
髄
値
の
構
築

i

i
大
伴
旅
人
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て

i

l

序

私
た
ち
は
他
者
と
と
も
に
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
死
を
避
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
以
上
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
存
在
と
の
別
れ
を
避
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
の
人
生
に
多
大
な
意
味
を
与
え
て
く
れ
る

存
在
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
人
と
の
死
別
の
悲
し
み
は
深
い
も
の

と
な
る
。
こ
の
悲
し
み
を
引
き
受
け
て
な
お
、
私
た
ち
は
生
き
る
こ
と

に
積
極
的
な
価
値
を
見
出
し
う
る
の
か
。

本
論
文
は
、
こ
の
間
い
に
即
し
て
、
万
葉
歌
人
の
一
人
で
あ
る
大
伴

旅
人
(
六
六
五

i
七
三
こ
の
思
想
を
検
討
す
る
。
こ
れ
か
ら
論
じ
て

い
く
よ
う
に
、
旅
人
は
愛
す
る
妻
を
失
い
、
そ
の
深
い
悲
し
み
の
中

で
、
生
の
価
植
に
つ
い
て
の
思
想
を
展
開
し
た
歌
人
で
あ
る
c

彼
の
思

想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
の
価
値
を
め
ぐ
っ
て
い
か
な
る

思
想
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
一
つ
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

谷

博

正品
13ζ 

二
、
妻
の
不
在
の
意
味

っ

ち

の

え

た

つ

だ

ざ

い

の

そ

ち

お

ほ

と

も

の

ま

へ

っ

き

み

し

の

こ

神
亀
五
年
戊
炭
に
、
大
宰
陣
大
伴
卿
、
故
人
を
思
ひ
恋
ふ

る
歌
三
首

つ

く

し

き

た

へ

わ

た

ま

く

ら

愛
し
き
人
の
ま
き
て
し
敷
拷
の
我
が
手
枕
を
ま
く
人
あ
ら
め
や

(
巻
三
、
四
三
八
)

右
の
一
首
は
、
別
れ
去
に
て
数
旬
を
経
て
作
る
歌
。

れ

~

れ

~

s

U

》匂

hυ

帰
る
べ
く
時
は
な
り
け
り
都
に
て
誰
が
手
本
を
か
我
が
枕
か
む

(
四
三
九
)

都
に
あ
る
荒
れ
た
る
家
に
ひ
と
り
寝
ば
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
る

べ

し

(

四

割

O
)

ち

か

右
の
二
菖
は
、
京
に
向
ふ
時
に
臨
近
づ
き
て
作
る
歌
。

天
平
二
年
庚
午
の
冬
の
十
二
月
に
、

ひ
て
遂
に
上
る
時
に
作
る
歌
五
首

大
宰
帥
大
伴
郷
、

京
に
向

価値の構築35 



ね

ぎ

も

ニ

と

も

と

ニ

よ

我
妹
子
が
閑
却
し
戦
の
浦
の
む
ろ
の
木
は
常
世
に
あ
れ
ど
見
し
人
ぞ

な

き

(

巻

三

、

四

問

中

ハ

)

み

ひ

み

い

も

鞘
の
滞
の
磁
の
む
ろ
の
木
見
む
ご
と
に
相
克
し
妹
は
忘
ら
え
め
や

も

(

四

四

七

)

ね

ば

磯
の
上
に
根
延
ふ
む
ろ
の
木
克
し
人
を
い
づ
ら
と
問
は
ば
諮
り
告

げ

む

か

(

泊

四

八

)

右
の
三
首
は
、
鞠
の
浦
を
過
ぐ
る
日
に
作
る
数
。

ニ

み

ぬ

め

な

み

た

妹
と
来
し
敏
鳥
の
崎
を
帰
る
さ
に
ひ
と
り
し
見
れ
ば
涙
ぐ
ま
し
も

(
西
四
九
)

h
 

行
く
さ
に
は
ふ
た
り
我
が
見
し
こ
の
崎
を
ひ
と
り
過
ぐ
れ
ば
心
悲

し
も
一
に
は
「
見
も
さ
か
ず
来
ぬ
」
と
い
ふ
(
四
五

O
)

右
の
二
蓄
は
、
敏
馬
の
崎
を
過
ぐ
る
自
に
作
る
歌
。

か

へ

い

す

な

は

故
郷
の
家
に
還
り
入
り
て
、
即
ち
作
る
歌
三
首

人
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り

(
巻
三
、
四
五
一
)

わ

し

ま

こ

だ

か

妹
と
し
て
ふ
た
り
作
り
し
我
が
山
斎
は
木
高
く
茂
く
な
り
に
け
る

か

も

(

四

五

二

)

我
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
木
見
る
ご
と
に
心
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る

(
四
五
三
)

以
上
十
一
首
は
、
巻
三
に
配
蜜
さ
れ
た
旅
人
の
「
亡
妻
挽
歌
」
と
呼

ば
れ
る
作
品
で
あ
る
。
大
伴
旅
人
は
、
神
亀
四
年
(
七
二
七
)
に
、
妻

の
大
伴
郎
女
、
子
の
大
伴
家
持
ら
を
伴
っ
て
、
赴
任
先
の
太
宰
府
が
あ

る
筑
紫
の
地
に
移
住
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
神
亀
五
年
、

四
月
初
旬
に
郎
女
が
他
界
し
て
い
る
。
「
亡
妻
挽
歌
」
は
、
郎
女
の
死

を
悲
し
み
、
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

上
記
十
一
首
は
内
容
上
、
四
三
八
か
ら
四
題
。
ま
で
の
第
一
群
、

器
問
六
か
ら
腿
五

O
ま
で
の
第
二
群
、
そ
し
て
四
五
一
か
ら
四
五
三
ま

で
の
第
三
群
に
区
分
さ
れ
る
。
第
一
群
は
、
筑
紫
の
地
に
い
る
間
で
の

亡
き
妻
へ
の
思
い
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
第
二
群
で
は
、
帰
京
の
道
中
に

お
け
る
悲
し
み
が
、
第
三
群
で
は
、
家
に
帰
っ
て
か
ら
の
悲
し
み
が
歌

わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
十
一
首
は
共
通
し
て
、
妻
を
失
っ
た
孤
独
な
生
の
苦
し
み
、

悲
し
み
を
歌
う
。
こ
の
悲
し
み
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
確

に
す
る
た
め
に
、
四
四

O
と
四
五
一
を
中
心
と
し
て
、
歌
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
両
首

と
も
に
「
家
」
「
旅
」
「
苦
し
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
だ
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
語
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
内
容
が
表
現
さ

れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

ま
ず
四
四

O
に
お
い
て
、
「
家
」
は
「
都
に
あ
る
」
の
で
あ
り
、
こ

の
「
家
」
と
対
比
さ
れ
る
「
旅
」
は
、
旅
人
が
大
宰
紳
と
し
て
赴
任
し

て
い
た
筑
紫
の
地
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
奈
良
の
都
か
ら
筑
紫

36 



の
地
に
赴
任
し
た
旅
人
に
と
っ
て
、
筑
紫
の
地
で
の
生
活
は
「
旅
」
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
筑
紫
で
の
生

活
を
「
旅
」
と
認
識
す
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

万
葉
び
と
に
お
い
て
、
「
旅
」
は
苦
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識

が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
認
識
を
生
む
背
景
に
は
、
古
代
の

旅
が
、
決
し
て
自
発
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
強
制
的
に
行
わ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
存
す
る
。
よ
っ
て
、
万
葉
び
と
に
と
っ

て
、
「
旅
」
は
享
楽
を
自
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
家
」
に
帰
る
こ

と
が
で
き
る
保
証
の
な
い
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
万
葉
び

と
は
「
旅
」
と
対
比
さ
れ
る
「
家
」
の
う
ち
に
、
そ
こ
で
帰
り
を
待
つ

人
を
思
い
描
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
家

i
旅
」
の
対
比
構
造
に

お
い
て
、
「
家
」
は
、
そ
こ
で
帰
り
を
待
つ
人
の
存
在
と
不
可
分
と
な

る
。
こ
の
こ
と
を
一
部
す
歌
と
し
て
、
以
下
に
数
首
例
を
挙
げ
よ
う
。

ひ

も

と

い

へ

い

も

あ

草
枕
旅
の
紐
解
く
家
の
妹
し
我
を
待
ち
か
ね
て
嘆
か
ふ
ら
し
も

(
巻
十
二
、
一
一
二
鴎
七
)

旅
な
れ
ば
思
ひ
絶
え
て
も
あ
り
つ
れ
ど
家
に
あ
る
妹
し
思
ひ
悲
し

も

(

巻

十

五

、

三

六

八

六

)

ま

た

び

も

あ

か

旅
と
へ
ど
真
旅
に
な
り
ぬ
家
の
妹
が
着
せ
し
衣
に
垢
つ
き
に
か
り

(
巻
二
十
、
四
三
八
八
)

「
家
」
と
帰
り
を
待
つ
人
が
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に

言
え
ば
、
「
旅
」
は
、
「
家
」
で
一
緒
に
い
る
人
と
の
別
れ
を
意
味
す
る
。

よ
っ
て
、
妻
と
離
れ
て
一
人
で
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
も
ま
た
、
「
旅
」
の
苦
し
さ
の
う
ち
に
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
四
四

O
お
よ
び
四
五
一
を
検
討
す
る
。
ま

ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
の
二
首
に
お
け
る
「
家
」
は
、
吉
代
巨
本
人

が
旅
先
に
お
い
て
想
定
す
る
よ
う
な
「
家
」
と
は
異
な
り
、
そ
こ
で
帰

り
を
待
つ
は
ず
の
、
あ
る
い
は
帰
っ
て
一
緒
に
生
活
を
す
る
は
ず
の
妻

が
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
妻
に
会
い
た
い
と
い
う
思
い
は
、
本
来
は

妻
と
二
人
で
生
活
を
す
る
は
ず
の
「
家
」
に
お
い
て
、
よ
り
強
く
な
る
。

会
い
た
い
と
い
う
思
い
と
会
え
な
い
事
実
と
の
落
差
は
、
妻
と
と
も
に

い
る
は
ず
の
「
家
」
に
お
い
て
、
よ
り
大
き
な
も
の
に
な
る
。
「
家
」

で
「
ひ
と
り
」
過
ご
す
こ
と
に
よ
り
、
旅
人
は
、
も
は
や
二
度
と
妻
郎

女
と
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
を
、
痛
切
に
認
識
す
る
。

当
該
二
首
は
、
深
甚
な
悲
し
み
に
沈
む
旅
人
の
苦
し
い
患
い
が
表
現

さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
群
が
歌
わ
れ
た
翌
年
、
旅
人
は
死
去
し

た
。
死
の
前
年
、
都
の
家
に
一
戻
り
、
妻
の
不
在
と
い
う
事
実
を
改
め
て

突
き
つ
け
ら
れ
た
旅
人
は
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

確
か
に
旅
人
が
死
の
直
前
に
た
ど
り
つ
い
た
の
は
、
深
甚
な
悲
し
み

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
妻
を
失
っ
て
以
降
の
旅
人
が
、
た
だ
悲
し
み
に

暮
れ
る
歌
人
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
警

を
失
っ
て
か
ら
、
旅
人
は
彼
独
自
の
風
雅
な
作
品
を
生
み
出
し
て
い
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く
。
つ
ま
り
彼
は
、
饗
を
失
っ
た
藍
後
の
悲
し
み
か
ら
、
風
雅
な
作
品

の
生
成
を
経
て
、
一
持
び
深
い
悲
し
み
に
沈
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
流

れ
だ
け
を
見
る
と
、
旅
人
は
饗
の
死
の
悲
し
み
を
振
り
切
ろ
う
と
し

て
、
風
流
な
作
品
の
執
筆
に
没
頭
し
た
が
、
最
終
的
に
は
悲
し
み
を
振

り
切
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
お
い

て
は
、
こ
の
「
亡
饗
挽
歌
」
で
の
悲
し
み
は
、
旅
人
思
想
の
挫
折
を
意

味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
言
い
切

れ
る
だ
ろ
う
か
。
彼
の
悲
し
み
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
私

た
ち
は
彼
の
他
の
作
品
を
詳
細
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一
一
、
無
常
鶴
へ
の
郵
遼

量
ょ
う
も
λ

こ
た

太
宰
帥
大
伴
郷
、
凶
間
に
報
ふ
る
歌
一
首

〈

わ

ニ

ち

ょ

う

で

ふ

る

い

じ

ふ

ひ

た

ふ

る

ほ

う

し

人

む

だ

禰
故
重
畳
し
、
凶
問
累
集
す
。
永
に
崩
心
の
悲
し
び
を
懐
き
、

も

は

だ

λ
ち

ゃ

う

な

み

た

独
ら
断
腸
の
涙
を
流
す
。
た
だ
、
両
君
の
大
助
に
よ
り
て
、

こ
こ

λ

傾
命
を
わ
づ
か
に
継
げ
ら
く
の
み
。
筆
の
言
を
尽
さ
ぬ
は
、
古
今
嘆

ィ
、
・
と
ア
」
?
っ
。

世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り

け
り

神
亀
五
年
六
月
二
十
三
日

(
巻
玉
、
七
九
三
)

右
は
、
「
報
凶
潤
歌
」
と
呼
ば
れ
る
歌
で
あ
る
。
本
稿
が
「
亡
妻
説
歌
」

に
続
い
て
こ
の
歌
を
扱
う
理
由
は
、
題
詞
と
序
文
を
克
れ
ば
開
明
ら
か
で

あ
る
。
ま
ず
題
詞
に
よ
れ
ば
、
旅
人
は
、
凶
間
同
に
答
え
て
歌
を
作
っ
た

と
い
う
。
で
は
、
「
凶
問
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
、
凶
事
の
知
ら
せ
を

意
味
す
る
が
、
具
体
的
に
は
、
異
母
妹
大
伴
坂
上
郎
女
の
夫
で
あ
る
、

大
伴
宿
奈
麻
呂
が
他
界
し
た
と
い
う
知
ら
せ
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

統
い
て
、
序
文
に
つ
い
て
、
「
的
関
」
が
「
累
集
」
す
る
と
い
う
こ

と
の
異
体
的
内
容
を
確
認
し
よ
う
。
先
に

4

記
し
た
よ
う
に
、
卦
報
の
一

つ
は
、
宿
奈
麻
呂
の
死
の
知
ら
せ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

は
、
「
累
集
」
す
る
と
は
言
え
な
い
。
他
に
も
近
し
い
人
の
死
を
経
験

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
旅
人
の
妻
、
大
伴
郎
女

の
死
で
あ
る
。
当
該
歌
が
歌
わ
れ
た
の
は
神
亀
五
年
六
月
二
十
三
日
で

あ
り
、
妻
郎
女
が
他
界
し
た
の
は
、
同
年
四
丹
初
旬
頃
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
郎
女
の
死
に
よ
る
深
い
悲
し
み
に
加
え
て
、
近
し

い
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
宿
奈
麻
呂
の
死
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、
悲
し
み

に
う
ち
ひ
し
が
れ
な
が
ら
、
当
該
歌
は
歌
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

マ
Q

。
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当
該
歌
に
お
い
て
、
旅
人
の
思
想
を
検
討
す
る
上
で
の
、
最
も
重
要

な
表
現
が
「
世
間
は
空
し
き
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
世
界
を

表
す
語
「
世
間
」
を
「
空
一
し
」
と
規
定
し
て
お
り
、
旅
人
の
世
界
観
を

表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
空
し
」
の
意
味
を
解
明

す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
は
旅
人
が
有
し
て
い
た
世
界
観
を
開
明
ら
か



に
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

「
世
間
は
空
し
き
も
の
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
諸
家
の
指
擁
す

る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
仏
典
一
諮
問
「
世
間
空
」
「
世
間
虚
披
」
の

翻
案
語
で
あ
り
、
旅
人
は
仏
教
思
想
に
お
け
る
「
空
」
と
い
う
概
念
に

お
い
て
、
「
世
間
」
を
理
解
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
議
け
注
』
は
、
当
該

歌
の
語
注
に
お
い
て
、
「
世
の
中
は
空
し
き
も
の
」
を
、
「
世
の
中
に
あ

り
と
あ
る
も
の
は
す
べ
て
仮
の
存
在
で
あ
っ
て
空
し
い
」
と
し
て
い

る
。
こ
の
場
合
、
旅
人
は
「
尚
三
と
い
う
仏
教
的
哲
理
を
把
握
し
な
が

ら
、
し
か
し
克
己
に
す
ぎ
な
い
現
生
に
と
ら
わ
れ
て
抜
け
出
せ
ず
に

い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
仏
教
語
「
空
」
に
即
し
た
当
該
歌
の
解

釈
と
し
て
、
他
に
は
、
井
村
哲
夫
吋
寓
葉
集
全
注
巻
第
五
円
折
口

信
夫
門
口
訳
寓
葉
集
い
な
ど
が
あ
る
。
彼
ら
は
「
知
る
時
し
」
を
、
現

世
へ
の
執
着
を
廃
棄
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
と
き
、
と
解
す

る
。
そ
し
て
「
報
凶
需
歌
」
を
、
一
切
の
も
の
が
完
主
で
あ
る
こ
と

を
観
念
の
上
で
把
握
し
つ
つ
も
、
感
情
の
動
揺
を
抑
え
き
れ
な
い
凡
夫

の
苦
悩
を
表
出
す
る
作
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
悟
っ
た
人

間
が
、
さ
ら
に
悲
し
む
こ
と
に
な
る
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
悟
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
な
る
煩
楢
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
い
る

事
態
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
悲
し
み
と
は
、
ま
さ
に
一
つ
の

煩
悩
で
あ
る
か
ら
だ
。

そ
も
そ
も
「
世
間
」
が
仏
教
語
に
由
来
す
る
か
ら
、
「
空
し
」
も
ま

た
そ
う
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
万
葉
集
に
お
け
る

「
空
し
」
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「
世
間
は
空
し
き

も
の
」
の
解
釈
が
な
さ
れ
う
る
。
「
空
し
」
の
用
例
は
、
万
葉
集
中
五

普
五
例
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
二
例
が
旅
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
ま
ず
は
旅
人
の
も
う
一
つ
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
「
報

凶
関
歌
」
の
「
空
し
」
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
加
の
用
例
と
は
、

人
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り

(
巻
三
、
四
五
こ

で
あ
る
。
前
出
の
当
該
歌
に
お
け
る
「
空
し
き
家
」
と
は
、
本
来
な
ら

い
る
は
ず
の
妻
が
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌

の
「
空
し
」
は
、
本
来
な
ら
あ
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
欠
如
感
を

意
味
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
同
じ
旅
人
が
詠
ん
だ
報
凶
掲
歌
に
お
け
る

「
空
し
」
も
同
様
に
、
内
容
物
の
欠
如
が
そ
の
概
念
の
中
心
に
あ
る
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
「
空
し
」
を
内
容
物
の
欠
如
と
定
義
し
た
と
こ
ろ

で
、
「
報
凶
間
歌
」
の
解
釈
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
に
、

右
の
議
論
に
郎
し
て
「
報
凶
間
歌
」
の
解
釈
を
試
み
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
却
鹿
に
「
世
間
」
に
お
い
て
欠
如
し
て
い
る
「
内
容
物
」
と
は
何

か
が
問
題
に
な
る
。

「
世
間
」
に
お
い
て
欠
如
し
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の
は
何
か
。
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解
明
の
た
め
に
は
、
「
報
凶
情
歌
」
と
肉
じ
く
、
「
世
間
は
空
し
き
も
の
」

と
歌
う
、
以
下
の
駄
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ょ
の
な
か

U
K

世
間
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
、
ぞ
こ
の
縮
小
る
丹
は
満
ち
欠
け
し

け

る

(

巻

一

二

、

沼

田

一

一

)

四
回
二
に
よ
れ
ば
、
「
世
間
」
が
「
空
し
き
」
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
っ
て
一
本
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
空

し
」
が
単
に
内
包
の
欠
如
の
み
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
月
の
満
ち

欠
け
を
持
ち
出
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
月
の
「
満
ち
欠
け
」
は
、
月

の
見
え
方
を
動
的
に
捉
え
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
丹
が
有
す
る
何
ら
か

の
内
容
物
の
欠
如
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
当
該
軟
に
お
け
る
月
の

「
満
ち
欠
け
」
が
意
味
す
る
も
の
は
、
月
の
克
え
方
の
留
ま
る
こ
と
の

な
い
変
化
で
あ
り
、
不
変
の
否
定
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
月

の
溝
ち
欠
け
に
よ
り
示
さ
れ
た
「
世
間
」
に
お
い
て
欠
如
し
て
い
る
も

の
と
は
、
そ
の
不
変
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
不
変
に
存
在

す
る
も
の
が
「
世
間
」
に
お
い
て
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
、
「
世

間
は
空
し
き
も
の
」
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
「
報
凶
問
歌
」
に
お
い
て
、
「
世
間
は
空
し

き
も
の
」
と
は
、
「
世
間
」
に
お
い
て
、
不
変
に
存
在
す
る
も
の
な
ど

な
い
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
し
て
、
四
五
一
で
見
た
よ
う
に
、
「
空

し
」
は
本
来
あ
る
べ
き
も
の
の
欠
如
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と

す
る
な
ら
ば
、
「
世
間
は
空
し
き
も
の
」
は
、
本
来
あ
る
べ
き
不
変
な

も
の
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
言
わ
れ
る
「
本
来
あ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
、
旅
人
が
念
頭
に
置
い

て
い
た
の
は
、
何
よ
り
も
存
在
す
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

た
、
部
女
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
「
世
間
は
空
し
き
も
の
」
と
い
う

表
現
に
よ
っ
て
、
旅
人
が
、
万
物
が
流
転
し
て
定
ま
る
こ
と
が
な
い
と

い
う
世
界
観
、
仏
教
的
無
常
続
に
到
達
し
て
い
た
と
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
「
報
凶
悶
歌
」
の
上
三
匂
は
、
世
間
無
常

を
知
っ
た
と
き
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
「
世
間
同
は
空
し
き
も
の
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
を
検
討

し
て
き
た
。
た
だ
し
、
以
上
の
議
論
に
は
、
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
下
二
句
「
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し

か
り
け
り
」
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
が
、
説
明
さ
れ
な

い
ま
ま
で
あ
る
か
ら
だ
。
「
世
の
中
は
空
し
き
も
の
」
と
い
う
認
識
が
、

「
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り
」
と
い
う
感
情
の
表
出
を
帰
結
す

る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
上
二
句
と
下
二
句
を
つ

な
ぐ
「
知
る
時
し
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

濯
け
注
」
は
、
当
該
歌
の
「
知
る
」
に
つ
い
て
、
「
思
想
的
な
思
い
知

る
の
意
を
一
芯
す
最
初
の
用
例
」
と
い
う
説
明
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
「
報
凶
期
間
歌
」
を
嶋
矢
と
し
て
、
万
葉
び
と
は
、
「
知
る
」

と
い
う
語
に
、
「
思
想
的
な
思
い
知
る
」
と
い
う
意
味
を
込
め
る
よ
う
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に
な
っ
た
。
「
思
い
知
る
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
か
ら
容
易
に
理
解
で
さ
る
こ

と
は
、
そ
れ
が
単
な
る
対
象
の
認
識
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
理
性
的
な
意
味
合
い
以
上
に
、
感
性
的
な
側

面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
報
凶
間
歌
は
、
近
し
い
人
の
卦
報
に
接
し
、
ま
た

妻
郎
女
の
死
に
接
し
た
こ
と
に
よ
る
深
い
悲
し
み
の
末
に
、
旅
人
が

歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
歌
に
お
け
る
「
知
る
」
は
、
そ
う
し
た
悲

し
み
を
受
け
て
初
め
て
知
っ
た
、
と
い
う
意
に
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
深
い
悲
し
み
に
よ
っ
て
、
「
知
る
」
と
い
う
事
態
が
可
能
に
な
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
知
る
」
は
、
単
な
る
理
性
に
よ
る
理
解
を

超
え
た
も
の
で
あ
る
。
伊
藤
益
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
に
お
け

る
「
知
る
」
は
、
「
理
性
と
感
牲
と
が
一
体
的
に
作
用
す
る
境
地
に
お

い
て
、
事
・
物
を
体
感
・
体
得
す
る
働
き
で
あ
っ
た
こ
と
」
を
意
味
す

ザ
②
。

で
は
、
円
樗
注
」
の
言
う
「
思
想
的
な
思
い
知
る
」
と
は
、
ど
の
よ

う
な
事
態
を
指
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
「
思
想
的
」
と
間
限
定
さ
れ

る
か
ら
に
は
、
こ
こ
で
の
認
識
の
対
象
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
「
思
い
知
る
」
と
は
、
具
体
的
な
経
験
を
基
に
し
て
、

対
象
を
体
感
・
体
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て
、
「
思
想
的
な

患
い
知
る
」
と
は
、
具
体
的
な
経
験
を
基
に
し
て
、
抽
象
的
な
対
象
に

つ
い
て
の
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
「
報
凶
関
歌
」
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
う
る

だ
ろ
う
か
。
上
二
匂
は
世
間
間
無
常
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
句

の
「
知
る
時
し
」
は
、
具
体
的
経
験
を
基
に
し
て
、
世
陪
無
常
を
思
い

知
っ
た
、
と
い
う
意
味
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
経
験

の
中
心
に
あ
る
の
は
、
妻
郎
女
の
一
死
で
あ
る
。
そ
の
悲
し
み
が
認
識
の

基
底
一
に
存
す
る
か
ら
こ
そ
、
旅
人
は
「
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け

り
」
と
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

「
報
凶
関
歌
」
の
解
釈
に
お
け
る
最
後
の
問
題
が
、
こ
の
「
い
よ
よ

ま
す
ま
す
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
語
訳
す
る
な
ら
、
「
さ
ら
に
い
っ

そ
う
」
と
い
っ
た
意
味
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
対
象
と
比
較
し
て
、

「
い
よ
よ
ま
す
ま
す
」
悲
し
い
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、

そ
の
比
較
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
な
の
か
、
で
あ
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
「
報
凶
問
歌
」
は
、
近
し
い
人
の
重
な
る
死
を
ャ
つ
け

て
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
妻
部
女
の
死
が
旅
人
を
深
く
悲
し

ま
せ
た
。
そ
の
悲
し
み
に
加
え
て
、
世
間
無
常
の
認
識
を
思
い
知
ら
さ

れ
た
と
き
に
、
彼
は
さ
ら
な
る
悲
し
み
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。

妻
の
死
は
、
旅
人
に
、
「
ひ
と
り
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
島
覚
さ
せ

る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
旅
人
に
は
、
悲
し
み
も
喜
び
も
共
有
で
き

る
よ
う
な
友
が
い
た
。
旅
人
に
は
、
未
だ
失
わ
れ
て
い
な
い
大
切
な
存

在
が
多
く
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
大
切
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、

無
常
な
世
間
間
に
お
い
て
は
、
必
滅
の
定
め
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
寄
り
か
か
る
べ
き
支
え
は
す
べ
て
、
万
物
流
転
の
内
に
い
ず
れ
は

失
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
今
現
在
失
わ
れ
た
も
の
に
対
す
る
感
性
の
表
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出
で
あ
る
無
常
感
が
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
規
定
す
る
控
界
観
と
し
て
の

無
常
観
に
変
容
す
る
と
き
、
・
喪
失
の
悲
し
み
は
未
だ
失
わ
れ
ざ
る
も
の

に
さ
え
、
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
旅
人
は
「
い
よ

よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り
」
と
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ょ
の
立
か

「
世
間
」
と
い
う
諮
が
、
仏
教
諮
「
世
間
」
の
翻
読
語
で
あ
る
こ
と

を
考
躍
す
る
な
ら
ば
、
旅
人
が
到
達
し
た
無
常
観
が
仏
教
の
影
響
を
受

け
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
影
響
関
係

が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
「
報
凶
関
歌
」
だ
け
で
は
明
ら
か
に
で
き

な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
仏
教
思
想
へ
の
態
度
を
開
明
確
に
表
明
し
て
い
る

「
讃
瀬
歌
」
を
検
討
し
て
い
く
。

目
、
車
楽
主
義

太
宰
帥
大
伴
郷
、
酒
を
讃
む
る
歌
十
三
首

し

る

し

ひ

と

つ

き

験
な
き
も
の
を
思
は
ず
は
一
杯
の
溺
れ
る
、
調
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら

し

(

巻

三

、

一

二

三

八

)

ひ

じ

母

お

ほ

酒
の
名
を
陸
一
一
と
負
せ
し
い
に
し
へ
の
大
き
聖
の
言
の
宜
し
さ

(
三
三
九
)

い
に
し
へ
の
七
の
賢
し
き
人
た
ち
も
欲
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ

る

ら

し

(

三

四

O
)

主

腕
践
し
み
と
物
一
吉
ふ
よ
り
は
、
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣
き
す
る
し
ま
さ
り
た

る

ら

し

(

三

四

二

言
は
む
す
べ
為
む
す
べ
知
ら
ず
極
ま
り
て
貴
き
も
の
は
酒
に
し
あ

る

ら

し

(

三

四

二

)

さ
か
つ
ぼ

な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壷
に
な
り
に
て
し
か
も
溜
に
染
み

な

む

(

三

四

一

二

)

み
に
く

あ
な
醜
賢
し
ら
を
す
と
酒
飲
ま
ぬ
人
を
よ
く
克
ば
猿
に
か
も
似
む

(
三
四
四
)

あ
た
ひ

価
な
き
宝
と
い
ふ
と
も
一
杯
の
溺
れ
る
酒
に
あ
に
ま
さ
め
や
も

(
三
四
五
)

夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲
み
て
心
を
遺
る
に
あ
に
及
か
め
や
も

(
三
割
六
)

ょ
の
な
か

世
間
の
遊
び
の
道
に
楽
し
き
は
酔
ひ
泣
き
す
る
に
あ
る
べ
か
る
ら

し

(

三

回

七

)

わ

こ
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
む
世
に
は
虫
に
鳥
に
も
我
れ
は
な

り

な

む

(

一

二

回

八

)

H
U
L
r
}
 

生
け
る
者
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
こ
の
世
に
あ
る
潤
は
楽

し

く

を

あ

ら

な

(

三

四

九

)

も

だ

を

し

黙
居
り
て
賢
し
ら
す
る
は
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣
き
す
る
に
な
ほ
及
か

ず

け

り

(

三

五

O
)
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右
の
「
讃
酒
歌
」
十
三
首
は
、
巻
三
に
お
い
て
、
小
野
老
朝
臣
の

三
二
八
か
ら
沙
弥
満
警
の
三
五
一
ま
で
続
く
筑
紫
の
歌
に
含
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
。
三
二
八
か
ら
三
五
一
ま
で
の
二
十
四
首
が
同
一
の
宴
席
に



お
け
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
複
数
の
宴
席
の
歌
を
、
巻
三
の
編
者
が
一

つ
に
ま
と
め
た
も
の
な
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
筑
紫
の

歌
の
田
街
頭
に
あ
た
る
三
二
八
の
歌
に
つ
い
て
、
林
田
正
男
は
、
小
野
老

の
従
五
位
下
か
ら
従
五
位
上
へ
の
昇
叙
を
祝
う
宴
席
に
お
け
る
も
の
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
小
野
老
は
、
神
亀
六
年
の
三
月
四
日
に
昇
叙

し
て
い
る
。
す
る
と
、
三
二
八
か
ら
続
く
、
讃
、
酒
歌
十
三
首
を
含
む
筑

紫
の
歌
は
、
神
亀
六
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
う
る
。
旅
人
が

妻
を
失
っ
た
の
は
、
神
亀
五
年
の
四
月
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
讃
漉
歌
」

は
、
「
報
凶
関
歌
」
が
詠
わ
れ
て
以
後
の
作
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
讃
、
謡
歌
」
を
通
し
て
見
る
と
、
旅
人
が
仏
教
思
想
を
肯
定
的
に
受

容
し
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
明
白
に
見
て
取
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
何

よ
り
も
こ
の
歌
が
「
讃
酒
歌
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
示
さ
れ
る
。

仏
教
に
は
、
「
五
戒
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
在
家
の
仏
教

徒
が
守
る
べ
き
と
さ
れ
る
、
五
つ
の
戒
め
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
不
殺
生
、
不
命
盗
、
不
邪
淫
、
不
妄
語
、
不
飲
酒
の
五
つ
の
禁
戒

で
あ
る
。
「
讃
溺
歌
」
は
、
す
で
に
そ
れ
自
体
が
、
不
飲
潜
戒
を
否
定

す
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
歌
を
克
て
い
こ
う
。
一
二
四
五
で
は
、
仏
教
で
「
無
価
宝
珠
」

と
き
囚
わ
れ
る
無
上
の
法
よ
り
も
、
一
杯
の
濁
り
漉
の
方
が
尊
い
と
う

た
っ
て
い
る
。
三
割
八
で
は
、
「
こ
の
世
」
と
「
来
む
世
」
が
対
比
し

て
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
現

控
と
来
世
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
蓄
の
敬
意
は
、
こ
の
世
で
楽

し
く
過
ご
せ
た
ら
、
来
世
で
は
虫
に
も
鳥
に
も
私
は
な
り
ま
し
ょ
う
、

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
来
世
で
の
生
ま
れ
変
わ
り
に
言
及
し
て
い
る
点

は
、
明
ら
か
に
仏
教
の
三
世
間
凶
果
説
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
こ
の
歌
は
、
三
世
因
果
説
を
部
捻
し
て
い
る
も

の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
三
回
九
に
お
い
て
、
確
か
に
旅

人
は
仏
教
に
お
け
る
「
生
者
必
滅
」
の
涯
を
認
め
て
い
る
が
、
仏
教
思

想
の
よ
う
に
、
そ
の
認
識
は
現
世
へ
の
執
着
の
克
販
に
は
向
か
わ
ず
、

逆
の
方
向
、
す
な
わ
ち
「
生
者
必
滅
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
環
生
で
の

享
楽
を
極
め
た
い
と
う
た
う
。
旅
人
の
思
想
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
仏
教
の

そ
れ
と
は
逆
方
向
を
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
、
本
当
に
旅
人
の
仏
教
思
想
へ
の
批
判

的
態
度
を
見
出
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
参
照
す
べ
き
な
の
が
、
旅
人
の
筑
紫
の
地
で
の
歌
友
、
出

上
矯
良
(
六
六
O
?
l
七
三
三
?
)
の
作
品
で
あ
る
。

て

・

ウ

せ

き

さ

ん

や

て

ん

し

ょ

く

ひ

と

ひ
そ
か
に
お
も
ひ
み
る
に
、
朝
夕
山
野
に
佃
食
す
る
者
す
ら
に
、

申

み

や

と

ろ

く

さ

い

な
ほ
災
害
な
く
し
て
世
を
渡
る
こ
と
得
、
常
に
弓
箭
を
執
り
、
六
斎

あ

き

ん

し

ゅ

は

ら

を
避
け
や
す
、
値
へ
る
禽
獣
の
、
大
き
な
る
と
小
さ
き
と
、
苧
む
と
苧
ま
ぬ
と
を

く

ら

な

り

ひ

と

輸
は
ず
、
こ
と
ご
と
に
殺
し
食
ふ
、
こ
れ
を
も
ち
て
業
と
す
る
者
を
い
ふ
ぞ

ら

う

や

か

か

い

て

う

ぜ

よ

け

い

ふ

く

よ

ふ

昼
夜
河
海
に
釣
漁
す
る
者
す
ら
に
、
な
ほ
慶
福
あ
り
て
俗
を
経
る

こ
と
を
釘
く
す
。
漁
夫
・
潜
女
、
お
の
も
お
の
も
断
む
る
と
こ
ろ
あ
り
、

た

け

さ

を

と

は

ら

う

の

み

ニ

男
は
乎
に
竹
竿
を
把
り
て
、
よ
く
波
識
の
上
に
釣
り
、
女
は
腰
に
盤
飽
を
帯

価値の構築43 



か
づ

L
λ
た

人

と

た

い

し

ゃ

A
J

び
て
、
溶
き
て
深
淵
仰
の
態
に
採
る
者
を
い
ふ
ぞ
い
は
む
や
、
我
れ
胎
生

ニ

め

ひ

み

づ

か

し

時

ぜ

A

S

あ
く

よ
り
今

S
ま
で
に
、
自
ら
修
警
の
志
あ
り
、
か
つ
て
作
惑
の
心
な

し
よ
あ
〈
藍
〈
き
し
よ
ぜ
人
ぷ
ぜ
ゃ
う

し
。
諸
悪
築
作
、
諸
藩
奉
行
の
教
へ
を
聞
く
こ
と
を
い
ふ
ぞ
こ
の
ゆ
ゑ

ひ
ご
と

に
三
宝
を
礼
拝
し
、
日
と
し
て
勤
め
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
毎
日

ず
き
ゃ
う
ほ
っ
み
一
志
A
げ

ひ

や

〈

し

ん

け

い

ち

ょ

う

よ

か

に
論
経
し
、
路
議
機
一
博
す
る
ぞ
百
神
を
敬
重
し
、
夜
と
し
て
欠
く

か
み
た
も

る
こ
と
あ
り
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
天
地
の
諾
神
等
を
敬
持
す
る
こ
と
を

は
づ
酌

い
ふ
ぞ
あ
あ
塊
し
き
か
も
、
我
れ
何
の
罪
を
犯
せ
ば
か
、
こ
の

や

ま

ひ

あ

fι.ぜ'九

醤
一
き
疾
に
選
へ
る
。
い
ま
だ
、
過
去
に
遊
れ
る
罪
か
、
も
し
は
一
現
離
に
犯

み
ん

せ
る
過
な
る
か
を
知
ら
ず
、
臨
時
過
を
犯
す
こ
と
な
く
は
、
何
ぞ
こ
の
病
を
獲
む

と
い
ふ

右
は
、
構
良
の
作
「
沈
踊
自
哀
文
」
の
閤
国
頭
部
で
あ
る
。
自
分
の
よ

う
に
規
範
に
従
っ
て
い
る
自
分
が
ど
う
し
て
重
い
病
に
苦
し
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
訴
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

で
の
規
範
は
、
主
に
仏
教
的
規
範
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
修
善
の
志

あ
り
、
か
つ
て
作
惑
の
心
な
し
」
と
い
う
こ
と
の
説
明
と
し
て
「
諸
悪

莫
作
、
諾
菩
奉
行
の
教
へ
を
開
く
こ
と
」
と
一
言
う
。
ま
た
、
自
ら
が
罪

と
無
縁
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
「
三
宝
を
礼
拝
」

す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
点
も
、
彼
が
仏
教
的
規
範
を
重
視
し
て
い
た

ぞ

く

だ

う

け

が

ふ

そ

く

り

こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
穏
良
は
「
俗
道
の
仮
合
開
離
し
、
去
り
や
す
く

と

ど

か

な

し

ゃ

〈

じ

じ

け

う

留
み
か
た
き
こ
と
を
悲
嘆
し
ぶ
る
詩
」
に
お
い
て
、
「
釈
・
慈
の
示
教

は
、
釈
氏
・
慈
氏
を
い
ふ
す
で
に
し
て
三
帰
仏
・
法
・
僧
に
帰
依
す
る
こ
と
を

と

ほ

ふ

か

い

お

も

ぷ

ふ

せ

っ

し

ゃ

う

ふ

と

う

た

う

い
ふ
五
戒
を
開
き
て
、
法
界
を
化
く
、
一
に
不
殺
生
、
二
に
不
倫
盗
、
一
ニ
に

じ
ゃ
れ
ν
ん

ふ

ま

う

ご

ふ

お

人

じ

地

不
邪
媛
、
四
に
不
安
龍
、
五
に
不
飲
猶
を
い
ふ
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
当
時

す
で
に
万
葉
び
と
に
は
「
五
戒
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
旅
人
と
憶
良
が
近
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、
少
な
く
と
も
旅
人
に
は
、
こ
の
「
五
戒
」
を
含
む
仏
教
的
規
範

を
遵
守
す
る
こ
と
に
悩
値
を
お
く
存
在
が
身
近
に
い
た
。

ま
た
、
「
讃
漉
歌
」
の
直
前
に
、
憶
良
の
「
寵
宴
歌
」
(
三
三
七
)
が

歌
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
宴
に
憶
良
が
同
席
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

「
罷
宴
歌
」
と
は
、
文
字
通
り
、
宴
か
ら
罷
る
こ
と
を
述
べ
る
歌
で
あ

る
。
こ
れ
が
歎
わ
れ
た
後
、
鰭
良
が
実
際
に
宴
席
か
ら
立
ち
去
っ
た
の

か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
讃
酒
歌
」
は
、
脇
陣
艮
も

同
席
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ

λ
ごっ。

44 

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
席
上
で
歌
わ
れ
た
「
讃
酒
歌
」
は
、
即
興
の

も
の
で
は
な
く
、
事
前
に
か
な
り
作
り
込
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と

が
、
伊
藤
博
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
は
、
「
讃
酒
歌
」
の

構
造
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
「
讃
、
酒
歌
」
の
十
三
首
は
、
「
有
機
的

構
造
を
綿
密
に
布
石
し
て
」
お
り
、
「
文
芸
的
作
品
と
し
て
造
型
さ
れ

た
も
の
で
」
あ
り
、
「
自
己
以
外
の
受
け
手
を
意
識
し
て
作
ら
れ
、
事

実
そ
れ
ら
の
人
々
に
披
露
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
結
論

M

つ
け

た
。
憶
良
の
よ
う
に
、
仏
教
的
規
範
を
重
視
す
る
人
の
自
に
も
触
れ
る

こ
と
を
想
定
し
た
上
で
披
露
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
仏
教
思
想
に



対
す
る
旅
人
の
反
発
心
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
旅
人
は
仏
教
思
想
へ
の
反
発
を
歌
い
上
げ

た
。
そ
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
旅
人
は
仏

教
思
想
の
何
に
反
発
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す

べ
く
、
以
下
で
は
、
旅
人
思
想
を
、
仏
教
思
想
を
無
化
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
一
つ
と
考
え
る
伊
藤
益
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
。

五
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
し
て
の
旅
人

「
讃
溜
歌
」
は
、
一
見
す
る
と
、
享
楽
主
義
と
呼
び
う
る
態
度
の
表

明
で
あ
る
。
と
に
か
く
現
世
で
楽
し
く
あ
る
こ
と
の
価
値
を
強
調
す
る

そ
の
歌
い
ぶ
り
は
、
確
か
に
享
楽
主
義
と
称
し
て
偽
り
な
い
も
の
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
考
慮
す
る
な
ら
、
そ
の
思
想
は
、
単

な
る
享
楽
主
義
で
は
な
い
。
旅
人
の
享
楽
主
義
は
、
彼
が
生
に
対
し
て

有
し
て
い
た
思
想
の
外
面
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
な
ぜ
旅
人
は
享
楽
主
義
を
打
ち
出
し
た
の

か
と
い
う
内
的
な
動
機
の
探
求
が
必
要
で
あ
る
。

伊
藤
盤
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
語
の
訳
語
と
し
て
、
「
虚
無
主
義
」

と
訳
し
た
の
で
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
積
極
性
が
看
過
さ
れ
る
点
を
指
摘

し
、
既
存
の
思
想
を
無
化
し
、
新
た
な
価
値
観
を
定
立
す
る
と
い
う
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
の
特
牲
を
表
す
新
た
な
訳
語
と
し
て
、
「
搬
無
主
義
」
と
い

う
表
現
を
提
案
し
た
。
伊
藤
に
よ
れ
ば
、
「
讃
酒
歌
」
に
お
い
て
、
旅

人
は
、
仏
教
的
哲
理
を
議
無
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
彼
の
思
想
を
撮
無
主
義
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
伊
藤
は
、

旅
人
が
享
楽
主
義
を
打
ち
出
し
た
理
由
を
、
仏
教
思
想
を
無
化
し
て
い

る
点
に
見
出
し
た
。
こ
の
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
本
稿
の
議
論

と
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
伊
藤
は
、
そ
れ
が
新
た
な
価
値
観
を

定
立
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

旅
人
の
搬
無
主
義
は
、
享
楽
や
高
踏
的
遊
戯
へ
の
逃
避
を
志
舟
す

る
立
場
に
立
っ
て
、
現
世
的
な
価
値
観
を
排
拒
す
る
だ
け
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
つ
い
に
、
消
極
的
な
蟻
無
主
義
の
域
を

出
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
伊
藤
は
旅
人
思
想
の
特
性
を
そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
(
撤
無
主
義
)
に
見
い
だ
し
つ
つ
も
、
新
た
な
儲
値
観
を
積
極
的
に

構
築
し
え
な
か
っ
た
点
を
そ
の
欠
点
と
見
な
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
伊
藤
の
診
断
は
果
た
し
て
正
し
い
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
問
題

は
、
彼
が
仏
教
思
想
に
代
わ
っ
て
、
新
た
な
価
値
観
を
定
立
し
え
な

か
っ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
、
彼
は
結
痛
の
と
こ
ろ
、
生
に
対
し
て
積
極

的
な
価
値
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

そ
こ
で
改
め
て
、
旅
人
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を

確
認
し
よ
う
。
旅
人
は
、
仏
教
思
想
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
仏
教

思
怒
は
、
生
に
対
し
て
執
着
す
る
こ
と
が
苦
し
み
を
生
む
原
密
で
あ
る

価値の構築45 



と
し
た
。
な
ぜ
執
着
が
苦
し
み
を
生
む
か
と
い
え
ば
、
こ
の
世
の
す
べ

て
が
無
常
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
も
の
に
執
着
し
て
も
、

そ
の
対
象
は
い
ず
れ
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
仏
教
は
、
一
切
の

執
着
を
捨
て
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
要
求
は
、
現
世
に
価
値
を
見

出
そ
う
と
す
る
態
度
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
旅
人
は
、
こ
れ
と
は
逆
の
立
場
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
控

の
中
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
無
常
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
享
楽
を
求

め
よ
と
奮
う
。
「
欝
、
謡
歌
」
は
、
心
を
許
す
こ
と
の
で
き
る
仲
間
た
ち

と
、
極
を
飲
み
、
愚
痴
を
こ
ぼ
し
あ
っ
て
、
そ
の
宴
席
と
い
う
場
で
の
享

楽
を
求
め
た
。
た
と
え
ば
三
四
九
に
、
享
楽
を
求
め
る
旅
人
の
心
性
が

端
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
享
楽
が
、
仏
教
的
錨
値
観
に
代
わ
る
新
た

な
生
の
儲
値
と
し
て
晃
出
さ
れ
た
。
こ
の
点
で
、
旅
人
は
新
た
な
価
鐘

観
を
定
立
し
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
立
場
は
、
伊
藤
と
は

逆
で
、
旅
人
の
思
想
は
新
た
な
価
鏡
観
を
定
立
す
る
積
極
的
な
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
で
あ
っ
た
と
す
る
‘
も
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
、
あ
る
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
「
讃
酒
歌
」
に
お

い
て
「
酔
い
泣
き
」
と
い
う
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、

宴
席
で
の
酔
い
に
任
せ
た
享
楽
の
意
義
を
一
方
で
訴
え
な
が
ら
も
、
他

方
で
は
悲
し
み
に
暮
れ
る
旅
人
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
享
楽
を
称
揚
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
之
の
歌
群
の

根
底
に
あ
る
の
は
悲
哀
の
情
で
あ
る
。
す
る
と
問
題
は
、
表
面
的
に
は

逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
享
楽
と
悲
哀
が
、
ど

の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
よ
っ
て
、
旅
人
思
想
に

お
い
て
、
事
楽
が
伺
を
意
味
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
悲
哀
の

情
と
の
つ
な
が
り
を
明
確
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
に
は
、
伊
藤
が
「
高
踏
的
遊
戯
」
と
呼
ぶ
作
品
、
具
体
的
に
は
、
旅

人
が
郎
女
の
死
後
に
作
成
し
た
、
幻
想
的
な
世
界
観
を
打
ち
出
し
た
諸

作
品
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ま
ず
検
討
し
た
い
の
が
、
「
梧
桐
の
自
本
琴
の
歌
」
と
い
う
作
品
で

去
の
す

Q

。

お
ほ
と
も
の
た
び
と
き
ん
じ
ゃ
う

大

伴

淡

等

謹

状

ご

と

う

や

ま

と

こ

と

つ

し

ま

ゆ

ひ

し

ゃ

ま

ひ

こ

え

梧
栴
の
日
本
琴
一
面
対
馬
の
結
石
の
山
の
孫
枝
な
り

か

め

を

と

め

主

い

わ

れ

ね

え

う

た

う

こ
の
琴
、
夢
に
娘
子
に
化
り
て
日
は
く
、
「
余
、
根
を
港
島
の

す

う

ち

人

よ

か

ら

き

う

や

う

き

う

く

わ

・

っ

さ

ら

え

ん

か

お

崇
轡
に
託
せ
、
幹
を
九
揚
の
休
光
に
時
す
。
長
く
煙
霞
を
帯
び

さ

ん

せ

人

く

ま

せ

う

え

う

ふ

う

は

が

ん

ぼ

く

あ

ひ

だ

て
、
山
川
の
阿
に
選
進
す
、
遠
く
風
波
を
望
み
て
、
躍
木
の
間

の

ち

こ

う

か

く

く

に
出
入
す
。
た
だ
に
恐
る
、
百
年
の
後
に
、
空
し
く
溝
壁
に
朽

り
や
・
っ
し
ゃ
う
あ

ち
な
む
こ
と
の
み
を
。
た
ま
さ
か
に
良
匠
に
遭
ひ
、
き
ら
れ
で

せ

う

き

ん

な

あ

ら

小
琴
と
為
る
。
質
飽
く
音
少
な
き
こ
と
を
顧
み
ず
、

さ

き

ん

ね

が

子
の
左
琴
を
希
ふ
」
と
い
ふ
。

す
な
は
ち
歌
ひ
て
臼
は
く
、

つ
ね
に
君



こ

主

へ

わ

ま

く

ら

い
か
に
あ
ら
む
自
の
時
に
か
も
声
知
ら
む
人
の
膝
の
上
我
が
枕
か

(
巻
玉
、
八
一

O
)

む
わ

れ

し

え

い

こ

た

僕
、
詩
詠
に
報
へ
て
日
は
く
、

-}・
ι

れ
~
h
μ
V

言
と
は
ぬ
木
に
は
あ
り
と
も
う
る
は
し
き
君
が
手
馴
れ
の
琴
に
し

(

八

こ

あ
る
べ
し

ニ
と
を
と
め

琴
娘
子
、
答
へ
て
臼
は
く
、

つ

つ

し

と

〈

い

ん

・

つ

け

た

ま

か

う

じ

ん

「
敬
み
て
徳
幸
を
奉
は
る
。
幸
甚
々
々
」
と
い
ふ
。

し

ま

ら

く

お

ど

ろ

い

め

こ

と

か

ま

が

い

ぜ

ん

も

だ

片
時
あ
り
て
覚
き
、
す
な
は
ち
夢
の
言
に
感
け
、
慨
然
止
黙
を

そ

且

こ

う

し

た

て

ま

つ

る
こ
と
得
ず
。
故
に
公
使
に
鰯
け
て
い
さ
さ
か
に
進
御
ら
く
の

み
。
謹
状
和
一
昨

て

ん

び

ゃ

う

た

て

ま

つ

天
平
元
年
十
月
七
日
使
に
附
け
て
進
上
る

&
ん
つ
う
ち
ゅ
う
ゑ
い
か
う
め
い
か
ふ
か
&
ん
〈
ろ

謹
通
中
衛
官
向
明
関
下
謹
空

当
該
作
品
は
、
旅
人
が
、
都
の
藤
原
房
前
に
、
対
局
結
石
の
山
の
網

で
作
ら
れ
た
日
本
琴
を
贈
っ
た
欝
に
、
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
天
平
一
冗
年
は
西
暦
に
直
せ
ば
七
二
九
年
、
す
な
わ
ち
前
年
に
郎
女

を
失
っ
た
旅
人
の
作
品
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、
琴
が
娘
に
な
っ
て

夢
に
現
れ
て
、
旅
人
と
歌
の
贈
答
を
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
こ
う
し

た
現
実
と
は
異
な
る
神
秘
的
な
世
界
観
を
提
示
す
る
作
品
と
し
て
、
さ

ら
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

ま
つ
ら
が
は

松
浦
川
に
遊
ぶ
序

わ

れ

ま

つ

ら

あ

が

た

ゆ

せ

う

え

う

余
、
た
ま
さ
か
に
松
浦
の
県
に
往
き
て
遁
遁
し
、
い
さ
さ
か
に

た

ま

し

ま

ふ

ち

う

を

玉
島
の
津
に
臨
み
て
遊
覧
す
る
に
、
た
ち
ま
ち
に
魚
を
釣
る

を

と

め

あ

く

わ

よ

う

な

ら

く

わ

う

ぎ

た

ぐ

り

う

え

ふ

娘
子
ら
に
値
ひ
ぬ
。
花
容
双
び
な
く
、
光
儀
匹
ひ
な
し
。
柳
葉

ま

よ

う

ち

た

う

く

わ

ほ

ほ

う

へ

ひ

ら

い

き

し

の

を
眉
の
中
に
開
き
、
桃
花
を
頬
の
上
に
発
く
。
意
気
は
雲
を
凌

ふ
う

0
・

っ

す

ぐ

、
ぎ
、
風
流
は
世
に
絶
れ
た
り
。

わ

れ

た

さ

と

た

い

へ

こ

し

ん

せ

ん

僕
、
出
向
ひ
て
「
誰
が
郷
誰
が
家
の
子
ら
ぞ
、
け
だ
し
神
仙
に
あ

ゑ

わ

れ

ら
む
か
」
と
い
ふ
。
娘
子
ら
、
み
な
咲
み
答
へ
て
「
児
等
は

ぜ

よ

ふ

い

へ

さ

う

あ

ん

い

や

さ

と

い

へ

漁
夫
の
舎
の
児
、
草
庵
の
微
し
き
者
な
り
。
郷
も
な
く
家
も
な

な

の

ひ

と

と

な

り

な

ら

し
。
何
ぞ
称
り
云
ふ
に
足
ら
む
。
た
だ
性
水
に
便
ひ
、
ま
た

こ

こ

ろ

ら

く

ほ

心
出
を
楽
し
ぶ
。
あ
る
い
は
洛
鴻
に
臨
み
て
、
い
た
づ
ら
に

ぎ

よ

く

ぎ

よ

と

も

ぷ

か

ふ

ふ

む

な

え

ん

か

玉
魚
を
羨
し
ぶ
、
あ
る
い
は
亙
峡
に
凱
し
て
、
空
し
く
煙
霞
を

う

ま

ひ

と

あ

か

ん

お

う

あ

望
一
む
。
今
た
ま
さ
か
に
貴
客
に
拐
遇
ひ
、
感
応
に
勝
へ
ず
、
す

く

わ

ん

き

ょ

く

の

の

ち

か

い

ら

う

な
は
ち
歎
曲
を
練
ぶ
。
今
よ
り
後
に
、
あ
に
借
老
に
あ
ら
ざ
る

わ

れ

こ

た

を

を

つ

つ

し

は

う

め

い

べ
け
む
」
と
い
ふ
。
下
官
、
対
へ
て
「
唯
々
、
敬
み
て
芳
命
を

奉
は
ら
む
」
と
い
ふ
。
特
に
、
日
は
山
の
西
に
落
ち
、
麟
馬

去
な
む
と
す
。

く

わ

い

は

う

え

か

か

い

つ
ひ
に
穣
抱
を
申
べ
、
よ
り
て
詠
歌
を
贈
り
て
臼
は
く
、

み

ま

あ
さ
り
す
る
海
人
の
子
ど
も
と
人
は
言
へ
ど
見
る
に
知
ら
え
ぬ

う
ま
ひ
と

貴

人

の

子

と

(

巻

五

、

八

五

一

一

一

)

答
ふ
る
詩
に
臼
は
く

た

ま

し

ま

か

は

か

み

や

さ

玉
島
の
こ
の
川
上
に
家
は
あ
れ
ど
君
を
恥
し
み
あ
ら
は
さ
ず
あ
り

き

(

八

五

四

)

価値の構築47 



本
作
品
は
、
作
者
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
が
、
同
作
品
が
旅
人
作
と

し
て
、
苦
自
室
や
山
上
機
良
に
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
吉
田

宜
が
八
六
回
j
八
六
七
で
、
山
上
憶
良
が
八
六
八
j
八
七

O
で
、
そ
れ

ぞ
れ
「
松
浦
川
に
遊
ぶ
軟
」
を
受
け
て
返
答
す
る
歌
を
、
旅
人
に
向
け

て
贈
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
な
お
、
吉
田
宜
か
ら
の
護
状
に
よ

れ
ば
、
旅
人
か
ら
当
誤
作
品
が
贈
ら
れ
た
の
は
、
天
平
二
年
(
七
三

O
)

四
月
六
日
、
す
な
わ
ち
、
「
日
本
琴
の
歌
」
の
翌
年
で
あ
る
。
こ
の
作

品
で
歎
わ
れ
て
い
る
内
容
は
、
松
浦
川
を
訪
れ
た
と
き
の
、
仙
女
と
思

わ
れ
る
娘
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
他
女
の
描
写
に
は
、
現
実
の
女
性
と

は
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
が
並
ぶ
。
ま
た
、
「
日
は
山

の
茜
に
蕗
ち
、
麟
馬
去
な
む
と
す
」
と
い
う
序
文
の
表
現
は
、
こ
う
し

た
神
秘
的
な
世
界
か
ら
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
よ
う
と
す
る
状
況
を
由
記
し

た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
表
現
を
入
れ
る
こ
と
で
、
仙
女
と
出
会
っ
て
い

る
空
間
が
、
現
実
と
は
隔
絶
し
た
世
界
で
あ
る
こ
と
が
強
議
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
旅
人
は
、
郎
女
の
死
後
、
積
極
的
に
幻
想
的
世
界

を
生
み
出
し
た
。
ま
た
、
商
作
品
と
も
に
、
贈
呈
さ
れ
た
作
品
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
旅
人
は
自
ら
が
創
出
し
た
幻
想
的
な
世
界
を
、
た
だ
一

人
興
じ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
他
者
と
共
有
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
旅
人
が
こ
の
よ
う
に
、
他
者
と
一
つ
の
世
界
観
慨
を
共
有
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
権
花
の
歌
三
十
二
首
」
(
八
一
五
j
八
四
六
)

か
ら
も
分
か
る
。
こ
の
歓
群
は
、
天
平
二
年
の
正
月
に
、
旅
人
部
で
閲

か
れ
た
宴
で
の
作
品
で
あ
る
。
多
く
の
宮
人
が
集
い
、
梅
花
を
主
題
と

し
て
歓
い
継
い
で
い
っ
た
。
旅
人
の
作
品
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

48 

れ

そ

の

あ

め

我
が
磁
に
楠
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も

(
巻
五
、
八
二
二
)

当
該
歌
が
歌
わ
れ
た
正
月
十
三
日
は
、
梅
が
散
る
に
は
阜
す
ぎ
る
。

事
実
、
旅
人
よ
り
前
に
歌
わ
れ
た
作
品
は
ど
れ
も
が
、
咲
き
誇
る
梅
の

花
だ
け
を
主
題
に
し
て
い
た
。
そ
こ
で
旅
人
は
、
梅
の
花
が
散
る
と
い

う
、
現
実
と
は
異
な
る
幻
想
的
な
風
景
を
歌
い
上
げ
た
。
こ
の
旅
人
が

生
み
出
し
た
幻
想
的
世
界
が
、
そ
の
後
に
歌
い
継
ぐ
歌
人
た
ち
に
引
き

継
が
れ
て
い
く
。

以
上
よ
り
明
ら
か
に
、
旅
人
は
、
現
実
と
事
離
し
た
世
界
を
描
き
出

し
、
そ
れ
を
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
に
儒
鑓
を
見
出
し
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
旅
人
は
仲
間
同
た
ち
に
、
幻
想
的
な
世
界
観
を
共
有
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
彼
が
創
り
出
し
た
幻
想
的
な
世
界
に
共
に
入
り
込
み
、
そ
の
世

界
を
享
受
し
合
う
こ
と
を
求
め
て
い
た
。

そ
こ
で
、
四
節
で
見
た
「
議
、
極
歌
」
を
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、

こ
の
作
品
も
ま
た
、
宴
蕗
で
披
露
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
旅
人
は
た
だ

一
人
で
「
酔
い
泣
き
」
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
心
を
許
し
た
仲

関
と
と
も
に
酔
い
、
仲
間
と
共
に
砕
い
泣
き
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
彼
が
宴
席
で
求
め
た
も
の
も
、
た
だ
酔
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の



酔
い
と
い
う
非
日
常
的
な
状
況
を
仲
間
と
共
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
共
有
と
い
う
事
態
こ
そ
が
、
享
楽
の
内
実

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
悲
哀
と
享
楽
が
共
存
す
る

こ
と
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
悲
哀
は
他
者
と
共
有
さ
れ

る
べ
き
対
象
で
あ
り
、
こ
の
共
有
さ
れ
る
と
い
う
事
態
こ
そ
が
、
享
楽

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

こ
の
享
楽
こ
そ
が
、
仏
教
思
想
に
抗
っ
て
旅
人
が
肯
定
し
た
生
の
価

値
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
確
か
に
一
時
の
も
の
で
あ
り
、
執
着
し

よ
う
と
し
て
も
す
ぐ
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
た
と
え
失
わ
れ

た
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
新
た
に
享
楽
の
場
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
旅
人
は
、
享
楽
の
空
間
と
し
て
、
宴
を
開
い
た
り
、
幻
想
的
な
世

界
を
制
創
出
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
他
者
と
の
共
有
と
い
う
生
の

価
値
を
、
文
学
的
制
作
と
い
う
形
で
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
、
彼
は
価
値
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ

、っ。

七
、
悲
し
み
の
意
味

次
々
と
幻
想
的
な
世
界
を
打
ち
出
し
て
い
っ
た
旅
人
だ
が
、
梅
花
の

宴
が
催
さ
れ
た
年
の
十
二
月
に
は
大
約
言
に
任
ぜ
ら
れ
、
婦
京
し
た
。

都
に
戻
っ
た
旅
人
は
、
萎
部
女
の
不
在
と
い
う
現
実
を
改
め
て
実
感

し
、
悲
し
み
に
沈
む
ほ
か
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
第
二
節
で
提
起
し

た
、
こ
の
悲
し
み
が
侭
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
関
い
に
つ
い
て
検

討
し
よ
う
。

こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
に
、
旅
人
は
、
喜
び
ゃ
悲
し
み
、
あ

る
い
は
幻
想
的
な
世
界
を
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
生
の
価

値
を
見
出
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
生
の
価
値
に
と
っ
て
、
他
者
の
在

在
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
死
し
た
他
者
は
も
は
や
生

の
価
値
と
は
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
旅
人
の
答
え
で
あ
り
、
そ
れ

が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
「
亡
妻
挽
歌
」
で
あ
る
。
価
値
を
見
出

し
て
い
な
い
も
の
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
人
は
悲
し
み
を
覚
え
た
り
は

し
な
い
。
失
っ
た
も
の
に
価
値
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
悲
し
む
の
で

あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
何
か
を
失
う
こ
と
を
悲
し
む
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
失
わ
れ
た
も
の
に
対
し
て
価
値
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
「
亡
妻
挽
歌
」
に
お
け
る
旅
人
の
深
甚
な
悲
し
み
は
、
妻
部
女
の

存
在
が
、
自
身
の
生
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
価
鐘
を
有
し
て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
亡
妻
説
歌
」
に
お
い
て
表
出
さ
れ

た
悲
し
み
は
、
郎
女
と
の
生
活
が
、
旅
人
の
生
に
と
っ
て
至
上
の
価
値

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
再
認
識
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
価
値

を
見
出
し
え
た
自
身
の
生
そ
れ
自
体
の
価
櫨
の
再
認
識
で
も
あ
る
。

序
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
生
き
で
あ
る
以
上
、
愛
す
る
人

と
の
死
別
の
悲
し
み
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
悲
し
み

が
侭
を
意
味
す
る
の
か
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
旅
人
の
思
想

錨鑑の構築49 



は
、
こ
の
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
別
れ
の
悲
し
み
に
対
し
て
、
生
の

価
値
の
再
認
識
と
い
う
解
釈
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
悲
し
み

の
解
釈
が
、
生
に
存
す
る
価
値
を
需
定
し
、
構
築
し
続
け
た
旅
人
思
想

が
到
達
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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