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一
、
問
題
の
所
在

王
朝
物
語
の
登
場
人
物
中
、『
落
窪
物
語
』
の
継
母
北
の
方
ほ
ど
気
性

が
激
し
い
人
物
も
い
な
い
だ
ろ
う
。
継
子
で
あ
る
落
窪
の
女
君
を
散
々

苛
め
、
気
に
入
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、
す
ぐ
腹
を
立
て
悪
口
を
言
う
。

し
か
し
問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
は
継
子
苛
め
を
描
く
物
語
の

前
半
部
に
限
ら
ず
、
十
二
分
の
孝
養
を
描
く
後
半
部
に
於
い
て
も
一
向

に
直
ら
な
い
、
と
い
う
性
格
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
を
強
調
し
た
い
が
ご

と
く
、
物
語
の
結
末
部
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
用
意
さ
れ
て
い

る
。（
以
下
、『
落
窪
物
語
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
・
一
九

八
九
年
）
に
拠
る
。
傍
線
等
は
稿
者
に
よ
る
。
以
下
同
）

か
く
栄
へ
給
を
よ
く
見
よ
と
や
神
仏
も
お
ぼ
し
け
ん
、
と
み
に
も

死
な
で
七
十
余
ま
で
な
ん
い
ま
し
け
る
。
大
い
殿
の
北
の
方
、「
い

と
い
た
く
老
い
た
ま
ふ
め
り
。
功
徳
を
思
ほ
せ
。」
と
の
給
て
、
尼

に
い
と
め
で
た
く
て
な
し
給
へ
り
け
る
を
、
よ
ろ
こ
び
の
た
び
い

ま
す
が
り
け
る
。「
世
に
あ
ら
ん
人
、
ま
ゝ
子
に
く
む
な
。
ま
ゝ
子

な
ん
う
れ
し
き
物
は
あ
り
け
る
。」
と
の
給
て
、
又
う
ち
腹
立
ち
給

時
は
、「
魚
の
欲
し
き
に
、
わ
れ
を
尼
に
な
し
た
ま
へ
る
。
産
ま
ぬ

子
は
か
く
腹
ぎ
た
な
か
り
け
り
。」
と
な
ん
の
給
け
る
。
死
に
給
て

後
も
た
ゞ
大
い
殿
の
い
か
め
し
う
し
た
ま
ひ
け
る
。（
290－

291
頁
）

	
北
の
方
は
嘗
て
継
子
で
あ
る
落
窪
の
女
君
を
散
々
苛
め
た
報
い
で
、

一
時
は
男
君
で
あ
る
道
頼
か
ら
ひ
ど
く
報
復
さ
れ
、
惨
め
な
目
に
遭

う
。
し
か
し
最
後
は
至
れ
り
尽
く
せ
り
の
孝
養
を
受
け
、
七
十
余
歳
ま

梁

　

丹

『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
孝
養
譚
の
位
相

―
北
の
方
を
め
ぐ
る
最
後
の
記
述
を
起
点
と
し
て
―
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で
長
生
き
し
、
後
世
の
功
徳
の
た
め
を
思
っ
た
落
窪
の
女
君
か
ら
、
め

で
た
く
尼
に
し
て
も
ら
う
。
と
う
と
う
北
の
方
は
、「
こ
の
世
に
生
き
て

い
る
人
は
、
継
子
を
憎
ん
で
は
い
け
な
い
。
継
子
と
い
う
も
の
は
あ
り

が
た
い
も
の
だ
っ
た
よ
」
と
継
子
の
徳
を
唱
え
る
。
こ
れ
で
や
っ
と
悪

玉
と
し
て
描
き
続
け
ら
れ
て
き
た
北
の
方
も
改
心
し
、
継
子
譚
に
付
き

物
で
あ
る
「
勧
善
懲
悪
」
的
な
機
能
も
果
た
さ
れ
た
か
と
思
っ
た
の
も

束
の
間
、
北
の
方
に
関
す
る
記
述
は
さ
ら
に
続
き
、
傍
線
部
の
如
く
、

ま
た
ち
ょ
っ
と
で
も
腹
が
立
つ
と
、「
魚
が
食
べ
た
い
の
に
、
私
を
尼
に

な
さ
っ
て
い
る
よ
。
自
分
が
腹
を
痛
め
て
生
ん
で
い
な
い
子
は
、
こ
ん

な
に
も
意
地
悪
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
」
と
悪
口
を
言
う
。
そ
れ
で
も
、

落
窪
の
女
君
夫
婦
は
北
の
方
の
死
後
の
法
要
を
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

右
の
傍
線
部
の
記
述
に
対
し
、
従
来
の
研
究
で
は
、
継
母
の
自
己
中

心
的
な
性
格
の
一
貫
性
を
示
す
一
文
と
し
て
位
置
づ
け

（
注
１
）、
さ
ら
に
三
谷

邦
明
氏
は
、「
世
に
あ
ら
ん
人
…
…
」
以
下
の
叙
述
は
、「
こ
の
継
子
い

じ
め
は
継
母
の
性
格
に
よ
る
と
い
う
こ
の
物
語
作
者
の
解
釈
が
明
記
さ

れ
て
い
る

（
注
２
）

」
箇
所
だ
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
こ
の
く
だ
り
の
叙
述
を

も
っ
て
、
継
母
北
の
方
は
、
徹
頭
徹
尾
悪
玉
で
、
常
に
腹
を
立
て
、
意

地
悪
な
こ
と
を
言
う
性
格
は
終
生
直
ら
な
か
っ
た
、
と
説
明
す
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
継
子
を
苛
め
て
も
前
非
を
悔

悟
し
な
い
よ
う
な
継
母
像
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
当
該
箇
所
は
本
当
に
継
子
苛
め
の
原
因
を
明
か
す
た
め
に
用
意
さ

れ
た
記
述
な
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
継
子
苛
め
の
原
因
が
北
の
方

の
性
格
に
よ
る
と
い
う
解
釈
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

小
論
で
は
、
北
の
方
の
僻
み
根
性
が
最
後
ま
で
直
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
示
す
結
末
部
の
記
述
に
着
目
し
、
そ
の
意
図
の
内
実
を
分
析
す
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
「
魚
の
欲
し
き
に
、
わ
れ
を
尼
に
な
し
た
ま
へ
る
」

と
い
う
描
写
に
お
け
る
「
魚
」
の
語
の
必
然
性
を
問
い
、
次
に
「
継
母

0

0

の
腹
ぎ
た
な
き
」（『
源
氏
物
語
』「
蛍
」）
な
ら
ぬ
、「
産
ま
ぬ
子

0

0

0

0

は
腹
ぎ

た
な
」
い
と
い
う
見
慣
れ
な
い
表
現
を
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え

て
北
の
方
を
め
ぐ
る
最
後
の
記
述
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

二
、「
魚
の
欲
し
き
に
、
わ
れ
を
尼
に
な
し
た
ま
へ
る
」

北
の
方
は
、「
産
ま
ぬ
子
は
か
く
腹
ぎ
た
な
か
り
け
り
」
と
い
う
表
現

を
用
い
る
根
拠
と
し
て
、「
魚
の
欲
し
き
に
、
わ
れ
を
尼
に
な
し
た
ま
へ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
魚
」
と
「
尼
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

三
谷
邦
明
氏
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
本
の
「
解
説
」
に
お
い

て
、

優
婆
夷
（
在
家
の
女
信
者
）
に
は
、
五
戒
（
不
殺
生
・
不
偸
盗
・

不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
生
物
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弟
子
の
童
子
は
紀
伊
国
の
海
辺
に
行
き
、「
鮮
ケ
キ
鯔
を
八
隻
」

（
同
前
）
を
買
っ
て
小
櫃
の
中
に
入
れ
て
帰
る
途
中
に
、
知
り
合
い

の
俗
人
の
男
三
人
に
会
う
。
櫃
の
中
身
を
聞
か
れ
、
咄
嗟
に
『
法

華
経
』
と
嘘
を
つ
く
が
無
理
矢
理
に
櫃
を
開
け
さ
せ
ら
れ
、
途
方

に
暮
れ
る
。
止
む
を
得
ず
櫃
を
開
け
て
見
る
と
、
魚
は
本
当
に

「
法
華
経
八
巻
に
化
せ
り
」（
261
頁
）。
俗
人
の
う
ち
、
一
人
は
不
審

に
思
い
、
密
に
童
子
に
つ
い
て
寺
ま
で
来
て
覗
い
て
見
る
と
、
櫃

の
中
の
『
法
華
経
』
は
今
度
は
ま
た
生
の
魚
に
化
し
て
い
て
、
大

僧
は
そ
の
魚
を
食
べ
た
。
そ
れ
を
見
た
俗
人
の
男
は
感
服
し
、
大

僧
を
大
師
と
し
て
供
養
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
説
話
の
結
末
文
は
、

当
に
知
れ
、
法
の
為
に
す
れ
ば
身
を
助
く
る
と
い
ふ
こ
と
を
。
食

物
に
於
き
て
は
、
雑
毒
を
食
ふ
と
雖
も
甘
露
と
成
り
、
魚
宍
を
食

ふ
と
雖
も
罪
も
非
ず
。
魚
化
し
て
経
と
成
り
、
天
感
じ
て
道
を
斉

し
た
ま
ふ
。
此
れ
も
復
奇
異
し
き
事
な
り
（
同
前
）。

と
書
か
れ
て
い
る
。
僧
侶
が
生
物
を
殺
し
て
食
べ
る
の
は
世
間
か
ら
誹

り
を
免
れ
な
い
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
一
般
通
念
が
あ
り
、
童
子
は
俗

人
達
に
櫃
の
中
身
を
聞
か
れ
た
時
に
嘘
を
つ
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か

は
食
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
ん
な
悪
口
に
な
っ
た
の
だ
。

（
367
頁
）

と
指
摘
さ
れ
る
。
確
か
に
「
尼
」
に
な
る
と
、
殺
生
が
禁
じ
ら
れ
る
の

で
、「
魚
」
が
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
が
、
し
か
し
こ
こ
が
「
魚
」
で
あ
る

必
然
性
は
果
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
「
肉
」
と
か

他
の
も
の
で
は
な
く
「
魚
」
と
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

殺
生
が
五
戒
の
中
で
も
特
に
重
ん
じ
ら
れ
た
戒
律
で
あ
る
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
あ
る
が
、
出
家
者
が
魚
を
食
べ
る
と
直
ち
に
天
罰
が
当
た

る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
事
情
に
よ
っ
て
は
殺
生
を
犯
し

て
魚
を
食
べ
て
も
罪
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
説
話
も

見
受
け
ら
れ
る
。『
日
本
霊
異
記
』（
下
巻
）
の
「
禅
師
の
食
は
む
と
す

る
魚
の
化
し
て
法
華
経
と
作
り
て
、
俗
の
誹
を
覆
し
し
縁　

第
六
」
と

い
う
霊
験
説
話
が
そ
れ
に
当
た
る
。
そ
の
説
話
の
粗
筋
は
以
下
の
よ
う

で
あ
る
。（『
日
本
霊
異
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
・
一

九
九
五
年
）
に
拠
る
。）

吉
野
山
の
山
寺
に
住
む
大
僧
は
、「
身
疲
れ
力
弱
り
て
、
起
居
す
る

こ
と
得
ず
。
魚
を
食
は
む
と
念
欲
ひ
て
」（
260
頁
）、
弟
子
に
「
我
、

魚
を
噉
は
む
と
欲
ふ
。
汝
求
め
て
我
を
養
へ
」（
同
前
）
と
言
う
。
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し
、
大
僧
ら
に
恥
を
か
か
せ
な
い
た
め
に
、「
天
の
守
護
」（
同
前
）
で

櫃
の
中
の
魚
が
『
法
華
経
』
八
巻
に
化
し
た
こ
と
や
、「
当
に
知
れ
、
法

の
為
に
す
れ
ば
身
を
助
く
る
」
云
々
と
い
う
叙
述
か
ら
し
て
、
出
家
者

が
魚
を
食
べ
る
行
為
は
一
律
に
批
判
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
病
気
治

療
等
の
た
め
に
は
許
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
猶
、
本
話
は
『
三
宝
絵
』（
巻
中
・
十
六
話
）
や
『
今
昔
物
語

集
』（
巻
第
十
二
・
二
十
七
話
）、『
本
朝
法
華
験
記
』（
巻
上
・
十
話
）、

『
宝
物
集
』（
巻
九
）、『
元
亨
釈
書
』（
巻
十
二
感
進
篇
・
四
ノ
四
）
等
に

も
、
同
話
も
し
く
は
類
話
が
見
ら
れ
る
有
名
な
話
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
魚
」
が
作
品
構
成
の
重
要
な
要
素
と
し
て
登
場
す
る
物

語
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
俊
蔭
」
巻
が
挙
げ
ら
れ
る
。
俊
蔭
の
死
後
、

俊
蔭
女
の
暮
ら
し
は
零
落
す
る
一
方
で
、
大
勢
い
た
使
用
人
た
ち
も
ほ

と
ん
ど
去
り
、
屋
敷
内
に
残
っ
て
面
倒
を
み
て
く
れ
る
の
は
嵯
峨
野
と

い
う
老
女
（
乳
母
の
召
使
）
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
老
女
も
仲
忠

が
五
つ
に
な
る
秋
に
死
に
、
母
子
の
生
活
は
困
窮
極
ま
り
な
く
、
餓
死

の
寸
前
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
二
人
が
兼
雅
に
再
び
出
逢

う
ま
で
の
七
年
間
を
凌
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
仲

忠
の
孝
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
仲
忠
は
わ
ず
か
五
歳
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
母
親
を
養
お
う
と
い
ろ
い
ろ
と
思
い
を
め
ぐ
ら
す
が
、
そ

の
最
初
の
行
い
が
河
原
で
魚
を
釣
る
こ
と
で
あ
る
。
河
で
釣
っ
た
魚

で
、
し
ば
ら
く
の
間
、
二
人
の
食
物
は
な
ん
と
か
維
持
で
き
た
が
、
冬

に
な
り
寒
く
な
る
に
つ
れ
、
河
面
が
凍
っ
て
、
魚
が
取
れ
な
い
。
こ
の

こ
と
を
泣
き
悲
し
む
仲
忠
の
身
に
奇
瑞
が
起
こ
る
。
そ
の
く
だ
り
は
以

下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
あ
る
。（
以
下
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
・
一
九
九
九
～
二
〇
〇
二
年
）
に
拠
る
。）

「
ま
こ
と
に
わ
れ
孝
の
子
な
ら
ば
、
氷
解
け
て
魚
出
で
来
。
孝
の
子

な
ら
ず
は
、
な
出
で
来
そ
」
と
て
、
泣
く
と
き
に
、
氷
解
け
て
、

大
い
な
る
魚
出
で
来
た
り
。
取
り
て
行
き
て
母
に
い
ふ
や
う
「
わ

れ
は
ま
こ
と
の
孝
の
子
な
り
け
り
」
と
語
る
。（
73－

74
頁
）。

	

右
の
叙
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
奇
瑞
が
起
こ
っ
た
の
は
仲
忠
が

「
孝
の
子
」
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。「
俊
蔭
」
巻
の
前
半
で
、
俊
蔭
一
家

の
繁
栄
は
琴
の
功
徳
に
よ
り
仏
陀
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
、
こ
れ
は
殊
に

孫
仲
忠
の
幸
運
の
予
言
で
も
あ
り
、
仲
忠
が
将
来
出
世
す
る
の
は
物
語

の
経
の
構
想
で
あ
り
、
必
然
的
な
結
果
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
敢
て
幼

少
期
の
仲
忠
に
試
練
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
仲
忠
の
人
物
規
定
に
関
わ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
真
冬
に
魚
を
釣
る
と
い
う
こ
と
や
、

そ
れ
に
続
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
雪
に
降
り
積
も
ら
れ
て
在
り
場
所

が
分
か
ら
ぬ
芋
等
を
得
る
こ
と
、
熊
か
ら
老
杉
の
う
つ
ほ
を
譲
っ
て
も

ら
う
こ
と
等
の
一
連
の
奇
瑞
は
、
仲
忠
の
「
孝
の
子
」
と
し
て
の
人
物

規
定
に
因
る
も
の
で
あ
り
、「
寒
冬
求
魚
譚
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
こ
れ
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ら
の
一
連
の
奇
瑞
譚
は
、「
孝
子
仲
忠
像
」
の
造
形
に
効
果
的
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。

さ
て
、
仲
忠
の
物
語
に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
奇
瑞
譚
が
漢
文
資
料
か

ら
取
材
し
た
こ
と
は
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
注
３
）。
真
冬
に
魚
を
釣
る
話
は
「
王
祥
譚
」
か
ら
、
雪

に
降
り
積
も
ら
れ
て
在
り
場
所
が
分
か
ら
ぬ
芋
等
を
得
る
話
は
「
孟
仁

譚
」
か
ら
、
熊
か
ら
杉
の
う
つ
ほ
を
譲
っ
て
も
ら
う
話
は
「
楊
威
譚
」

か
ら
素
材
を
得
、
そ
れ
ら
を
翻
案
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

話
は
中
国
の
孝
子
説
話
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
奈

良
時
代
に
は
既
に
日
本
に
将
来
し
た
と
さ
れ
る
『
孝
子
伝

（
注
４
）』

に
は
揃
っ

て
所
収
さ
れ
て
い
る
。
猶
、『
孝
子
伝
』
に
お
い
て
は
、「
孟
仁
譚
」（
26

話
）、「
王
祥
譚
」（
27
話
）
に
続
い
て
「
姜
詩
譚
」（
28
話
）
を
載
せ
る

が
、
こ
の
三
話
は
あ
る
共
通
の
モ
チ
ー
フ
の
も
と
に
意
図
的
に
配
列
さ

れ
て
い
る
。
以
下
、
仲
忠
孝
養
譚
の
内
容
に
よ
り
近
い
と
さ
れ
る
船
橋

本
『
孝
子
伝
』
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
示
す
。（
本
文
の
引
用
及
び
書
き
下
し

文
は
、
幼
学
の
会
編
『
孝
子
伝
注
解
』（
汲
古
書
院
・
二
〇
〇
三
年
）
に
拠
る
。
但
し
、

書
き
下
し
文
は
私
見
に
よ
っ
て
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。）

	
	•		

孟
仁

0

0

者
江
夏
人
也
。
事
母
至
孝
。
母
好
食
笋
、
仁
常
勤
供
養
。
冬

月
無
笋
。
仁
至
竹
園
、
執
竹
泣
。
而
精
誠
有
感
、
笋
為
之
生
。
仁

採
供
之
也
。

	
	
	

孟
仁
は
江
夏
の
人
な
り
。
母
に
事
へ
て
至
孝
な
り
。
母
笋
を
食
す
る
こ
と

を
好
み
、
仁
常
に
勤
め
て
供
養
す
。
冬
月
笋
無
し
。
仁
竹
園
に
至
り
、
竹

を
執
り
て
泣
く
。
而
し
て
精
誠
感
有
り
、
笋
之
が
為
め
に
生
ふ
。
仁
採
り

て
之
を
供
す
る
な
り
。

	
	•		

王
祥

0

0

者
至
孝
也
。
為
呉
時
司
空
也
。
其
母
好
生
魚
、
祥
常
懃
仕
。

至
于
冬
節
、
池
悉
凍
、
不
得
要
魚
。
祥
臨
池
扣
氷
泣
。
而
氷
砕
魚

踊
出
。
祥
採
之
供
母
。

	
	
	

王
祥
は
至
孝
な
り
。
呉
の
時
の
司
空
と
為
る
な
り
。
其
の
母
生
魚
を
好
み
、

祥
常
に
懃
仕
す
。
冬
節
に
至
り
、
池
悉
く
凍
り
、
魚
を
要
む
る
を
得
ず
。

祥
池
に
臨
み
氷
を
扣
き
て
泣
く
。
而
し
て
氷
砕
け
魚
踊
り
出
づ
。
祥
之
を

採
り
て
母
に
供
す
。

	
	•		

姜
詩

0

0

者
広
漢
人
也
。
事
母
至
孝
也
。
母
好
飲
江
水
。
江
去
家
六
十

里
、
婦
常
汲
供
之
。
又
耆
魚
膾
。
夫
婦
恒
求
供
之
。
於
時
精
誠
有

感
、
其
家
庭
中
、
自
然
出
泉
、
鯉
魚
一
双
、
日
々
出
之
。
即
以
此

常
供
。
天
下
聞
之
。
孝
敬
所
致
、
天
則
降
恩
、
甘
泉
涌
庭
、
生
魚

化
出
也
。
人
之
為
子
者
、
以
明
鑑
之
也
。

	
	
	

姜
詩
は
広
漢
の
人
な
り
。
母
に
事
へ
て
至
孝
な
り
。
母
江
水
を
飲
む
を
好

む
。
江
、
家
去
る
こ
と
六
十
里
、
婦
常
に
汲
み
て
之
を
供
す
。
又
魚
膾
を

耆
む
。
夫
婦
恒
に
求
め
て
之
を
供
す
。
時
に
精
誠
感
有
り
て
、
其
の
家
の

庭
中
に
、
自
然
に
泉
出
で
、
鯉
魚
一
双
、
日
々
に
之
出
づ
。
即
ち
此
れ
を

以
っ
て
常
に
供
す
。
天
下
之
を
聞
く
。
孝
敬
の
致
る
所
、
天
則
ち
恩
を
降
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し
、
甘
泉
庭
に
湧
き
、
生
魚
化
出
す
る
な
り
。
人
の
子
為
る
者
は
、
以
っ

て
明
ら
か
に
之
に
鑑
み
よ
と
な
り
。

	

こ
れ
ら
三
話
は
、「
至
孝
」
の
表
れ
と
し
て
母
親
の
た
め
に
何
か
を
求

め
（
真
冬
に
「
魚
、
笋
」
を
求
め
た
り
、
毎
日
「
江
水
」
や
「
新
鮮
な
魚
」
を
求
め
歩

く
）
奇
瑞
に
よ
っ
て
実
現
す
る
、
と
い
う
共
通
の
モ
チ
ー
フ
を
有
す
る

話
群
で
、
意
図
的
に
前
後
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。「
母
好
食
魚
」
や
「
母

好
食
笋
」
等
の
フ
レ
ー
ズ
を
含
む
孝
養
奇
瑞
譚
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
が
強

く
、
加
え
て
日
本
で
も
愛
読
さ
れ
た
『
蒙
求
』（「
王
祥
守
柰
」）
等
に
も

収
録
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
平
安
時
代
の
人
々
の
間
で
も
広
く
知
ら
れ

た
説
話
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
作
者
も
、

「
孝
の
子
」
仲
忠
を
造
形
す
る
時
に
、
こ
れ
ら
の
話
を
活
用
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
、「
魚
」
は
該
当
箇
所
以
外
、

も
う
一
箇
所
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。

く
る
ゝ
戸
の
廂
二
間
あ
る
部
屋
の
、
酢
、
酒
、
魚
な
ど
ま
さ
な
く

し
た
る
部
屋
の
、
た
ゞ
畳
一
ひ
ら
口
の
も
と
に
う
ち
敷
き
て
、

…
…
（
86
頁
）

	

右
は
、
落
窪
の
女
君
が
北
の
方
の
企
み
で
北
の
部
屋
に
籠
め
ら
れ
る

場
面
で
あ
る
が
、
北
の
部
屋
の
中
に
は
、
酢
、
酒
、
魚
な
ど
が
置
か
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
魚
」
は
北
の
方
一
家
に
常
備
さ
れ
た
食
物

で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
尼
に
さ
れ
た
恨
み
を
言

う
時
に
反
射
的
に
口
に
出
し
た
の
が
「
魚
」
で
あ
っ
た
、
と
結
び
付
け

る
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。「
魚
の
欲
し
き
に
、
わ
れ
を
尼
に
な
し
た
ま
へ

る
」
と
い
う
表
現
を
見
て
、
読
み
手
が
直
ち
に
巻
一
の
当
該
箇
所
を
思

い
浮
か
べ
、
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
、
に
わ
か
に
は
考
え
難
い

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
母
好
食
魚
」
と
い
う
表
現
を
含
む
「
王
祥
譚
」

や
そ
れ
を
翻
案
し
た
と
さ
れ
る
仲
忠
の
孝
養
譚
を
下
敷
き
に
し
た
表
現

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
実
母
の
た
め
に
、
真
冬
で
も

魚
や
笋
を
求
め
歩
く
孝
子
（
中
国
の
孟
仁
、
王
祥
、
姜
詩
や
日
本
の
仲
忠
）
も

い
る
の
に
、
魚
を
食
べ
さ
せ
ま
い
と
し
て
、
自
分
を
尼
に
し
た
落
窪
の

女
君
は
親
不
孝
で
あ
る
、
と
北
の
方
が
捻
く
れ
た
こ
と
を
言
っ
た
」
と

解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
こ
は
、「
肉
」
な
ど

別
の
食
物
で
は
な
く
、
端
的
に
「
魚
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
て
こ
そ
「
魚
」
の
必
然
性
も
納
得
で
き
る
。

三
、「
継
母
の
腹
ぎ
た
な
き
」
と
「
産
ま
ぬ
子
は
腹
ぎ
た
な
し
」

次
に
、「
産
ま
ぬ
子
は
か
く
腹
ぎ
た
な
か
り
け
り
」
と
い
う
表
現
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、「
腹
ぎ
た
な
し
」
と
い
う
表
現
の
一
般
的
な
用
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法
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

Ａ	
	

か
く
て
、
宮
に
典
侍
の
申
し
た
ま
ふ
。「
い
と
腹
汚
く
、
幼
く
お
は

し
ま
す
。
こ
れ
は
何
の
罪
に
て
あ
る
御
心
地
に
も
あ
ら
ず
。
知
ら

せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ね
ば
、
お
と
ど
は
騒
ぎ
た
ま
ふ
。
…
…
」

（『
う
つ
ほ
物
語
』「
国
譲
中
」・
③
184
頁
）

Ｂ	
	（

宮
司
）「
い
と
あ
や
し
か
り
け
る
事
か
な
。
今
は
み
な
乗
り
た
ま

ひ
ぬ
ら
む
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
。
こ
は
な
ど
か
う
お
く
れ
さ
せ
た
ま

へ
る
。
今
は
得
選
乗
せ
む
と
し
つ
る
に
。
め
づ
ら
か
な
り
や
」
な

ど
、
お
ど
ろ
き
て
寄
せ
さ
す
れ
ば
、（
清
少
納
言
）「
さ
は
ま
づ
そ

の
御
心
ざ
し
あ
ら
む
を
こ
そ
乗
せ
た
ま
は
め
。
次
に
こ
そ
」
と
言

ふ
声
を
聞
き
て
、（
宮
司
）「
け
し
か
ら
ず
、
腹
ぎ
た
な
く
お
は
し

ま
し
け
り
」
な
ど
言
へ
ば
、
乗
り
ぬ

（
注
５
）。（『

枕
草
子
』
第
二
六
〇
段
・
402－

403
頁
）

Ｃ	
	

ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
く
に
や
と
お
ぼ
ゆ
る
に
、
た
だ
こ
こ
に
し
も
、

「
宿
直
奏
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
声
づ
く
る
な
り
。
ま
た
こ
の
わ
た
り
に
隠

ろ
へ
た
る
近
衛
官
ぞ
あ
る
べ
き
、
腹
ぎ
た
な
き
か
た
へ
の
教
へ
お

こ
す
る
ぞ
か
し
、
と
大
将
は
聞
き
た
ま
ふ
。
を
か
し
き
も
の
か
ら

わ
づ
ら
は
し
。
こ
こ
か
し
こ
尋
ね
歩
き
て
、「
寅
一
つ
」
と
申
す
な

り（
注
６
）。（『

源
氏
物
語
』「
賢
木
」・
②
105
頁
）

	

Ａ
は
、
仲
忠
が
忠
こ
そ
を
呼
び
、
女
一
の
宮
の
た
め
に
加
持
を
頼
む

場
面
で
あ
る
。
典
侍
は
女
一
の
宮
が
妊
娠
の
こ
と
を
仲
忠
に
知
ら
せ
ず

心
配
さ
せ
る
の
は
「
い
と
腹
汚
く
、
幼
」
い
と
言
う
。

Ｂ
は
、
中
宮
様
が
内
裏
か
ら
二
条
の
北
宮
へ
行
啓
さ
れ
た
夜
、
清
少

納
言
が
ほ
か
の
女
房
達
よ
り
も
乗
り
遅
れ
た
こ
と
に
気
付
い
た
宮
司

は
、「
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
遅
れ
た
の
で
す
か
。（
み
な
さ
ん
、
も
う
乗

ら
れ
て
）
今
は
得
選
（
御
厨
子
所
の
女
官
）
を
乗
せ
よ
う
と
し
た
の
に
」

と
驚
い
て
車
を
寄
せ
さ
せ
る
と
、
清
少
納
言
は
、「
そ
れ
で
は
ま
ず
得
選

達
を
乗
せ
て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
は
そ
の
次
に
で
も
」
と
言
う
。
そ
れ

を
聞
い
た
宮
司
は
、「
け
し
か
ら
ず
、
腹
ぎ
た
な
く
お
は
し
ま
し
け
り
」

と
言
う
。

Ｃ
は
、
光
源
氏
が
朧
月
夜
と
密
会
す
る
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、

わ
ざ
わ
ざ
宿
直
奏
の
者
た
ち
に
近
衛
官
の
居
場
所
を
教
え
て
、
他
人
の

忍
び
の
恋
の
秘
密
を
あ
ば
き
た
て
て
興
じ
よ
う
と
す
る
連
中
は
「
腹
ぎ

た
な
」
い
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、「
腹
ぎ
た
な
し
」
と
は
「
意
地
が
悪
い
。
心
持

ち
が
素
直
で
な
い
。
腹
が
黒
い
」
等
の
意
味
で
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。

次
に
「
継
母
の
腹
ぎ
た
な
し
」
も
し
く
は
、
継
母
に
対
し
て
「
腹
ぎ

た
な
し
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
用
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
す

ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、『
源
氏
物
語
』「
蛍
」
巻
の
例
で
あ
る
。
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（
ア
）	

継
母
の
腹
き

（
マ
マ
）た

な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
、
心
見
え
に
心
づ
き

な
し
と
思
せ
ば
、
い
み
じ
く
選
り
つ
つ
な
む
、
書
き
と
と
の
へ
さ

せ
、
絵
な
ど
に
も
描
か
せ
た
ま
ひ
け
る
。（『
源
氏
物
語
』「
蛍
」・
③
216

頁
）

	

（
ア
）
は
、
物
語
の
是
非
を
評
す
る
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
有
名

な
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
は
紫
の
上
と
明
石
の
姫
君
が
継
母
子
関
係
に

あ
る
こ
と
を
配
慮
し
、
継
母
が
意
地
悪
く
継
子
を
苛
め
る
よ
う
な
「
継

母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
」
は
、
紫
の
上
に
と
っ
て
は
不
都
合
な
こ
と

だ
ろ
う
と
憚
っ
て
、
物
語
の
内
容
を
厳
選
し
、
清
書
さ
せ
、
絵
等
を
描

か
せ
る
。「
継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
」
に
つ
い
て
、『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
』
本
の
頭
注
で
は
、「『
落
窪
物
語
』
や
『
住
吉
物
語
』
な

ど
、
継
子
苛
め
の
類
型
的
な
物
語
を
い
う
」（
216
頁
）
と
指
摘
す
る
。
ま

た
当
該
箇
所
の
記
述
か
ら
、
継
母
が
継
子
を
苛
め
る
物
語
が
当
時
数
多

く
存
在
し
、
広
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い

る
。
確
か
に
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
古
本
『
住
吉

物
語
』
も
『
落
窪
物
語
』
も
内
容
そ
の
も
の
は
、
継
母
が
継
子
を
苛
め

る
腹
ぎ
た
な
き
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
と
も
、「
継
母
の
腹
ぎ
た
な

し
」
も
し
く
は
継
母
に
対
し
て
「
腹
ぎ
た
な
し
」
と
い
う
表
現
を
用
い

て
い
な
い

（
注
７
）。
現
存
す
る
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
物
語
で
は
、
唯
一
『
う

つ
ほ
物
語
』
の
「
忠
こ
そ
」
巻
に
、
該
当
す
る
用
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。

（
イ
）	「
た
れ
も
た
れ
も
、
親
に
は
も
の
し
た
ま
へ
ど
、
小
さ
き
と
き

は
、
女
親
の
ご
と
は
あ
ら
ぬ
も
の
な
り
。
よ
し
い
か
が
は
せ
む
。

お
の
れ
に
代
り
て
、
腹
汚
き
人

0

0

0

0

に
つ
き
て
、
あ
し
き
目
見
せ
た
ま

ふ
な
。
腹
汚
き
人

0

0

0

0

あ
り
て
あ
し
き
こ
と
聞
こ
ゆ
る
人
あ
り
と
も
、

い
は
む
人
の
罪
に
な
し
た
ま
へ
。
す
べ
て
わ
が
子
の
た
め
、
あ
し

か
ら
む
こ
と
を
ば
、
水
の
上
に
降
る
雪
、
砂
子
の
上
に
置
く
露
と

な
し
た
ま
へ
」
と
聞
こ
え
置
き
て
、
隠
れ
た
ま
ひ
ぬ
。（『
う
つ
ほ
物

語
』「
忠
こ
そ
」・
①
211
頁
）

	

（
イ
）
は
、
橘
千
蔭
の
北
の
方
の
遺
言
で
あ
る
。
忠
こ
そ
の
実
母
は
臨

終
に
際
し
、
わ
が
子
の
身
の
上
を
案
じ
、
千
蔭
に
右
の
よ
う
な
こ
と
を

遺
言
し
て
亡
く
な
る
が
、
物
語
は
こ
の
遺
言
が
破
ら
れ
る
形
で
展
開
さ

れ
る
。
実
母
は
遺
言
の
中
で
、「
私
に
代
わ
っ
て
腹
汚
き
人

0

0

0

0

を
迎
え
、
こ

の
子
に
か
わ
い
そ
う
な
目
を
見
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
も
し
腹
汚
き
人

0

0

0

0

が
い
て
、
忠
こ
そ
の
た
め
に
悪
い
こ
と
を
耳
に
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
告
げ
口
す
る
ほ
う
が
悪
い
の
だ
と
お
思
い

く
だ
さ
い
」
と
言
う
。
し
か
し
、
千
蔭
は
一
条
北
の
方
の
所
に
通
い
、

そ
の
讒
言
で
、
つ
い
に
父
子
の
間
に
は
隔
た
り
が
生
じ
、
忠
こ
そ
は
出

家
し
て
姿
を
く
ら
ま
す
。
後
日
、
千
蔭
は
帝
に
召
さ
れ
、
石
帯
の
紛
失

の
一
件
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
不
審
な
こ
と
ど
も
を
企
ん
だ
の

は
、
あ
の
一
条
北
の
方
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
千
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蔭
は
「
腹
汚
き
こ
と

0

0

0

0

0

も
、
返
す
返
す
の
た
ま
ひ
け
り
」（
同
前
・
245
頁
）

云
々
と
、
先
妻
の
遺
言
を
破
っ
た
こ
と
を
痛
恨
す
る
が
、
そ
の
後
悔
の

場
面
に
「
腹
汚
き
こ
と

0

0

0

0

0

」
と
い
う
表
現
は
又
も
用
い
ら
れ
る
。
有
ら
ぬ

事
を
讒
言
し
、
千
蔭
親
子
の
仲
を
裂
か
せ
、
忠
こ
そ
を
出
家
へ
と
追
い

込
ん
だ
継
母
一
条
北
の
方
は
ま
さ
し
く
「
腹
汚
き
人
」
で
あ
る
。

（
ウ
）	「
…
…
か
か
る
こ
と
な
む
あ
る
と
、
か
し
こ
に
語
ら
む
と
思
へ

ど
、
か
か
る
仲
ら
ひ
を
、
昔
よ
り
腹
汚
き
も
の
に
人
の
い
へ
ば
あ

ぢ
き
な
く
て
な
む
え
も
の
せ
ぬ
。
君
や
は
忠
こ
そ
が
帝
に
か
う
奏

し
た
る
や
う
に
告
げ
た
ま
は
ぬ
。」（
同
前
・
230
頁
）

	

（
ウ
）
は
、
一
条
北
の
方
が
祐
宗
（
亡
き
左
大
臣
の
甥
）
を
呼
び
、
再

度
、
忠
こ
そ
を
陥
れ
る
奸
計
を
め
ぐ
ら
す
場
面
で
あ
る
。
一
条
北
の
方

は
祐
宗
に
、「
忠
こ
そ
が
自
分
に
異
常
な
感
情
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
た

め
に
帝
に
讒
言
し
、
父
大
臣
を
罪
に
陥
れ
左
遷
さ
せ
よ
う
と
企
ん
で
い

る
。
こ
の
こ
と
を
直
接
に
千
蔭
に
伝
え
た
い
が
、「
か
か
る
仲
ら
ひ
を
、

昔
よ
り
腹
汚
き
も
の
」
と
人
々
が
言
っ
て
い
る
の
で
、
誤
解
さ
れ
る
の

が
い
や
で
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
な
た
が
大
臣
に
忠
こ
そ
の

悪
企
み
を
知
ら
せ
な
さ
い
」
と
言
う
。「
か
か
る
仲
ら
ひ
」
と
は
、
当
然

「
継
母
と
継
子
の
間
柄
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
「
継
子

物
」
を
見
る
限
り
、
悪
者
は
常
に
継
母
の
ほ
う
で
あ
り
、「
腹
ぎ
た
な

し
」
と
さ
れ
る
の
は
継
母
を
指
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
忠
こ
そ
物
語
に
お
い
て
「
腹
ぎ
た
な
し
」
は
、
あ
た

か
も
継
母
専
用
の
形
容
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
既
に
注
釈
書
に
も
指
摘
が
見
ら
れ
る

（
注
８
）。

加
え
て
、
先
述

の
如
く
、
現
存
す
る
日
本
の
文
学
作
品
を
見
る
限
り
、
継
母
に
対
し
て

「
腹
ぎ
た
な
し
」
と
表
現
し
た
の
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
が
初
め
て
で
あ

り
、『
源
氏
物
語
』
の
「
継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
」
と
い
う
表
現
も

『
う
つ
ほ
物
語
』
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
か
か
る
仲
ら
ひ
を
、
昔
よ
り
腹
汚

0

0

0

0

0

き
も
の

0

0

0

」
云
々
の
「
昔
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
念
頭
に
置
い
た

表
現
な
の
だ
ろ
う
か
。
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
日
本
の
文
学
作
品
も
多
い

中
、
枠
組
み
と
し
て
「
継
子
苛
め
譚
」
を
取
り
入
れ
た
物
語
を
『
う
つ

ほ
物
語
』
の
忠
こ
そ
物
語
や
古
本
『
住
吉
物
語
』、『
落
窪
物
語
』
以
前

に
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
中
国
に
は
、『
孝
子
伝
』
所
収
の

「
伯
奇
譚
」
や
「
閔
子
騫
譚
」
等
を
は
じ
め
と
す
る
、
継
母
に
よ
る
継
子

苛
め
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
説
話
も
多
く
み
ら
れ
る
。
特
に
、
継
母
の
讒

言
に
よ
り
父
子
の
仲
に
亀
裂
が
生
じ
、
そ
れ
を
悲
観
し
た
男
主
人
公
伯

奇
が
家
出
を
し
、
死
ん
で
鳥
と
な
っ
て
継
母
に
復
讐
し
た
、
と
い
う

「
伯
奇
譚
」
は
、
忠
こ
そ
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
説

話
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が

（
注
９
）、「
か
か
る
仲
ら
ひ
を
、
昔
よ
り
腹
汚
き
も

の
」
と
言
う
叙
述
は
、
こ
れ
ら
中
国
の
継
子
苛
め
説
話
を
念
頭
に
お
い
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た
表
現
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
用
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。『
落
窪

物
語
』
内
で
、「
腹
ぎ
た
な
し
」
と
い
う
表
現
は
計
四
回
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
侍
女
あ
こ
き
と
継
母
北
の
方
が
二
回
ず
つ
使
用
し
て
い
る
。
ま

ず
、
あ
こ
き
の
用
い
た
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

①	
	

帯
刀
、
あ
こ
き
を
、「
ま
い
り
て
申
給
へ
。」
と
言
へ
ば
、「
よ
べ
は

ま
い
ら
で
、
け
さ
ま
い
ら
ん
、
げ
に
ま
ろ
が
知
り
た
る
事
と
こ
そ

思
ほ
さ
め
。
は
ら
ぎ
た
な
く）

（注

（
注

、
人
に
疎
ま
せ
た
て
ま
つ
る
こ
と
。」

と
怨
ず
る
…
…
（
29
頁
）

②	
	

あ
き
き
、
返
り
こ
と
書
く
。「
い
で
や
、
心
づ
き
な
く
。
こ
は
何
ご

と
ぞ
。
よ
べ
の
心
は
か
ぎ
り
な
く
あ
い
な
く
、
心
づ
き
な
く
、
腹

ぎ
た
な
し
と
見
て
し
か
ば
、
い
ま
行
さ
き
も
い
と
頼
も
し
げ
な
く

な
ん
。
…
…
」（
32
頁
）

	

①
と
②
は
、
い
ず
れ
も
あ
こ
き
が
夫
の
帯
刀
に
対
し
て
使
う
表
現
で

あ
る
。
中
納
言
一
家
が
石
山
詣
で
に
大
勢
で
出
か
け
た
夜
、
少
将
道
頼

は
雨
の
中
に
中
納
言
邸
を
訪
れ
、
落
窪
の
女
君
を
垣
間
見
し
、
そ
の
美

し
さ
に
魅
せ
ら
れ
、
帯
刀
の
手
助
け
で
落
窪
の
女
君
と
無
理
矢
理
に
契

り
一
夜
を
過
ご
す
。
あ
こ
き
は
女
君
の
ピ
ン
チ
に
気
付
き
な
が
ら
も
、

帯
刀
の
妨
害
で
、
道
頼
の
侵
入
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
こ

と
で
帯
刀
を
恨
む
。
次
の
日
、
帯
刀
は
あ
こ
き
に
姫
君
の
部
屋
に
行
く

よ
う
勧
め
る
が
、
あ
こ
き
は
、「
昨
日
の
夜
は
（
姫
君
の
所
に
）
行
か

ず
、
今
朝
行
っ
た
ら
、
本
当
に
私
が
知
っ
て
い
た
事
に
な
り
、
わ
ざ
と

姫
君
に
私
を
厭
わ
せ
よ
う
と
す
る
あ
な
た
は
「
腹
ぎ
た
な
」
い
」
と
言

う
。次

の
日
、
少
将
の
後
朝
の
文
と
と
も
に
あ
こ
き
宛
て
に
帯
刀
の
手
紙

が
届
く
が
、「
昨
日
の
こ
と
は
事
前
に
少
し
も
知
ら
な
か
っ
た
の
に
、
あ

な
た
か
ら
散
々
に
恨
ま
れ
る
の
は
心
外
だ
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
あ

こ
き
は
そ
の
返
事
に
「
昨
日
の
こ
と
は
、
こ
の
う
え
な
く
不
愉
快
で
、

あ
な
た
は
「
腹
ぎ
た
な
」
い
人
だ
」
と
言
う
。
こ
の
二
例
は
、
あ
こ
き

が
心
の
底
か
ら
帯
刀
を
恨
ん
で
の
表
現
で
は
な
く
、
道
頼
の
手
助
け
を

し
な
が
ら
も
、
ま
る
で
知
ら
ん
振
り
を
す
る
帯
刀
の
仕
打
ち
に
腹
を
立

て
る
表
現
で
あ
る
、
あ
こ
き
は
帯
刀
を
「
意
地
が
悪
い
」
と
非
難
す
る

が
、
こ
の
二
例
は
、
前
述
の
用
例
Ａ
～
Ｃ
と
同
様
の
使
い
方
で
あ
る
。

次
に
、
継
母
北
の
方
が
用
い
た
「
腹
ぎ
た
な
し
」
に
つ
い
て
考
察
す

る
。

③	
	

母
北
の
方
、「
わ
れ
や
は
こ
の
事
は
せ
し
。
左
の
大
い
殿
の
し
た
ま

ひ
し
か
ば
、
か
な
し
き
め
を
見
せ
給
は
ん
と
て
、
腹
ぎ
た
な
き
わ

ざ
を
し
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。
何
か
う
れ
し
と
思
ひ
け
ん
。」…
…

（
283
頁
）
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④	
	「

世
に
あ
ら
ん
人
、
ま
ゝ
子
に
く
む
な
。
ま
ゝ
子
な
ん
う
れ
し
き
物

は
あ
り
け
る
。」
と
の
給
て
、
又
う
ち
腹
立
ち
給
時
は
、「
魚
の
ほ

し
き
に
、
我
を
尼
に
な
し
た
ま
へ
る
。
産
ま
ぬ
子
は
か
く
腹
ぎ
た

な
か
り
け
り
。」
と
な
ん
の
給
け
る
。
死
に
給
て
後
も
た
ゞ
大
い
殿

の
い
か
め
し
う
し
た
ま
ひ
け
る
。（
290－

291
頁
）

	

③
は
、
四
の
君
が
権
帥
と
再
婚
し
て
筑
紫
に
下
る
に
際
し
、
北
の
方

が
四
の
君
と
の
別
れ
を
惜
し
む
場
面
で
あ
る
。
四
の
君
と
権
帥
と
の
再

婚
話
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
時
、
北
の
方
は
、「
わ
が
な
か
ら
ん
間
、
か
く

て
の
み
あ
る
を
、
う
し
ろ
め
た
な
し
、
た
ゞ
の
受
領
の
よ
か
ら
ん
を
が

な
と
こ
そ
思
ひ
つ
る
に
、
ま
し
て
か
ん
だ
ち
め
に
あ
な
り
、
い
と
〳
〵

う
れ
し
き
こ
と
な
な
り
。」（
260
頁
）
と
、
四
の
君
の
再
婚
話
を
喜
ぶ
。

し
か
し
一
方
で
は
、「
か
く
こ
ま
か
に
う
し
ろ
見
る
が
あ
わ
れ
な
る
こ

と
を
ぞ
。
女
君
よ
り
殿
こ
そ
御
心
ば
へ
あ
わ
れ
な
れ
。」（
同
前
）
と
、

依
然
と
し
て
落
窪
の
女
君
の
好
意
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
、
捻
く
れ
た

こ
と
を
口
に
す
る
。
四
の
君
の
再
婚
を
は
じ
め
、
道
頼
が
北
の
方
腹
の

子
女
の
世
話
を
す
る
の
は
、
落
窪
の
女
君
を
熱
愛
す
る
故
で
あ
る
こ
と

は
自
明
の
こ
と
で
あ
り）

（（

（
注

、
北
の
方
も
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
が
な

い
の
に
、
ど
う
し
て
も
素
直
に
認
め
よ
う
と
し
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ

う
な
北
の
方
で
も
落
窪
の
女
君
の
孝
養
ぶ
り
に
は
感
服
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
北
の
方
が
権
帥
の
邸
に
着
て
行
く
に
相
応
し
い
衣
服
が
な
い
こ
と

を
歎
い
て
い
る
時
に
、
そ
の
こ
と
を
察
し
た
落
窪
の
女
君
が
、
い
ろ
い

ろ
と
素
晴
ら
し
い
衣
装
を
仕
立
て
て
贈
っ
て
き
た
。
北
の
方
は
、
上
機

嫌
に
な
り
、「
人
は
産
み
た
る
子
よ
り
も
ま
ゝ
子
の
と
く
を
こ
そ
見
け

れ
。」（
276
頁
）
と
称
揚
す
る
ば
か
り
か
、「
い
や
〳
〵
ま
ゝ
こ
の
と
く
を

な
ん
見
る
。
さ
知
り
た
ま
へ
れ
。
此
あ
ん
な
る
子
ど
も
、
ゆ
め
〳
〵
に

く
み
給
な
。
を
の
が
子
ど
も
よ
り
も
か
な
し
う
し
た
ま
へ
。
を
の
れ
は

む
か
し
に
く
ま
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
し
ば
し
に
て
も
恥
を
見
て
、
い
た
き

め
は
見
ざ
ら
ま
し
。」（
278
頁
）
と
言
い
、
権
帥
の
先
妻
の
子
供
達
に
よ

く
す
る
よ
う
に
四
の
君
を
戒
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
束
の
間
で
、
い

ざ
四
の
君
が
筑
紫
に
下
る
と
な
る
と
、「
七
十
に
わ
れ
は
な
り
な
ん
ず
。

い
か
で
か
六
七
年
生
け
ら
ん
と
す
る
。
あ
ひ
見
で
死
な
ん
こ
と
。」（
282

頁
）
と
泣
き
喚
き
な
が
ら
別
れ
を
惜
し
み
、
四
の
君
の
再
婚
は
「
自
分

た
ち
に
悲
し
い
思
い
を
さ
せ
る
た
め
に
、
左
の
大
い
殿
（
道
頼
）
が
し

た
「
腹
ぎ
た
な
き
」
仕
業
で
あ
る
」
と
放
言
す
る
。「
道
頼
」
を
名
指
し

て
い
る
が
、
真
の
攻
撃
の
標
的
は
落
窪
の
女
君
で
あ
り
、
北
の
方
は
一

方
で
は
「
継
子
の
徳
」
を
唱
え
つ
つ
も
、
も
う
一
方
で
は
「
腹
ぎ
た
な

い
」
継
子
で
あ
る
と
罵
倒
す
る
。
北
の
方
の
こ
の
よ
う
な
矛
盾
す
る
言

動
の
繰
り
返
し
は
物
語
の
最
後
の
場
面
で
も
語
ら
れ
る
。

④
は
、
先
に
も
引
用
し
た
が
、
物
語
の
終
わ
り
に
描
か
れ
た
北
の
方

に
関
す
る
最
後
の
叙
述
で
あ
る
。「
又
う
ち
腹
立
ち
給
う
時
は
」
と
い
う

表
現
を
境
に
、「
世
に
あ
ら
ん
人
」
云
々
の
箇
所
と
、「
魚
の
欲
し
き
に
」
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云
々
の
箇
所
と
が
対
照
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
は
一
目
瞭
然
で
あ

る
。
北
の
方
の
子
息
達
は
落
窪
の
女
君
夫
婦
の
恩
恵
で
、
そ
れ
ぞ
れ
出

世
し
、
自
分
も
七
十
歳
ま
で
長
生
き
す
る
。
そ
の
う
え
、
後
世
の
功
徳

の
た
め
に
、
立
派
な
作
法
で
尼
に
し
て
も
ら
っ
た
の
で
、
落
窪
の
女
君

に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
は
言
い
よ
う
も
な
い
。
北
の
方
は
、「
世
に
あ

ら
ん
人
、
ま
ゝ
子
に
く
む
な
。
ま
ゝ
子
な
ん
う
れ
し
き
物
は
あ
り
け
る
」

と
「
継
子
の
有
難
さ
」
を
讃
え
る
。
し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
で
も
気
に
く

わ
な
い
事
が
あ
る
と
、「
魚
が
食
べ
た
い
の
に
我
を
尼
に
な
さ
っ
た
。
自

分
が
腹
を
痛
め
て
産
ん
で
い
な
い
子
は
、
こ
ん
な
に
も
「
腹
ぎ
た
な
」

い
も
の
だ
っ
た
」
と
悪
口
を
い
う
。「
産
ま
ぬ
子
」
と
は
当
然
「
継
子
」

の
こ
と
で
あ
り
、
継
子
は
「
腹
ぎ
た
な
い
」
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に
、
継
母
北
の
方
の
表
現
に
見
ら
れ
る
「
腹
ぎ
た
な
し
」

は
い
ず
れ
も
落
窪
の
女
君
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
一

方
で
は
女
君
の
「
ま
ゝ
子
の
と
く
」
が
強
く
意
識
さ
れ
る
文
脈
で
使
わ

れ
、
実
に
興
味
深
い
。「
継
母
の
腹
ぎ
た
な
き
物
語
」
は
、
中
国
の
「
伯

奇
譚
」
や
「
閔
子
騫
譚
」、
日
本
の
忠
こ
そ
物
語
な
ど
を
通
し
て
平
安
時

代
の
人
々
に
も
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
継
子
の
腹

ぎ
た
な
き
物
語
」
の
如
き
は
、
絶
え
て
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
、「
産
ま
ぬ
子
は
腹
ぎ
た
な
し
」
と
い
う
奇
異
な
表
現
は
、「
継
母

の
腹
ぎ
た
な
し
」
を
意
識
し
、
ア
レ
ン
ジ
し
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

さ
て
、
前
節
で
は
、「
魚
の
欲
し
き
に
」
云
々
が
、
孝
養
奇
瑞
譚
（「
王

祥
譚
」
や
「
仲
忠
物
語
」）
を
念
頭
に
お
い
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
が
、
そ
れ
に
続
く
「
腹
ぎ
た
な
し
」
が
、「
継
子
の
孝
行
の

徳
」
を
唱
え
る
文
脈
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

継
母
北
の
方
に
つ
い
て
の
最
後
の
叙
述
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
落
窪
の
女
君
は
親

に
孝
行
を
尽
く
す
実
子
（
王
祥
や
仲
忠
等
）
と
は
違
う
継
子
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
母
の
た
め
に
真
冬
に
魚
を
釣
る
ど
こ
ろ
か
、
自
分
は
魚
が
食

べ
た
い
の
に
尼
に
し
た
。
世
間
で
は
、
継
母
は
腹
が
き
た
な
い
（
意
地

が
悪
い
）
と
い
う
が
、
継
子
（
落
窪
の
女
君
）
こ
そ
こ
ん
な
に
も
腹
が

き
た
な
い
も
の
だ
っ
た
」
と
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
実
に
理
不
尽
か
つ

強
引
で
あ
る
が
、
偏
屈
者
で
あ
る
継
母
な
り
の
論
理
と
し
て
は
、
筋
が

通
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
で
初
め
て
、「
尼
」
と
「
魚
」
の
組
み
合
せ
も
、「
産
ま
ぬ
子
は
腹
ぎ

た
な
」
い
、
と
言
う
特
異
な
物
言
い
も
納
得
で
き
る
。

四
、
結　
び

通
常
「
継
子
譚
」
に
お
い
て
は
、
継
子
苛
め
と
そ
の
救
出
ま
で
が
物

語
の
大
枠
を
な
し
、「
孝
養
譚
」
は
後
日
譚
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
る
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
し
『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
は
、「
孝
養
譚
」
に
か
な
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り
の
筆
が
費
や
さ
れ
、
や
や
冗
長
の
感
を
否
め
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、

『
落
窪
物
語
』
を
あ
く
ま
で
も
「
継
子
苛
め
譚
」
と
い
う
枠
組
み
で
考
え

た
こ
と
に
よ
る
「
余
り
」
な
の
で
あ
り
、
全
体
の
三
分
の
一
弱
を
占
め

る
「
孝
養
譚
」
を
、
当
初
か
ら
意
図
さ
れ
た
、
物
語
を
構
成
す
る
重
要

な
骨
格
と
考
え
る
と
、
別
の
視
点
が
開
け
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
）
（注

（
注

。
巻
三
の
半
ば
以
降
の
「
孝
養
譚
」
は
、
そ
れ
ま
で
に
殆
ど
活
躍
す

る
こ
と
が
な
か
っ
た
主
人
公
で
あ
る
継
子
落
窪
の
女
君
の
中
納
言
一
家

へ
の
孝
養
や
恩
恵
に
関
わ
る
記
述
と
、
そ
の
孝
養
や
恩
恵
に
対
す
る
継

母
北
の
方
の
称
揚
（
継
子
の
徳
）
と
罵
倒
（
腹
ぎ
た
な
し
）
に
関
す
る

記
述
の
反
復
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
北
の
方
の
前
非
を
悔
悟
し
な
い
よ

う
な
言
動
は
物
語
の
終
盤
ま
で
続
き
、
一
見
そ
れ
は
北
の
方
の
邪
悪
な

性
格
の
一
貫
性
を
示
す
よ
う
な
叙
述
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
ら
の
言
動
が
常
に
「
継
子
の
徳
」
を
強
調
す
る
文
脈
と
共
存
す
る

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
北
の
方
の
悪
口
は
、
裏
を
返
せ
ば
「
継
子
の
孝

行
の
徳
に
対
す
る
讃
美
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
物
語
に
お
い
て
「
継

子
」
と
い
う
表
現
は
四
例
見
ら
れ
る
が
（「
ま
ゝ
子
の
と
く
」（
二
例
）、「
ま
ゝ

子
に
く
む
な
」、「
ま
ゝ
子
な
ん
う
れ
し
き
物
」）
そ
の
全
て
が
北
の
方
に
よ
る
落

窪
の
女
君
の
徳
を
唱
え
る
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
な
に
よ

り
も
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
落
窪
物
語
』
は
、
幼
く
し
て
実
母
に
死
な
れ
、
実
父
の
愛
情
も
薄

く
、
継
母
に
散
々
苛
め
ら
れ
る
継
子
が
、
太
政
大
臣
の
北
の
方
に
ま
で

出
世
す
る
「
さ
い
は
ひ
」
を
手
に
入
れ
る
、
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
が
、

継
子
で
あ
る
落
窪
の
女
君
が
こ
の
よ
う
な
幸
運
を
手
に
入
れ
る
事
が
出

来
た
の
は
一
体
何
故
だ
ろ
う
か
。
実
母
の
霊
の
守
護
も
長
谷
寺
観
音
の

霊
験
も
登
場
し
な
い
本
物
語
に
お
い
て
、
落
窪
の
女
君
に
賦
与
さ
れ
た

の
が
、「
継
子
の
孝
行
の
徳
」
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

（注

（
注

。
中
納
言
が

落
窪
の
女
君
に
対
し
て
薄
情
と
は
い
え
、
実
父
で
あ
る
以
上
、
子
と
し

て
孝
養
を
尽
く
す
の
は
人
情
の
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
孝
の

子
」
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
嘗
て
は
残
忍
な
継
子
苛
め
を

行
っ
た
張
本
人
で
あ
り
、
自
己
中
心
的
で
ひ
ね
く
れ
者
で
あ
る
継
母
北

の
方
ま
で
も
が
、
継
子
で
あ
る
女
君
の
徳
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
こ

ろ
ま
で
書
き
続
け
ら
れ
た
「
冗
長
」
な
孝
養
譚
こ
そ
が
、「
継
子
の
孝
行

の
徳
」
を
立
証
す
る
た
め
の
叙
述
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
の
方
の

屈
折
し
た
性
格
規
定
は
、
継
子
苛
め
の
場
面
に
お
い
て
は
理
不
尽
な
継

子
苛
め
を
遂
行
す
る
原
動
力
で
あ
っ
た
が
、
継
子
に
よ
る
孝
養
の
場
面

に
お
い
て
も
落
窪
の
女
君
の
「
孝
行
の
徳
」
を
引
き
立
て
る
力
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
孝
子
説
話
の
中
に
は
「
継
子
の
孝
」
を
モ
チ
ー
フ
と
す

る
話
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
、
中
で
も
、
中
国
五
帝
の
一
人
と
さ
れ
る

「
舜
」
に
纏
わ
る
説
話
―
「
帝
舜
譚
」（
舜
は
実
父
や
継
母
ら
に
殺
さ
れ
る
寸

前
に
ま
で
苛
め
ら
れ
る
が
、
そ
ん
な
父
親
や
継
母
に
対
し
て
も
終
始
孝
行
を
尽
し
、
そ

の
「
孝
心
」
が
貴
ば
れ
、
尭
か
ら
帝
位
を
譲
ら
れ
た
、
と
い
う
説
話
）
と
、
孔
子
の
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弟
子
の
中
で
も
顔
回
と
並
ぶ
徳
行
の
閔
子
騫
に
纏
わ
る
説
話
―	「
閔

子
騫
譚
」（
子
騫
は
、
継
母
か
ら
真
冬
に
実
子
よ
り
も
粗
末
な
薄
い
服
を
着
せ
ら
れ
る

等
の
苛
め
を
受
け
る
が
、
父
親
が
そ
れ
を
悟
り
継
母
を
追
い
出
そ
う
と
し
た
の
を
止
め

た
、
と
い
う
説
話
）
は
、
中
日
と
も
に
数
多
く
の
文
献
に
収
録
さ
れ
た
著

名
な
説
話
で
あ
る）

（注

（
注

。『
落
窪
物
語
』
の
作
者
は
、
こ
れ
ら
「
継
子
の
孝
行

の
徳
」
を
唱
え
る
孝
子
説
話
か
ら
示
唆
を
受
け
、
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
作

中
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
稿
を
改
め
て
解
き
明
か
し
た
い
。

注

注
1	

新
大
系
本
『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
は
、「
う
ち
腹
立
ち
給
時
」
の
脚
注

に
、「
継
母
北
の
方
の
腹
立
ち
は
終
生
直
ら
な
い
性
格
的
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
」
と
あ
り
、「
産
ま
ぬ
子
は
か
く
腹
ぎ
た
な
か
り
け
り
」
の

脚
注
に
、「
逆
恨
み
を
言
う
癖
を
継
母
北
の
方
が
終
生
変
わ
ら
な
か
っ
た

こ
と
を
知
ら
せ
る
一
文
」
と
あ
る
。
一
方
、
新
編
全
集
本
『
落
窪
物
語
』

（
小
学
館
・
二
〇
〇
〇
年
）
に
お
い
て
は
、「
う
ち
腹
立
ち
給
時
」
の
頭
注

と
し
て
、「
腹
が
立
つ
と
感
情
の
お
も
む
く
ま
ま
に
行
動
す
る
北
の
方
の

性
格
が
最
後
ま
で
一
貫
」
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

注
2	

新
編
全
集
本
『
落
窪
物
語
』
三
四
二
頁
、
頭
注
参
照
。

注
3	

『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
忠
の
物
語
の
出
典
書
を
『
二
十
四
孝
』
と
す
る
説
は
、

河
野
多
麻
氏
に
よ
る
岩
波
文
庫
（
一
九
五
七
年
）
の
脚
注
以
来
、
注
釈
書

に
お
い
て
は
し
ば
ら
く
踏
襲
さ
れ
る
が
（
角
川
文
庫
本
〈
原
田
芳
起
校

注
・
一
九
六
九
年
〉
や
校
注
古
典
叢
書
本
〈
野
口
元
大
著
・
一
九
六
九

年
〉）、『
二
十
四
孝
』
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
よ
り
も
か
な
り
後
の
成
立
で
、

出
典
書
と
す
る
説
は
妥
当
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
一
方
、
今
野
達
氏
は

「
古
代
・
中
世
文
学
の
形
成
に
参
与
し
た
古
孝
子
伝
二
種
に
つ
い
て
―

今
昔
物
語
集
以
下
諸
書
所
収
の
中
国
孝
養
説
話
典
拠
考
―
」（「
国
語
国

文
」
二
七
巻
七
号
・
一
九
五
八
年
七
月
）
で
、
仲
忠
の
物
語
の
典
拠
書
は

『
孝
子
伝
』
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
た
が
、
こ
の
説
は
広
く
知
ら
れ
、
今
と

な
っ
て
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
阿
部
恵
子
氏
は
「
仲
忠
孝
養
譚
に
つ
い

て
―
そ
の
出
典
及
び
俊
蔭
巻
で
の
構
想
上
の
位
置
―
」（「
実
践
国
文

学
」・
三
号
・
一
九
七
三
年
三
月
）
で
、
現
存
す
る
二
種
の
『
孝
子
伝
』

（
陽
明
本
と
船
橋
本
）
の
う
ち
、「
仲
忠
孝
養
譚
の
出
典
書
と
し
て
は
船
橋

本
系
孝
子
伝
、
出
典
話
と
し
て
は
王
祥
・
孟
仁
・
揚
威
の
各
孝
養
譚
が
最

も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
説
く
。
又
、
山
本
登
朗
氏
は
「
親
と

子
：
宇
津
保
物
語
の
方
法
」（『
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
：
森
重
先
生
喜
壽
記

念
』
所
収
、
和
泉
書
院
・
一
九
九
九
年
）
で
、『
孝
子
伝
』
は
仲
忠
孝
養

譚
の
出
典
書
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
仲
忠
孝
養
譚
に
お
い
て
は

『
孝
子
伝
』
の
「
孝
」
と
い
う
概
念
に
、
さ
ら
に
そ
れ
と
は
異
な
る
「
親

子
の
愛
し
さ
」
と
い
う
人
間
的
感
情
が
作
者
に
よ
っ
て
意
図
的
に
付
け
加

え
ら
れ
、
そ
れ
が
全
体
に
共
通
す
る
主
題
を
な
す
、
と
指
摘
さ
れ
る
。

注
4	

日
本
に
伝
存
す
る
陽
明
本
『
孝
子
伝
』（
鎌
倉
頃
の
書
写
）
と
船
橋
本
『
孝

子
伝
』（
天
正
八
〈
一
五
八
〇
〉
年
の
書
写
）
は
、
散
逸
を
免
れ
て
現
在

に
伝
わ
る
唯
一
の
完
本
で
あ
る
が
、
日
本
へ
の
将
来
時
期
に
つ
い
て
は
、

「
陽
明
本
」
は
天
平
五
〈
七
三
三
〉
年
以
前
、「
船
橋
本
」
は
文
武
四
〈
七

〇
〇
〉
年
頃
と
言
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。

	

①	

西
野
貞
治
「
陽
明
本
孝
子
伝
の
性
格
並
に
清
家
本
と
の
関
係
に
つ
い

て
」（「
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科　

人
文
研
究
」
七
巻
六

号
・
一
九
五
六
年
七
月
）

	
②	
今
野
達
「
古
代
・
中
世
文
学
の
形
成
に
参
与
し
た
古
孝
子
伝
二
種
に
つ

い
て
―
今
昔
物
語
集
以
下
諸
書
所
収
の
中
国
孝
養
説
話
典
拠
考
―
」

（「
国
語
国
文
」・
二
七
巻
七
号
・
一
九
五
八
年
七
月
）
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③	

黒
田
彰
『
孝
子
伝
の
研
究
』
所
収
「
船
橋
本
孝
子
伝
の
成
立
―
そ
の

改
修
時
期
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
思
文
閣
出
版
・
二
〇
〇
一
年
）

	
④	
東
野
治
之
「
那
須
国
造
碑
と
律
令
制
―
孝
子
説
話
の
受
容
に
関
連
し

て
―
」（『
日
中
律
令
制
の
諸
相
』、
東
方
書
店
・
二
〇
〇
二
年
）

	

⑤	

幼
学
の
会
編
『
孝
子
伝
注
解
』「
略
解
題
」（
汲
古
書
院
・
二
〇
〇
三
年
）

注
5	

本
文
の
引
用
は
、
松
尾
聡
・
永
井
和
子
校
注
『
枕
草
子
』（
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
、
小
学
館
・
一
九
九
七
年
）
に
拠
る
。

注
6	

本
文
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注

『
源
氏
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
・
一
九
九
四
～
一
九

九
八
年
）
に
拠
る
。
以
下
同
様
。

注
7	

『
住
吉
物
語
』
に
お
い
て
は
、「
継
母
の
腹
ぎ
た
な
し
」、
も
し
く
は
、
継

母
に
対
し
て
「
腹
ぎ
た
な
し
」
と
用
い
る
表
現
は
見
ら
れ
ず
、
継
母
と
住

吉
の
姫
君
の
険
し
い
継
子
関
係
は
、「
昔
も
今
も
ま
こ
と
な
ら
ぬ
親
子
の

な
か
」（
父
中
納
言
の
心
中
思
惟
の
詞
）
や
「
今
も
昔
も
、
誠
な
ら
ぬ
親

子
の
有
様
の
ゆ
ゝ
し
さ
よ
」（
尼
君
の
詞
）
等
と
表
現
さ
れ
る
。『
落
窪
物

語
』
に
お
い
て
は
、「
腹
ぎ
た
な
し
」
は
四
例
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も

継
母
に
向
け
ら
れ
る
表
現
で
は
な
い
。

注
8	

新
編
全
集
本
『
源
氏
物
語
』「
忠
こ
そ
」
巻
の
頭
注
に
、「
腹
ぎ
た
な
し
」

は
「
継
母
の
形
容
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
」
と
あ
る
。

注
9	

三
木
雅
博
氏
は
「『
う
つ
ほ
物
語
』
忠
こ
そ
の
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
の
位

相
―
『
孝
子
伝
』
の
伯
奇
譚
・
ク
ナ
ラ
太
子
譚
と
の
比
較
考
察
か
ら

―
」（「
国
語
国
文
」・
七
三
巻
一
号
・
二
〇
〇
四
年
一
月
）
と
い
う
論
考

に
お
い
て
、
忠
こ
そ
の
物
語
に
『
孝
子
伝
』
所
収
の
「
伯
奇
譚
」
が
踏
ま

え
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

	
	
	
	

以
上
、『
う
つ
ほ
』
作
者
は
、『
孝
子
伝
』
に
孝
養
奇
瑞
譚
と
〈
継
子

い
じ
め
譚
〉
と
が
併
せ
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
仲

忠
の
物
語
と
対
比
さ
せ
る
べ
く
、
忠
こ
そ
の
物
語
の
基
本
的
な
構
想

を
『
孝
子
伝
』
の
伯
奇
譚
に
仰
ぎ
な
が
ら
、
さ
ら
に
平
安
前
期
当
時

の
貴
族
社
会
の
家
族
関
係
を
見
据
え
て
、
継
子
迫
害
の
要
因
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
起
源
の
ク
ナ
ラ
太
子
譚
の
、
継
母
の
邪
恋
の

話
形
を
用
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
展
開
し
て
み

た
。（
傍
線
稿
者
）

注
10	

新
大
系
本
は
、
底
本
（
九
条
家
本
）
通
り
の
「
は
ぢ0

き
た
な
く
」
の
本
文

に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
諸
注
釈
書
は
「
は
ら0

ぎ
た
な
く
」
と
本
文

を
改
訂
す
る
こ
と
が
多
い
（
校
注
古
典
叢
書
本
〈
底
本－

桃
園
文
庫
旧
蔵

東
海
大
学
図
書
館
蔵
藤
原
福
雄
奥
書
本
〉、
角
川
文
庫
本
〈
底
本－

宮
内

庁
書
陵
部
蔵
本
〉、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
〈
底
本－

実
践
女
子
大

学
常
磐
文
庫
本
〉）。

	
	

ま
た
、「
は
ら0

ぎ
た
な
く
」
の
本
文
を
有
す
る
写
本
（
三
手
文
庫
蔵
本
・

柏
亭
真
直
書
写
本
〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
の
底
本
〉）
や
刊
本
（
寛
政

六
年
の
木
活
字
本
〈
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
底
本
〉）
も
あ
り
、
さ
ら

に
「
は
ぢ0

ぎ
た
な
く
」
が
他
作
品
に
も
用
例
を
見
な
い
こ
と
を
考
慮
し
、

新
大
系
本
の
本
文
を
「
は
ら0

ぎ
た
な
く
」
の
誤
り
と
解
す
る
説
に
従
い
改

訂
す
る
。

注
11	

「
殿
も
北
の
方
を
い
み
じ
う
思
ひ
き
こ
え
給
ふ
あ
ま
り
の
ま
ろ
（
四
郎
）

ま
で
は
来
る
ぞ
…
…
」（
261
頁
）、
と
い
う
叙
述
か
ら
も
十
分
に
読
み
取
れ

る
。

注
12	

本
物
語
の
「
孝
養
譚
」
が
他
の
継
子
物
に
比
べ
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
を
作
者
に
よ
る
創
意
と
し
て

積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
論
考
も
見
ら
れ
る
。

	
	

上
坂
信
男
氏
は
、「
落
窪
物
語
の
方
法
」（「
国
文
学
研
究
」・
二
二
巻
・

一
九
六
〇
年
十
月
。
後
『
物
語
序
説
』（
有
精
堂
・
一
九
六
七
年
四
月
）
に

収
録
）
に
お
い
て
、「
孝
養
譚
」
を
作
者
の
構
想
圏
内
の
も
の
で
あ
る
と

肯
定
的
に
捉
え
る
が
、
し
か
し
「
報
復
譚
」
こ
そ
が
作
者
の
独
創
だ
と
高
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く
評
価
し
、「
孝
養
譚
」
は
「
報
復
譚
」
を
め
ぐ
る
後
始
末
的
な
役
割
と

し
て
論
ず
る
に
止
ま
る
。
さ
ら
に
、「
報
復
譚
」
と
「
孝
養
譚
」
が
異
常

に
長
い
の
は
、
古
本
『
住
吉
物
語
』
と
い
う
先
行
作
品
を
克
服
す
る
た
め

の
作
者
の
工
夫
だ
と
述
べ
ら
れ
る
。

	
	

小
山
利
彦
氏
は
、「『
落
窪
物
語
』
の
構
造
―
報
復
譚
と
出
世
譚
を
軸

に
―
」（
論
集
中
古
文
学
2
『
初
期
物
語
文
学
の
意
識
』（
笠
間
書
院
・

一
九
七
九
年
）
収
録
）
に
お
い
て
、『
落
窪
物
語
』
の
報
復
譚
と
孝
養
譚

は
独
創
性
が
あ
る
と
評
価
す
る
が
、
し
か
し
落
窪
の
女
君
の
出
世
と
い
う

結
末
を
も
含
め
、
そ
こ
に
は
「
極
端
な
権
力
志
向
が
窺
え
る
」
と
し
、「
こ

の
王
朝
政
治
体
制
に
基
づ
い
た
権
力
第
一
主
義
は
こ
の
物
語
の
思
想
の

一
つ
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。

注
13	

『
落
窪
物
語
』
に
「
徳
」
と
「
さ
い
は
ひ
」
と
い
う
表
現
が
多
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
用
例
を
検
討
し
た
論
考
に
石
原
昭
平
氏

の
「『
落
窪
物
語
』
―
徳
孝
と
「
さ
い
は
ひ
」
を
語
る
―
」（「
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
」・
五
九
巻
三
号
・
一
九
九
四
年
三
月
）
が
あ
る
。
石
原
氏

は
、
結
論
と
し
て
、「
継
子
の
徳
」
も
女
君
の
「
さ
い
は
ひ
」
も
現
実
に

は
あ
り
え
な
い
、「
そ
ら
ご
と
」
を
以
っ
て
語
る
物
語
の
世
界
で
し
か
実

現
で
き
な
い
理
想
論
で
、
こ
の
理
想
論
を
語
る
こ
と
こ
そ
が
作
者
の
狙
い

で
あ
る
と
す
る
。
継
子
の
「
徳
孝
」
と
女
君
の
「
さ
い
は
ひ
」
の
関
連
性

や
、
孝
養
譚
に
お
け
る
継
母
の
位
置
づ
け
な
ど
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論

じ
ら
れ
ず
、
ま
た
、
女
君
の
「
さ
い
は
ひ
」
と
い
う
結
末
を
あ
く
ま
で
も

摂
関
政
治
体
制
に
お
け
る
道
頼
の
権
力
と
愛
情
（
現
実
に
は
あ
り
得
な
い

一
夫
一
妻
の
主
張
）
に
よ
る
と
論
ず
る
。

注
14	

「
帝
舜
譚
」
は
、
中
国
に
お
い
て
は
、『
孟
子
』（
万
章
）、『
史
記
』（
五
帝

本
紀
）、
纂
図
附
音
本
『
注
千
字
文
』（
23
・
24
句
注
）、『
孝
子
伝
』（
1

話
）
等
等
、
数
多
く
の
文
献
に
記
載
さ
れ
、
日
本
に
お
い
て
は
、『
東
大

寺
諷
誦
文
稿
』（
89
行
）、『
日
本
感
霊
録
』（
11
）、『
三
教
指
帰
』（
成
安

注
下
、
覚
明
注
五
）、『
注
好
選
』（
上
46
）
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
降
の
多

く
の
文
献
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
閔
子
騫
譚
」
は
、
中
国
に
お

い
て
は
、『
韓
詩
外
伝
』（『
類
説
』
三
十
八
所
引
）、『
説
苑
』（『
芸
文
類

聚
』
二
十
所
引
）、『
蒙
求
』（「
閔
損
衣
単
」）、『
孝
子
伝
』（
33
話
）
等
等

の
文
献
に
見
ら
れ
、
日
本
に
お
い
て
は
、『
注
好
選
』（
上
47
）、『
沙
石
集
』

（
三
下
）、『
内
外
因
縁
集
』
等
等
の
文
献
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

【
付
記
】	

小
論
は
、
第
三
十
一
回
古
典
研
究
会
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
日
、

於
福
岡
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
の
一
部
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
席
上
ご

教
示
賜
わ
り
ま
し
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
り
ょ
う　

た
ん
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


