
倉
篤
義
『
日
本
語
表
現

の
流
れ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

(15
)竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
古
注
釈
十
一
種
集
成
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
年
）。
四

九
二
頁
。

(16
)山
口
仲
美
『
言
葉
か
ら
迫
る
平
安
文
学
２
仮
名
作
品
』（
風
間
書
房
、
二
〇
一
八
年
）。
九

頁
、
一
七
三
頁
。

(17
)注
(14
)阪
倉
篤
義
氏
前
掲
書
。

(18
)白
鳥
藍
氏
は
、「
あ
ぐ
べ
き
」
の
解
釈
上
の
問
題
と
し
て
、
髪
上
げ
を
誰
の
た
め
に
行
う
の

か
、
誰
が
女
（
妻
と
な
る
人
物
）
の
髪
上
げ
を
行
う
の
か
を
挙
げ
、
古
注
釈
を
比
較
・
考

察
し
て
い
る
。「『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
論

古
注
釈
と
近
代
注
釈
の
比
較
か

ら

」（『
国
文
目
白
』
五
三
、
二
〇
一
四
年
）。

(19
)こ
の
よ
う
な
注
釈
書
か
ら
の
引
用
文
を
授
業
で
紹
介
す
る
こ
と
は
、
古
典
文
学
の
享
受
・

受
容
史
の
観
点
か
ら
み
て
有
用
で
あ
る
。

(20
)「
男
の
方
か
ら
幼
い
頃
の
鄙
び
た
遊
び
の
体
験
を
詠
み
込
み
、
婉
曲
に
自
己
の
心
情
を
朧

化
し
た
愛
の
歌
が
贈
ら
れ
て
く
る
」。
市
原
愿
「
伊
勢
物
語
二
十
三
段
攷
」（『
平
安
文
学

研
究
』
五
四
、
一
九
七
五
年
）。
三
六
頁
。

(21
)「
女
の
返
歌
も
（
略
）「
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
あ
ぐ
べ
き
」
と
明
確
に
自
己
の
感
情
を
出
し

て
男
の
微
温
的
な
打
診
に
応
じ
て
い
る
」。
注
(20
)市
原
愿
氏
論
文
。
三
六
頁
。

(22
)注
(６
)古
本
理
恵
氏
論
文
。
八
二
頁
。

(23
)河
地
修
「
伊
勢
物
語
「
筒
井
筒
」
章
段
考

化
粧
す
る
女
、
あ
る
い
は
没
落
貴
族
の
こ

と

」（『
文
学
論
藻
』
六
四
、
一
九
九
〇
年
）。
一
三
頁
。

(24
)注
(20
)市
原
愿
氏
論
文
。
三
六
頁
。

(25
)片
桐
洋
一
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
５
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
五

年
）。
一
〇
二
頁
、
一
〇
三
頁
。

(26
)高
野
奈
未
「
近
世
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
読
解

旧
注
か
ら
『
伊
勢
物
語

古
意
』
へ

」（『
國
語
と
國
文
学
』
八
八
―
五
、
二
〇
一
一
年
）。
一
二
頁
。
ま
た
、

「﹇『
日
本
古
典
文
学
全
集
』『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
伊
勢
物

語
全
釈
』『
伊
勢
物
語
評
解
』
は
﹈
男
が
元
の
女
と
相
談
し
て
決
め
た
の
で
は
な
く
、
自
身

の
貧
し
い
生
活
だ
け
を
考
え
て
行
っ
た
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
い
る
」。
注
(18
)白
鳥
藍
氏

論
文
。
一
〇
〇
頁
。

(27
)秋
山
虔
「
伊
勢
物
語
私
論

民
間
伝
承
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
断
章

」（『
文
学
』

二
四
―
十
一
、
一
九
五
六
年
）。
八
頁
、
一
三
頁
。
ま
た
、「
ま
だ
若
く
生
活
力
の
な
い
男

は
、
二
人
の
仲
が
経
済
面
か
ら
崩
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
の
で
あ
る
」。
注
(７
)渡
辺
実

氏
前
掲
書
。
三
九
頁
。

(28
)青
木
賜
鶴
子
「
室
町
後
期
伊
勢
物
語
注
釈
の
方
法
」（『
中
古
文
学
』
三
四
、
一
九
八
四
年
）。

三
八
頁
。

(29
)(a)
は
、
三
省
堂
『
明
解
国
語
総
合
』（
二
〇
一
六
年
）。
(b)
は
、
桐
原
書
店
『
国
語
総
合
』（
二

〇
一
六
年
）。

(30
)注
(26
)高
野
奈
未
氏
論
文
。
八
頁
。

(31
)「
ア
シ
は
、
ひ
ど
く
不
快
で
あ
る
、
嫌
悪
さ
れ
る
と
い
う
感
覚
・
情
意
を
表
現
す
る
の
が
本

来
の
意
味
。
多
く
の
人
人
が
不
快
の
念
を
い
だ
く
よ
う
な
害
が
あ
る
意
か
ら
凶
・
邪
・
悪

の
意
を
表
わ
し
た
」（
岩
波
『
古
語
辞
典
』
補
訂
版
）。
た
だ
し
、
古
本
理
恵
氏
は
「『
古
今

和
歌
集
』『
大
和
物
語
』『
十
訓
抄
』
な
ど
の
「
筒
井
筒
」
同
話
群
に
登
場
す
る
女
た
ち
と

の
比
較
を
行
う
こ
と
で
よ
り
浮
き
彫
り
に
な
る
の
だ
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
女
は
良
い
か

悪
い
か
と
い
う
善
悪
に
よ
っ
て
、
別
の
女
を
設
け
る
と
い
う
男
の
行
為
を
判
断
し
て
お
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り
、「
ね
た
げ
」「
つ
ら
げ
」
と
感
情
的
に
表
現
さ
れ
る
同
話
群
の
女
た
ち
と
は
全
く
異
な

る
態
度
で
あ
る
。
女
は
、
男
の
行
為
を
良
い
か
悪
い
か
の
出
来
事
と
し
て
受
け
入
れ
て
い

る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
注
(６
)古
本
理
恵
氏
掲
論
文
。
八
二
頁
。
ま
た
、
片
桐
洋
一
氏

は
「
こ
の
元
の
女
は
そ
の
こ
と
を
悪
い
と
思
っ
て
い
る
様
子
も
な
く
て
」（
注
(25
)前
掲

書
）、「
こ
の
元
の
妻
は
、
こ
の
男
の
行
状
を
「
悪
い
」
と
思
う
様
子
も
見
せ
ず
に
」（『
伊

勢
物
語
全
読
解
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。
そ
の
訳
で
こ
の

部
分
を
解
釈
し
た
場
合
、
本
の
妻
の
人
物
像
に
つ
い
て
理
性
的
判
断
（
善
悪
）
と
感
覚
・

情
意
（
快
・
不
快
）
と
の
区
別
に
基
づ
く
新
た
な
解
釈
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
本
稿
の
「
あ
し
」
の
理
解
と
は
異
な
る
た
め
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
。

(32
)そ
も
そ
も
本
の
妻
は
、『
童
子
』
が
注
釈
す
る
よ
う
に
、
実
は
、
内
面
で
も
男
へ
の
嫉
妬
心

も
な
く
男
に
愛
想
を
尽
か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
と
、
以
後
の
女
の
行

動
や
歌
と
の
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
る
。
ま
た
、「「
あ
し
」
と
思
へ
る
気
色
も
な
く
て
」
の

「
気
色
」
の
意
味
は
「
人
の
、
ほ
の
か
に
見
え
る
機
嫌
・
顔
色
・
意
向
」（
岩
波
『
古
語
辞

典
』
補
訂
版
）
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、「
さ
り
け
れ
ど
」
と
「
気
色
も
な
く
て
」

を
用
い
て
、
作
者
が
判
断
す
る
「
も
と
の
女
」
の
内
面
の
実
際
（「
あ
し
」）
が
外
面
の
様

子
（「
気
色
」）
と
し
て
観
察
で
き
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
内
心
と
外
見
と
の
食
い
違
い

を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
男
は
（
作
者
や
読
者
と
同
様
に
）
そ
の
食
い
違

い
に
疑
心
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。

(33
)松
尾
聰
『
伊
勢
物
語
』（
ア
テ
ネ
文
庫
二
六
一
、
弘
文
堂
、
一
九
五
五
年
）。
一
七
頁
。
ま

た
、
市
原
愿
氏
は
、「
松
尾
聰
氏
が
妻
の
こ
こ
ろ
の
屈
折
を
精
緻
に
解
明
さ
れ
た
如
く
で

あ
り
、
大
和
物
語
の
文
学
的
鮮
度
は
落
ち
る
が
、「
心
ち
に
は
か
ぎ
り
な
く
心
憂
し
と
お

も
ふ
を
忍
ぶ
る
に
な
む
あ
り
け
る
。」
と
敷
衍
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
を
担
っ
て
い
る
と
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
注
(20
)市
原
愿
氏
論
文
。
四
一
頁
。

(34
)吉
山
裕
樹「
伊
勢
物
語
二
十
三
段
に
つ
い
て

筒
井
筒
･立
田
山
の
物
語

」（『
年
報
』

七
、
比
治
山
女
子
短
期
大
学
、
一
九
八
九
年
）。
二
九
頁
。

(35
)注
(27
)秋
山
虔
氏
論
文
。
一
〇
頁
。

(36
)こ
ち
ら
﹇
大
和
の
女
﹈
は
動
揺
の
色
を
み
せ
て
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
最
初
に
語
ら

れ
て
い
る
恋
の
成
就
の
い
き
さ
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
親
の
言
に
も
従
わ
ず
自

分
の
意
志
を
貫
く
確
固
た
る
姿
勢
は
、
男
の
心
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い

女
の
心
の
強
さ
と
繋
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」。
安
藤
亨
子
「
伊
勢
物
語
の
女
た
ち
」（『
一

冊
の
講
座

伊
勢
物
語
』
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
）。
三
二
七
頁
。

(37
)注
(33
)松
尾
聰
氏
前
掲
書
。
一
八
頁
。

(38
)関
根
賢
司
「
化
粧
考
」（『
國
學
院
雑
誌
―
―
伊
勢
物
語
を
読
む
―
―
』
八
六
―
七
。
一
九

八
五
年
）。
五
二
頁
。

(39
)「「
け
さ
う
」
は
、
古
く
は
美
容
の
為
の
こ
と
で
は
な
く
、
儀
礼
と
し
て
す
る
こ
と
で
あ
り
、

神
事
を
す
る
際
な
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
も
男
の
無
事
を
祈
る
為
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

取
れ
る
」。
窪
田
空
穂
氏
『
伊
勢
物
語
評
釈
』（
東
京
堂
、
一
九
五
五
年
）。
九
〇
頁
。
ま
た
、

「
歌
が
、
歌
の
言
葉
が
、
呪
的
な
力
を
秘
め
て
（
い
る
と
考
え
ら
れ
て
）
い
た
よ
う
に
、
A
化

粧
も
、B
音
楽
も
、ほ
ん
ら
い
非
日
常
的
な
ハ
レ
の
世
界
に
ぞ
く
し
て
い
る
行
為
と
し
て
、そ

の
呪
的
な
機
能
が
期
待
さ
れ
、信
じ
ら
れ
て
い
た
」。
注
(38
)関
根
賢
司
氏
論
文
。
五
六
頁
。

(40
)「
美
し
く
粧
っ
て
い
る
の
は
男
の
出
か
け
た
後
の
こ
と
と
物
語
は
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
解

す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
男
の
帰
宅
に
備
え
て
の
こ
と
だ
と
考
え
て
み
た
い
」。
注

(36
)安
藤
亨
子
氏
論
文
。
三
二
七
頁
。
ま
た
、「
男
の
留
守
に
化
粧
す
る
女
の
真
情
に
も

留
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
女
の
心
用
意
は
、
夫
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
」。
杉
山
英
昭
「
筒
井
筒
章
段
」（『
一
冊
の
講
座
伊
勢
物
語
』
有

精
堂
、
一
九
八
三
年
）。
三
六
四
頁
。

(41
)注
(７
)渡
辺
実
氏
前
掲
書
。
四
〇
頁
。

(42
)森
本
茂
『
伊
勢
物
語
全
釈
』（
大
学
堂
書
店
、
一
九
七
三
年
）。
一
七
二
頁
。

(43
)窪
田
空
穂
『
伊
勢
物
語
評
釈
』（
東
京
堂
、
一
九
五
五
年
）。
九
〇
頁
。

(44
)注
(38
)関
根
賢
司
氏
論
文
。
五
九
頁
。

(45
)田
口
尚
幸
「『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
第
二
・
三
部
の
解
釈
」（『
文
學
研
究
』
七
五
、
一
九
九

二
年
）。
六
頁
。

1『伊勢物語』二十三段の教材研究（一）―本文の注釈と論点の分析―（井上）

（一六）


