
一
、
は
じ
め
に

『
檜
垣
』

の
老
女
を
め
ぐ
っ
て

「
水
を
汲
む
」
所
作
か
ら
捉
え
ら
れ
る
シ
テ
像
の
考
察
I

『
檜
垣
』
は
、
『
申
楽
談
儀
』
に
「
世
子
作
」
と
さ
れ
て
お
り
、
『
三
道
』

に
も
、
近
年
世
間
で
好
評
を
博
し
て
い
る
模
範
曲
の
数
々
（
「
近
来
押
し
出

だ
し
て
見
え
つ
る
世
上
の
風
体
の
数
々
」
）
の
一
っ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
、
世
阿
弥
の
自
信
作
の
一
っ
と
い
え
る
。
今
は
『
娯
捨
』
『
関
寺
小

町
』
等
と
と
も
に
「
一
二
老
女
」
と
称
さ
れ
、
最
高
の
秘
曲
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
室
町
末
期
の
偽
世
阿
弥
伝
書
の
『
八
帖
花
伝
書
』
に

前
記
二
曲
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
、

(
1
)
 

右
の
一
―
一
番
は
、
老
女
の
舞
。
何
れ
も
大
事
の
囃
子
な
り
。

と
珍
重
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
同
じ
と
こ
ろ
の

末
尾
に
お
い
て
、
「
此
等
は
、
名
人
・
劫
経
ざ
る
人
は
、
囃
子
候
事
、
誠
し

か
ら
ず
」
「
昔
の
名
人
も
、
是
ら
を
ば
、
終
に
は
囃
し
済
し
た
る
事
は
な
き

な
ど
と
申
さ
れ
候
つ
る
」
な
ど
と
さ
れ
、
『
檜
垣
』
が
室
町
末
期
以
前
か
ら

最
高
の
秘
曲
の
一
っ
と
し
て
重
く
見
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
演
能
上
に
は
こ
れ
ほ
ど
珍
重
さ
れ
て
き
た
曲
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
本
文
詞
章
の
分
析
を
通
し
て
シ
テ
像
を
捉
え
た
先
学
の
研
究
は

必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
。
と
く
に
、
一
曲
構
成
の
根
幹
を
な
す
「
水

を
汲
む
」
所
作
に
寄
せ
る
シ
テ
の
心
の
分
析
を
通
し
て
本
曲
の
シ
テ
像
を

捉
え
よ
う
と
し
た
論
考
は
、
管
見
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
見
あ
た
ら
な
い
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
「
水
を
汲
む
」
所
作
に
寄
せ
る
シ
テ
の
あ
り
よ
う
の
分
析

を
中
心
と
し
て
、
本
曲
の
シ
テ
の
人
物
像
に
迫
っ
て
み
た
い
。

二
、
従
来
の
主
題
説
を
め
ぐ
っ
て

そ
こ
で
ま
ず
、
本
曲
の
シ
テ
像
の
解
釈
と
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
従

来
の
主
題
論
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

『
檜
垣
』
の
主
題
に
関
す
る
有
力
な
説
と
し
て
は
、
「
美
し
か
っ
た
舞
姫

の
い
た
ま
し
い
末
路
を
描
く
。
単
に
老
醜
を
は
か
な
む
の
で
は
な
く
、
世

の
男
ど
も
を
引
き
付
け
た
そ
の
美
し
さ
ゆ
え
、
み
ず
か
ら
誇
っ
た
そ
の
舞

歌
の
生
活
ゆ
え
、
死
後
は
、
業
火
の
ほ
の
お
に
燃
え
立
つ
釣
瓶
を
、
永
遠

(
2
)
 

に
手
操
り
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
主
題
」
と
す
る
岩
波
古

典
大
系
本
の
説
と
、
こ
れ
に
賛
同
す
る
新
潮
古
典
集
成
本
の
「
全
盛
を
誇

る
舞
女
、
そ
の
遊
女
の
属
性
と
し
て
の
瞬
慢
邪
淫
の
な
れ
の
果
て
の
、
老

醜
の
身
の
因
果
の
水
汲
み
に
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
い
る
」
と
い
う
主
題
説

が
ほ
ぽ
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
い
ず
れ
も
、
前
世
の
罪
障
の
た

め
に
地
獄
で
苦
し
む
シ
テ
の
境
遇
に
焦
点
を
絞
っ
た
説
と
み
る
こ
と
が
で

金

忠

永
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き
る
。
し
か
し
、
山
木
ユ
リ
氏
が
前
掲
大
系
本
の
主
題
説
を
批
判
し
て
、

「
「
ほ
の
お
に
燃
え
た
つ
釣
瓶
」
に
終
始
し
て
い
て
は
、
「
み
つ
は
ぐ
む
」

(
4
)
 

姿
の
全
体
像
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
危
惧

す
る
よ
う
に
、
「
水
を
汲
む
」
シ
テ
像
に
は
、
妄
念
に
苛
ま
れ
る
姿
の
み
な

ら
ず
、
救
い
を
求
め
て
「
懺
悔
の
水
」
を
汲
み
上
げ
る
姿
も
見
受
け
ら
れ
、

一
曲
の
主
題
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
こ
う
し
た
全
体
像
を
見
据
え
て
考
え

な
く
て
は
な
る
ま
い
。

(
5
)
 

前
掲
山
木
説
は
、
相
良
亨
氏
の
『
檜
垣
』
論
を
踏
ま
え
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
相
良
氏
は
、
前
記
大
系
説
や
集
成
説
に
真
っ
向
か
ら
反
駁
し
、
「
世

阿
弥
は
「
檜
垣
の
女
」
を
、
そ
の
花
性
を
、
そ
の
舞
の
中
に
お
い
て
無
常

を
こ
え
た
次
元
に
昇
華
さ
せ
て
い
る
、
そ
の
意
味
で
自
己
救
済
を
内
面
に

(
6
)
 

お
い
て
獲
得
さ
せ
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
本
曲
の
主
題
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

す
な
わ
ち
氏
は
、
後
場
の
[
序
ノ
舞
]
を
ワ
キ
僧
の
前
で
の
懺
悔
の
舞
と

し
、
そ
の
中
に
「
こ
の
世
性
を
捨
象
し
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
美
し
さ
に
ま
で

純
化
し
昇
華
」
す
る
こ
と
で
自
己
救
済
を
遂
げ
る
シ
テ
像
を
描
く
と
こ
ろ

に
本
曲
の
主
題
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
前
記
大
系
・
集
成
説
が
前
世

の
罪
障
の
報
い
に
苦
し
む
姿
に
曲
の
焦
点
を
認
め
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ

の
相
良
説
は
、
悟
道
に
よ
る
仏
の
救
済
に
む
し
ろ
一
曲
の
重
心
を
置
い
て

見
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
相
良
氏
が
「
自
己
救
済
を
内
面
に
お
い

て
獲
得
さ
せ
る
」
昇
華
の
舞
と
見
な
し
て
い
る
[
序
ノ
舞
]
は
ヽ
曲
全
体

の
構
造
か
ら
見
て
、
「
懺
悔
の
舞
」
と
は
見
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と

い
う
の
は
、
『
檜
垣
』
の
シ
テ
は
台
詞
の
中
で
、
道
念
と
妄
念
と
い
っ
た
相

反
す
る
想
念
を
か
か
え
こ
み
な
が
ら
も
、
一
瞬
そ
れ
ら
か
ら
脱
却
し
て
[
序

ノ
舞
]
に
浸
る
も
の
の
、
舞
の
終
わ
り
と
と
も
に
再
び
執
心
に
陥
っ
て
ゆ

く
姿
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
(
[
序
ノ
舞
]
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た

一
、
「
水
を
汲
む
」
前
シ
テ

展
開
に
関
し
て
は
の
ち
に
詳
述
す
る
。
）
相
良
氏
の
言
う
よ
う
に
[
序
ノ
舞
]

に
よ
っ
て
シ
テ
が
自
己
救
済
を
遂
げ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
後
再
び
執
心
に

陥
り
、
救
済
を
訴
え
る
台
詞
を
繰
り
返
す
ま
ま
一
曲
が
締
め
く
く
ら
れ
る

展
開
と
は
整
合
し
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏
も
こ
の
問
題
に
つ

い
て
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
明
確
な
論
証
を
示
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。

従
来
の
主
な
主
題
説
は
お
お
む
ね
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
が
、
筆
者
と

し
て
は
、
前
掲
諸
氏
の
説
に
導
か
れ
つ
つ
も
、
本
曲
の
ね
ら
い
が
、
道
念

と
妄
念
の
い
ず
れ
か
に
偏
っ
た
姿
を
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

間
で
心
が
引
き
裂
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
永
却
に
救
い
を
得
ら
れ
ぬ
シ
テ
像

を
描
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
み
る
。
こ
の
こ
と
を
以
下
詞
章
の
分
析
を
通
し

て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

『
檜
垣
』
の
前
シ
テ
（
里
の
老
女
を
装
っ
た
檜
垣
の
女
の
霊
）
は
、
舞

台
上
に
登
場
し
て
き
て
は
ま
ず
、

影
白
川
の
水
汲
め
ば
、
影
白
川
の
水
汲
め
ば
、
月
も
袂
や
濡
ら
す
ら

(
7
)
 

ん。

と
い
う
[
次
第
〕
を
口
ず
さ
む
o

こ
の
「
水
」
は
ヽ
岩
戸
観
音
に
供
え
る

た
め
に
汲
む
関
伽
の
水
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
前
シ
テ
の
「
水
を
汲

ぎ
ゆ
う
す
い
じ
ゅ
う
し
ん

む
」
と
い
う
行
為
は
、
天
台
宗
の
汲
水
拾
薪
の
行
で
あ
り
、
前
シ
テ
は
滅

罪
修
行
を
行
じ
な
が
ら
舞
台
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
意
味
で
こ
の
[
次
第
]
は
ヽ
『
井
筒
』
の
前
シ
テ
が
登
場
第
-
声

で
、
「
暁
ご
と
の
関
伽
の
水
、
暁
ご
と
の
関
伽
の
水
、
月
も
心
や
澄
ま
す
ら

ん
」
と
謡
い
あ
げ
る
[
次
第
]
と
類
似
し
て
い
る
o

が
ヽ
『
井
筒
』
の
前
シ
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テ
が
「
月
も
心
や
澄
ま
す
ら
ん
」
と
、
端
的
に
澄
心
へ
の
願
い
を
「
関
伽

の
水
」
に
こ
め
る
の
に
比
べ
、
『
檜
垣
』
の
前
シ
テ
は
、
「
月
も
袂
や
濡
ら

す
ら
ん
」
と
な
に
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
深
い
煩
悩
を
抱
え
る

こ
と
を
最
初
か
ら
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

こ
れ
は
続
<
[
サ
シ
〕
で
「
そ
れ
籠
鳥
は
雲
を
恋
ひ
、
帰
雁
は
友
を
忍

ぶ
、
人
間
も
ま
た
こ
れ
同
じ
、
貧
家
に
は
親
知
少
な
く
、
賤
し
き
に
は
故

人
疎
し
、
老
衰
お
と
ろ
へ
形
も
な
く
、
露
命
窮
ま
っ
て
霜
葉
に
似
た
り
」

と
、
貧
賤
に
あ
っ
て
も
人
を
恋
う
て
や
ま
ぬ
老
醜
の
孤
独
を
「
籠
鳥
」
や

「
帰
雁
」
の
境
遇
に
重
ね
て
い
る
の
と
結
び
つ
く
の
で
あ
っ
て
‘
[
次
第
]

の
「
月
も
袂
や
濡
ら
す
ら
ん
」
で
ほ
の
め
か
さ
れ
た
煩
悩
は
、
こ
の
よ
う

な
嘆
き
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
よ
っ
て
、
右
の
[
次
第
]
の

く
だ
り
は
、
「
開
伽
の
水
を
汲
む
と
、
随
喜
の
涙
ば
か
り
で
な
く
、
悲
嘆
ゆ

え
の
涙
も
私
の
袂
を
濡
ら
し
、
そ
こ
に
月
光
が
映
え
て
月
も
私
の
袂
を
濡

ら
す
か
の
よ
う
に
み
え
る
」
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
滅
罪
を

願
う
求
道
の
心
と
世
に
残
す
執
心
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
反
す
る
方

向
へ
と
引
き
裂
か
れ
る
心
の
あ
り
よ
う
が
読
み
と
れ
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
ま
ず
、
前
シ
テ
に
お
け
る
こ
の
心
の
あ
り
よ
う
を
考

え
て
ゆ
く
。
そ
の
点
で
参
考
と
な
る
の
が
、
す
で
に
ふ
れ
た
『
井
筒
』
の

シ
テ
の
済
度
願
望
で
あ
ろ
う
。
そ
の
『
井
筒
』
で
は
、
前
シ
テ
が
[
サ
シ
〕

で
お
の
れ
の
執
心
を
嘆
き
、
続
<
[
下
ゲ
寄
]
で
「
た
だ
い
つ
と
な
く
一

筋
に
、
頼
む
仏
の
み
手
の
糸
、
導
き
給
へ
法
の
聟
」
と
、
ひ
た
す
ら

仏
の
救
い
に
頼
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
『
檜
垣
』
の
前
シ

テ
は
、
同
じ
<
[
サ
シ
]
で
身
の
境
遇
を
嘆
い
た
後
‘
[
下
ゲ
奇
]
で
‘

、
、
、
、
、

流
る
る
水
の
あ
は
れ
世
の
、
そ
の
理
を
汲
み
て
知
る

（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
。
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
、
流
水
か
ら
無
常
の
世
の
理
を
汲
み
取
れ
る
、
と
お
の
れ
の
知
を
信
ず

る
姿
勢
を
示
す
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
は
、
自
ら
の
知
を
信
仰
の
中
心
に
据

え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
無
常
（
「
流
る
る
水
の
あ
は
」
）
を
悟
り
、

そ
の
悟
達
を
通
し
て
こ
の
世
か
ら
度
脱
せ
ん
と
す
る
祈
り
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
。
『
井
筒
』
の
前
シ
テ
と
の
違
い
が
明
ら
か
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
祈
り
は
、
『
井
筒
』
に
見
ら
れ
る
仏
の
救
い
に
す
が
ろ
う
と
す
る

他
力
本
願
の
婆
勢
と
は
対
蹄
的
で
あ
っ
て
、
自
力
に
よ
る
済
度
の
願
望
と

い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
見
の
が
せ
な
い
の
は
、
こ
こ
に
は
「
流
る
る
水
の
あ
は
」
に
有

為
転
変
の
「
世
の
そ
の
理
」
を
汲
み
と
れ
る
と
語
る
口
ぶ
り
に
重
な
っ
て
、

「
水
の
あ
は
れ
」
を
知
る
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
前
掲
[
次
第
]
に
お

け
る
心
の
あ
り
よ
う
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
に
も
や
は
り
道
念
と
情
念
と

が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
水
の
あ
は
れ
」
に
は
、

「
水
を
汲
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
在
り
し
日
の
出
来
事
が
ふ
と
思
い
出
さ
れ
、

そ
れ
へ
と
心
が
魅
か
れ
る
と
い
う
意
味
が
重
層
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

妄
念
ゆ
え
に
中
有
を
さ
ま
よ
う
亡
霊
の
身
と
し
て
汲
む
「
あ
は
れ
」
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
思
い
出
と
な
る
も
の
と
し
て
は
様
々
に
考
え
ら
れ
よ
う

が
、
と
り
わ
け
水
を
な
か
だ
ち
と
し
て
歌
を
詠
み
か
け
た
『
後
撰
集
』
で

の
藤
原
興
範
と
の
交
情
が
そ
の
背
後
に
あ
る
こ
と
が
劇
の
展
開
に
つ
れ
て

明
ら
か
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
一
曲
構
成
の
根
幹
を
な
す
こ
の
「
水
を

汲
む
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
『
後
撰
集
』
当
該
歌
の
「
み
つ
は
ぐ
む
」
の

句
に
重
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
詞
書
が
伝
え
る
二
人
の
交
情
の
世
界
が
こ

の
「
あ
は
れ
」
の
う
ち
に
す
べ
て
こ
め
ら
れ
る
脚
色
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
、
一
曲
の
主
題
が
秘
め
ら
れ
る
[
ク
セ
]
に
お
い
て
後

シ
テ
の
懐
旧
の
情
が
向
け
ら
れ
る
の
も
興
範
に
水
を
所
望
さ
れ
た
在
り
し
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日
で
あ
り
、
そ
れ
が
シ
テ
の
舞
の
披
露
へ
と
つ
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
前
掲
の
[
次
第
]
と
[
下
ゲ
寄
]
に
は
ヽ
後
場
で
繰
り
広

げ
ら
れ
る
シ
テ
の
迷
い
の
心
を
あ
ら
か
じ
め
暗
示
す
る
伏
線
が
敷
か
れ
て

い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

、
、
、
、

な
お
、
後
シ
テ
（
檜
垣
の
女
の
霊
）
の
台
詞
に
お
い
て
も
、
「
水
の
あ
は

、
、
、
、

れ
を
知
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
れ
ま
で
現
は
れ
出
で
た
る
な
り
」
（
こ
の
台
詞
に

関
し
て
は
の
ち
に
さ
ら
に
述
べ
る
）
と
、
前
掲
[
下
ゲ
斑
]
で
う
か
が
え

た
よ
う
な
道
念
と
忘
念
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
台
詞
が
繰
り
返
さ
れ
、
お

の
れ
の
知
を
信
ず
る
姿
勢
が
曲
全
体
を
貫
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
曲
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
お
い
て
、
「
水
の
あ
は
れ
を
知

る
」
と
い
っ
た
お
の
れ
の
知
を
強
く
う
ち
出
す
姿
勢
が
見
え
る
の
は
、
そ

こ
に
秘
め
ら
れ
る
道
念
と
忘
念
と
い
っ
た
相
容
れ
ぬ
二
つ
の
水
を
汲
み
上

げ
る
姿
と
密
接
に
か
か
わ
り
合
う
も
の
と
し
て
、
本
曲
の
シ
テ
像
を
考
え

る
上
で
見
逃
が
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

四
、
「
猛
火
を
汲
む
」
後
シ
テ

後
場
に
入
る
と
、
後
シ
テ
は
暫
く
姿
を
顕
示
し
な
い
ま
ま
、
「
有
為
の
有

様
無
常
の
ま
こ
と
、
た
れ
か
生
死
の
理
を
論
ぜ
ざ
る
」
と
、
お
の
れ

の
知
を
信
頼
す
る
「
人
体
」
に
ふ
さ
わ
し
く
世
の
無
常
の
道
理
を
説
き
、

頗
る
格
調
高
い
台
詞
を
舞
台
上
に
ひ
び
か
せ
る
。
あ
た
か
も
世
の
道
理
を

悟
り
き
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
調
で
あ
っ
て
、
並
々
な
ら
ぬ
知
性
を
う

か
が
わ
せ
て
も
い
る
。

し
か
し
、
舞
台
上
に
登
場
し
て
来
て
お
の
れ
の
真
の
姿
を
現
わ
す
[
掛

ケ
合
]
に
入
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
格
調
高
い
口
調
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、

み
す
ぼ
ら
し
い
外
見
を
卑
下
し
、
執
心
に
ま
み
れ
た
妄
念
を
あ
ら
わ
に
す

涙
曇
り
の
顔
ば
せ
は
、
そ
れ
と
も
見
え
ぬ
衰
へ
を
、
た
れ
白
川
の
み

つ
は
ぐ
む
、
老
い
の
姿
ぞ
恥
づ
か
し
き

後
シ
テ
は
、
「
そ
れ
と
も
見
え
ぬ
衰
へ
」
、
す
な
わ
ち
「
老
い
の
姿
」
を

晒
し
て
い
る
こ
と
を
恥
じ
ら
っ
て
み
せ
る
。
い
ま
だ
姿
を
顕
さ
ぬ
ま
ま
だ

っ
た
と
き
の
知
性
的
口
ぶ
り
と
は
対
照
的
な
ト
ー
ン
ヘ
と
転
じ
て
い
る
。

(
8
)
 

こ
こ
で
い
う
「
そ
れ
」
と
は
、
「
美
貌
を
誇
っ
た
檜
垣
の
女
」
と
、
た
ん
に

若
き
日
の
外
見
の
み
を
さ
す
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
ま
で
の
知
的
な
イ
メ

ー
ジ
に
貫
か
れ
た
人
物
像
か
ら
し
て
、
「
オ
色
兼
備
の
歌
人
と
し
て
有
名
だ

っ
た
か
の
檜
垣
の
女
」
と
、
知
的
な
プ
ラ
イ
ド
を
も
考
慮
し
て
解
釈
す
べ

き
だ
と
思
う
。
並
々
な
ら
ぬ
知
を
た
た
え
た
人
物
と
し
て
は
、
単
な
る
外

的
な
衰
え
よ
り
は
、
往
年
の
誇
り
で
あ
っ
た
オ
媛
ぶ
り
を
人
に
偲
ば
す
こ

と
が
で
き
ぬ
こ
と
ほ
ど
悲
し
み
の
痛
切
な
も
の
は
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
後
シ
テ
が
お
の
れ
の
老
醜
を
恥
じ
ら
い
、
ま
た
深
く
そ
れ

を
嘆
く
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
そ
れ
」
へ
の
執
心
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
執
心
が
、
ワ
キ
僧
に
よ
っ
て
、

あ
ら
痛
は
し
の
お
ん
有
様
や
な
、
今
も
執
心
の
水
を
汲
み
、
輪
廻
の

姿
見
て
給
ふ
ぞ
や

と
見
透
か
さ
れ
る
。
後
シ
テ
は
、
中
有
を
さ
ま
よ
う
亡
霊
の
身
で
あ
る
ゆ

え
に
、
浮
か
ば
れ
ぬ
そ
の
身
の
た
め
の
懺
悔
の
行
と
し
て
「
水
を
汲
む
」

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ワ
キ
僧
に
は
、
「
懺
悔
の
水
」
な
ら
ぬ
「
執
心
の
水
」

を
汲
み
上
げ
て
い
る
と
見
抜
か
れ
て
い
る
。
引
き
裂
か
れ
た
心
を
か
か
え

た
ま
ま
、
わ
れ
知
ら
ず
「
水
を
汲
む
」
シ
テ
の
姿
を
ワ
キ
僧
は
哀
れ
む
。

「
輪
廻
の
姿
」
と
は
、
同
じ
「
水
を
汲
む
」
所
作
で
あ
り
な
が
ら
相
容
れ

ぬ
二
つ
の
心
を
汲
み
上
げ
、
そ
れ
ゆ
え
浮
か
ば
れ
え
ぬ
姿
を
さ
す
も
の
で

る。
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あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
後
シ
テ
の
迷
妄
は
、
前
場
の
[
次
第
]
と
[
下
ゲ

可
可
〕
で
伏
線
と
し
て
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
た
心
の
撞
着
と
相
通
じ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
道
念
と
妄
念
と
い
っ
た
一
―
つ
の
方
向
へ
引
き
裂
か

れ
る
後
シ
テ
の
心
が
、
「
懺
悔
の
水
」
と
「
執
心
の
水
」
と
い
っ
た
相
容
れ

ぬ
水
を
汲
み
上
げ
る
行
為
で
象
徴
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
執
心
の
水
」
と

い
う
の
は
、
『
井
筒
』
で
も
「
心
の
水
も
そ
こ
ひ
な
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、

心
を
水
に
た
と
え
る
言
葉
で
あ
り
、
心
と
水
と
を
「
同
物
」
視
す
る
「
衆

(
9
)
 

生
心
水
」
「
法
性
の
心
水
」
等
の
仏
教
思
想
に
も
と
づ
く
言
葉
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
『
檜
垣
』
の
後
シ
テ
が
ワ
キ
僧
に
「
執
心
の
水
」
を
汲
む
婆

と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
は
、
執
心
を
抱
く
シ
テ
の
心
そ
の
も
の
を
象
徴
す

る
わ
け
で
あ
る
。

ワ
キ
僧
に
内
な
る
心
を
見
透
か
さ
れ
て
か
ら
は
、
後
シ
テ
は
も
は
や
真

の
姿
を
ワ
キ
僧
の
眼
前
に
さ
ら
さ
ざ
る
を
得
ず
、
お
の
れ
の
引
き
裂
か
れ

る
心
の
苦
悩
を
隠
さ
ず
吐
露
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
生
前
の

罪
障
に
よ
る
焦
熱
地
獄
で
の
苦
患
を
訴
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

わ
れ
い
に
し
へ
は
舞
女
の
誉
世
に
勝
れ
、
そ
の
罪
深
き
ゆ
ゑ
に
よ
り
、

今
も
苦
し
み
を
三
瀬
川
に
、
熱
鉄
の
桶
を
担
ひ
、
猛
火
の
つ
る
べ
を

掛
け
て
こ
の
水
を
汲
む
、
そ
の
水
湯
と
な
っ
て
わ
が
身
を
焼
く
こ
と

隙
も
な
け
れ
ど
も
、

ワ
キ
僧
に
「
執
心
の
水
を
汲
」
む
「
輪
廻
の
姿
」
を
見
破
ら
れ
た
と
お

り
、
後
シ
テ
は
、
亡
霊
の
身
と
し
て
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
地
獄
の
苦
患
を
訴

え
る
。
こ
の
苦
患
の
所
以
は
往
年
の
「
舞
女
の
誉
世
に
勝
れ
」
た
こ
と
に

よ
る
執
心
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
罪
深
き
」
こ
と
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
水
を
汲
む
」
白
川
そ
の
も
の
が
、
シ
テ
に
と
っ
て
は
地
獄
の
「
三
瀬
川
」

と
変
じ
て
お
り
、
そ
こ
で
熱
鉄
の
桶
を
担
い
、
猛
火
の
釣
瓶
で
「
三
瀬
川
」

の
水
を
汲
み
上
げ
る
と
、
そ
の
水
が
業
火
に
た
ぎ
ら
れ
熱
湯
と
な
っ
て
わ

が
身
を
焼
く
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
だ
姿
を
見
せ
ぬ
ま
ま
だ
っ
た
時
の
、
も

っ
ぱ
ら
道
念
の
み
を
抱
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
知
性
的
イ
メ
ー
ジ
と
比
べ

て
、
聞
き
手
を
十
分
驚
か
せ
る
に
足
り
る
す
さ
ま
じ
い
責
め
苦
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
お
の
れ
の
真
の
姿
を
顕
す
と
と
も
に
ワ
キ
僧
に
「
執
心
の
水
を

汲
む
」
本
性
を
見
破
ら
れ
る
こ
と
で
吐
か
れ
た
苦
患
の
有
様
で
あ
る
。
こ

う
し
た
責
め
苦
が
絶
え
間
な
い
と
い
う
の
は
、
在
り
し
日
へ
の
執
心
を
捨

さ
が

て
ら
れ
ぬ
お
の
れ
の
性
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
訴
え
に
引
き
続
い
て
後
シ
テ
は
、

こ
の
程
は
お
僧
の
値
遇
に
引
か
れ
て
、
つ
る
べ
は
あ
れ
ど
も
猛
火
は

な
し

と
打
ち
明
け
、
「
お
僧
の
値
遇
」
に
引
か
れ
る
こ
と
で
責
め
苦
が
消
え
る
仏

恩
を
蒙
っ
た
と
感
謝
す
る
。
す
る
と
ワ
キ
僧
は
、

、
、
、
、
、
、
、

さ
ら
ば
因
果
の
水
を
汲
み
、
そ
の
執
心
を
ふ
り
捨
て
て
、
疾
＜
疾
<

浮
か
み
給
ふ
べ
し

と
勧
化
す
る
。
す
な
わ
ち
「
責
め
苦
が
消
え
た
な
ら
ば
、
（
救
済
は
心
の
い

か
ん
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
）
「
因
果
の
水
」
を
汲
ん
で
世
の
道
理
を
悟

り
、
執
心
を
ば
ふ
り
捨
て
て
、
迷
わ
ず
成
仏
へ
す
す
む
よ
う
に
」
と
勧
め

る
の
で
あ
る
。
お
の
れ
の
身
に
た
た
え
た
「
執
心
の
水
」
を
ふ
り
捨
て
て
、

新
た
に
「
懺
悔
の
水
」
を
汲
め
ば
、
後
シ
テ
の
「
心
水
」
は
澄
ん
だ
も
の

と
な
る
。
こ
う
し
て
お
の
れ
の
救
済
の
問
題
が
、
心
の
い
か
ん
に
か
か
わ

る
こ
と
が
あ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
勧
化
を
受
け
て
後
シ
テ
は
、

い
で
い
で
さ
ら
ば
お
僧
の
た
め
、
こ
の
か
け
水
を
汲
み
干
さ
ば
、
罪

も
や
浅
く
な
る
べ
き
と
、
思
ひ
も
深
き
小
夜
衣
の
、
袂
の
露
の
玉
欅
、

影
白
川
の
月
の
夜
に
、
底
澄
む
水
を
、
い
ざ
汲
ま
ん
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と
、
「
か
け
水
」
を
汲
み
干
せ
ば
救
い
に
近
づ
け
る
こ
と
を
信
じ
、
深
き
帰

依
の
思
い
を
こ
め
、
袂
を
露
と
涙
に
濡
ら
し
つ
つ
、
滅
罪
を
願
っ
て
「
底

澄
む
水
」
を
汲
も
う
と
す
る
。
「
か
け
水
を
汲
み
干
（
す
）
」
と
は
、
つ
る

べ
の
懸
け
縄
で
汲
み
あ
げ
た
水
を
開
伽
桶
に
十
分
に
注
ぎ
込
む
意
と
解
せ

る
。
し
た
が
っ
て
「
底
澄
む
水
を
い
ざ
汲
ま
ん
」
と
ほ
ゞ
対
極
に
な
る
句

と
み
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
「
干
す
」
と
い
う
尋
常
な
ら
ぬ
意
気
込
み
は
、

岩
戸
山
観
音
へ
の
帰
依
の
熱
烈
さ
と
照
応
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
悟
道
を
得
て
成
仏
を
遂
げ
る
に
は
、
ま
ず
こ
の
「
か
け
水
」

(11
「執

心
の
水
」
）
を
汲
み
干
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
シ
テ
は
、

な
か
な
か
執
心
を
ふ
り
捨
て
ら
れ
な
い
。
「
思
ひ
も
深
き
小
夜
衣
の
、
袂
の

露
の
玉
欅
」
は
、
一
方
で
情
念
（
「
思
ひ
」
）
の
深
さ
ゆ
え
に
流
す
涙
（
「
露
」
）

と
も
解
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
滅
罪
行
へ
の
道
念
に
様
々
な
妄
念
を
引
き
ず

っ
て
い
る
様
子
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
影
白
川
の
月
の

夜
に
、
底
澄
む
水
を
い
ざ
汲
ま
ん
」
に
は
、
依
然
と
し
て
引
き
裂
か
れ

る
心
が
秘
め
ら
れ
、
「
底
澄
む
水
」

(11執
心
を
滅
除
し
た
澄
ん
だ
心
）
は

所
詮
汲
め
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
よ
っ
て
、
続
く

[
次
第
]
で
‘
「
つ
る
べ
の
水
に
影
落
ち
て
、
袂
を
月
や
上
る
ら
ん
」

と
、
お
の
れ
の
「
心
水
」
に
仏
性
の
象
徴
た
る
月
光
が
映
る
か
の
よ
う
な

情
景
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
心
の
撞
着
が
認
め
ら
れ
る
な

ら
ば
、
さ
し
づ
め
後
シ
テ
の
「
心
水
」
に
は
、
「
月
光
」
の
仏
性
が
宿
り
き

れ
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
月
や
上
る
ら
ん
」
と
い
っ
た

断
定
し
切
れ
ぬ
推
量
表
現
に
は
、
み
ず
か
ら
の
知
に
よ
る
自
己
済
度
の
限

界
性
が
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
後
シ
テ
は
、
道
念
と
忘
念
と
い
っ
た
相
容
れ
ぬ
二
つ
の

水
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
で
、
済
度
へ
の
願
望
と
昔
日
へ
の
執
心
の
は
ざ
ま

五
、
後
シ
テ
の
執
心
と
[
序
ノ
舞
]

に
揺
れ
て
い
る
姿
を
さ
ら
す
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
引
き
裂
か
れ
た
心

を
か
か
え
こ
ん
だ
シ
テ
に
と
っ
て
は
、
白
川
の
流
れ
る
水
に
世
の
無
常
の

道
理
を
汲
み
と
る
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
、
歌
オ
に
長
け
た
こ
と
で
名

高
か
っ
た
昔
日
へ
と
向
か
う
執
心
を
も
汲
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
道
念
と
妄
念
と
い
っ
た
相
容
れ
ぬ
二
つ
の
「
心
の
水
」
を

汲
み
上
げ
、
そ
の
間
で
宙
づ
り
に
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
知
に
よ
っ
て
悟
達

に
至
ろ
う
と
す
る
シ
テ
の
姿
勢
に
求
め
ら
れ
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

後
シ
テ
の
昔
日
へ
の
執
心
は
、
一
方
で
若
き
日
の
オ
色
ぶ
り
に
向
か
う

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
舞
女
の
誉
世
に
勝
れ
」
が
そ
れ
を
う
か
が

わ
せ
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
『
後
撰
集
』
の
左
注
に
「
名
高
く
事
好
む
女
」

と
風
流
人
の
面
目
を
賞
賛
さ
れ
た
人
物
造
型
の
せ
い
か
、
『
檜
垣
』
の
後
シ

テ
の
執
心
は
、
た
ん
に
若
き
日
へ
と
向
け
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し

ろ
年
老
い
て
な
お
風
流
心
を
か
き
立
て
ら
れ
た
藤
原
興
範
と
の
交
情
に
最

た
る
執
心
を
向
け
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
執
心
の
あ

り
よ
う
は
一
曲
構
成
の
頂
点
で
あ
る
[
ク
リ
]
[
サ
シ
]
[
ク
セ
]
の
中
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
そ
れ
を
台
詞
の
展
開
に

沿
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
[
ク
リ
]
で
は
ヽ

(10) 

そ
れ
ざ
ん
せ
い
の
鼎
に
は
北
渓
の
水
を
汲
み
、
後
夜
の
櫨
に
は
南
嶺

の
柴
を
焚
く
。

と
、
後
シ
テ
み
ず
か
ら
の
修
行
に
ふ
れ
た
台
詞
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
を
諸

注
は
典
拠
不
明
と
す
る
が
、
法
華
経
提
婆
達
多
品
第
十
二
に
、
「
採
果
汲
水
。
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い
に
し
へ
も
、
紅
花
の

拾
薪
設
食
。
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
が
菩
提
へ
の
修
行
と
さ
れ
て
お
り
、
右

の
引
用
文
の
「
水
を
汲
み
」
が
「
汲
水
」
の
行
、
「
柴
を
焚
く
」
が
「
拾
薪
」

の
行
と
か
か
わ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
シ
テ
自
ら

の
菩
提
へ
の
修
行
に
い
そ
し
む
姿
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る。
そ
し
て
続
<
[
サ
シ
]
で
は
、

そ
れ
氷
は
水
よ
り
出
で
て
水
よ
り
も
寒
く
、
青
き
こ
と
藍
よ
り
出
で

て
藍
よ
り
深
し
、
も
と
の
憂
き
身
の
報
ひ
な
ら
ば
、
今
の
苦
し
み
去

り
も
せ
で
、
い
や
増
さ
り
す
る
思
ひ
の
色
、
紅
の
涙
に
身
を
焦
が
す
。

（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

と
、
『
荀
子
』
勧
学
篇
の
「
青
取
二
之
於
藍
＿
、
而
青
二
於
藍
一
、
氷
水
為
レ
之
、

而
寒
＿
一
胎
水
一
。
」
に
基
づ
い
た
台
詞
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
引
用
句
は
、
「
出

(12) 

藍
の
誉
れ
」
の
意
で
な
く
、
苦
悩
の
増
幅
を
訴
え
る
傍
線
部
の
序
と
し
て

引
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
の
[
ク
リ
]
で
ほ
の
め
か
さ
れ
た
「
汲

水
拾
薪
」
の
行
を
積
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
舞
女
の
誉
世
に
勝
れ
」
た
こ

と
へ
の
執
着
を
捨
て
ら
れ
ぬ
ゆ
え
に
、
「
も
と
の
憂
き
身
の
報
ひ
」
な
る
「
今

の
苦
し
み
」
は
消
え
去
る
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
「
い
や
増
さ
り
す
る
思
ひ
」

が
す
る
、
と
い
う
意
の
比
喩
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

こ
の
[
サ
と
で
は
、
成
仏
へ
の
願
望
に
も
ま
さ
る
致
し
方
な
き
執
心
ゆ

え
に
、
焦
熱
地
獄
で
の
責
め
苦
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
苦
患
が
訴
え
ら

れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

引
き
続
い
て
[
ク
セ
]
に
入
る
と
ヽ
シ
テ
は
も
つ
ば
ら
執
心
の
み
を
抱

く
姿
を
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
し
、
そ
の
執
心
の
あ
り
よ
う
を
吐
露
す
る
よ

う
に
な
る
。
ま
ず
前
半
で
は
、

つ
る
べ
の
掛
け
縄
、
繰
り
返
し
憂
き

春
の
朝
、
紅
葉
の
秋
の
夕
暮
れ
も
、
一
日
の
夢
と
は
や
な
り
ぬ
、

紅
顔
の
よ
そ
ほ
ひ
、
舞
女
の
誉
ま
れ
も
い
と
迫
め
て
、
さ
も
美

し
き
紅
顔
の
、
翡
翠
の
霊
花
萎
れ
、
桂
の
眉
も
霜
降
り
て
、

水
に
映
る
面
影
、
老
衰
影
沈
ん
で
、
緑
に
見
え
し
黒
髪
は
、

土
水
の
藻
屑
塵
芥
、
変
は
り
け
る
、
身
の
有
様
ぞ
悲
し
き
。
げ
に

や
あ
り
し
世
を
、
思
ひ
出
づ
れ
ば
懐
か
し
や

と
、
過
ぎ
去
っ
た
昔
日
を
俊
ん
で
は
若
か
り
し
日
を
思
い
出
し
、
今
の
落

塊
を
悲
し
ん
で
は
在
り
し
日
へ
の
情
念
に
浸
る
と
い
っ
た
、
昔
と
今
の
間

で
の
飛
翔
と
回
掃
が
後
シ
テ
の
想
念
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
と
く
に
、

右
の
傍
線
部
に
は
、
水
鏡
に
映
る
今
の
落
碗
相
が
見
つ
め
ら
れ
、
さ
ら
に

は
昔
の
若
き
容
姿
と
対
比
さ
れ
る
今
の
老
醜
が
悲
し
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ

れ
と
と
も
に
、
こ
の
悲
愁
が
つ
の
れ
ば
つ
の
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
い
っ
そ

う
旧
懐
の
情
に
浸
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
後
シ
テ
の
志
向
の
あ
り
よ
う
が
く

っ
き
り
と
う
か
ん
で
見
え
る
。
こ
れ
は
、
『
井
筒
』
の
シ
テ
に
み
ら
れ
る
「
救

い
を
求
め
る
よ
り
も
妄
念
が
ま
さ
り
、
夫
へ
の
愛
僧
の
絡
み
合
い
に
よ
っ

(13) 

て
情
念
が
昂
ま
っ
て
い
く
迷
妄
の
心
」
と
類
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

傍
線
部
末
尾
の
「
げ
に
や
あ
り
し
世
を
、
思
ひ
出
づ
れ
ば
懐
か
し
や
」

に
は
、
こ
の
よ
う
な
今
と
昔
と
の
対
比
か
ら
生
じ
る
後
シ
テ
の
執
心
の
高

揚
を
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
こ
う
し
て
高
揚
さ
れ
て
ゆ
く
後
シ
テ
の
執
心
は
‘
[
ク
セ
]
後
半

に
入
り
、
白
川
の
波
が
寄
せ
か
け
る
よ
う
に
、
藤
原
興
範
と
の
交
情
に
向

け
ら
れ
て
い
く
。

そ
の
白
川
の
波
か
け
し
。
藤
原
の
興
範
の
、
そ
の
い
に
し
へ
の

白
拍
子
、
い
ま
ひ
と
節
と
あ
り
し
か
ば
、
昔
の
花
の
袖
、
今
さ

ら
色
も
麻
衣
、
短
き
袖
を
返
し
得
ぬ
、
心
ぞ
辛
き
陸
奥
の
、
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狭
布
の
細
布
胸
合
は
ず
、
な
に
と
か
白
拍
子
、
そ
の
面
影
の
あ

る
べ
き
。
よ
し
よ
し
そ
れ
と
て
も
、
昔
手
慣
れ
し
舞
な
れ
ば
、

舞
は
で
も
い
ま
は
か
な
ふ
ま
じ
と
、
興
範
し
き
り
に
宣
へ
ば
、

あ
さ
ま
し
な
が
ら
麻
の
袖
、
露
う
ち
払
ひ
舞
ひ
出
だ
す

こ
れ
は
そ
の
本
説
が
『
後
撰
集
』
の
興
範
と
の
交
情
に
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
だ
。
こ
の
台
詞
に
よ
れ
ば
、
後
シ
テ
は
、
後
場
の
冒
頭
で
「
そ
れ

と
も
見
え
ぬ
衰
へ
」
を
晒
す
こ
と
を
恥
じ
ら
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
興

範
と
の
交
情
の
場
で
も
若
き
日
の
「
花
の
袖
」
と
「
今
さ
ら
」
の
老
醜
の

身
を
ひ
き
く
ら
べ
て
、
見
窄
ら
し
い
舞
姿
は
見
せ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と

を
興
範
に
伝
え
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
興
範
は
、
彼
女
の
遠

慮
を
退
け
て
「
し
き
り
に
」
舞
を
所
望
し
、
彼
女
は
そ
れ
に
励
ま
さ
れ
て

「
あ
さ
ま
し
な
が
ら
」
白
拍
子
の
舞
を
ひ
と
節
舞
っ
て
見
せ
た
と
い
う
顛

末
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
『
後
撰
集
』
で
の
水
を
な
か
だ
ち
と
し
た

歌
の
詠
み
か
け
が
、
舞
の
披
露
と
し
て
脚
色
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

い
え
ば
、
こ
の
舞
の
披
露
は
、
『
後
撰
集
』
は
も
と
よ
り
、
檜
垣
娼
が
登
場

す
る
他
の
作
品
に
お
い
て
も
見
あ
た
ら
ず
、
作
者
世
阿
弥
の
創
作
と
見
て

よ
い
。
こ
こ
に
こ
め
ら
れ
る
作
者
の
意
図
を
く
む
と
す
れ
ば
、
『
三
道
』
で

説
か
れ
た
よ
う
な
「
舞
歌
に
よ
ろ
し
き
風
体
」
（
舞
い
歌
う
の
に
好
都
合
な

人
釦
）
を
形
づ
く
ろ
う
と
し
、
舞
の
披
露
に
懐
旧
の
情
を
そ
そ
ぐ
と
い
っ

た
人
体
を
脚
色
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
一
曲
の
主
題

が
秘
め
ら
れ
る
[
ク
セ
]
の
中
に
こ
う
し
た
脚
色
が
盛
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
主
人
公
の
人
物
像
に
と
っ
て
見
逃
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
後
シ
テ
は
、
華
や
い
だ
若
き
日
な
ら
ぬ
老
い
ら
く

の
こ
の
出
来
事
の
方
へ
最
た
る
執
心
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
理
由
を
台
詞
の
分
析
と
世
阿
弥
の
「
老
体
」
演
能
論
と
を
あ
わ
せ
て
考

え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
台
詞
の
中
で
は
、
前
掲
の
「
あ
さ
ま
し
な
が
ら
麻
の
袖
、
露
う

ち
払
ひ
舞
ひ
出
だ
す
」
で
う
か
が
え
る
彼
女
の
心
情
か
ら
そ
の
理
由
が

探
り
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
秘
め
ら
れ
る
涙
が
、
た
ん
に
わ
が
身
の

落
暁
と
老
醜
を
悲
し
む
心
情
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
容
姿
の
衰
え

に
も
か
か
わ
ら
ず
お
の
れ
の
昔
を
偲
ん
で
舞
を
所
望
し
て
く
れ
た
こ
と
へ

の
感
激
、
そ
れ
に
こ
た
え
て
今
の
鬱
屈
し
た
心
を
乗
り
越
え
て
晴
の
舞
を

舞
っ
て
み
せ
る
よ
う
に
な
る
心
の
高
ぶ
り
に
よ
る
感
涙
と
と
れ
る
の
で
あ

る
。
興
範
も
誇
り
高
き
媚
の
心
情
を
熟
知
し
て
い
た
よ
う
に
、
老
い
の
身

を
口
実
に
舞
う
こ
と
を
遠
慮
す
る
娼
に
対
し
、
「
よ
し
よ
し
そ
れ
と
て
も
、

昔
手
慣
れ
し
舞
な
れ
ば
、
舞
は
で
も
い
ま
は
か
な
ふ
ま
じ
」
（
い
や
構

わ
ぬ
、
た
と
い
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
昔
手
慣
れ
た
舞
だ
か
ら
、
一
曲
舞
っ

て
み
せ
た
い
気
持
ち
も
強
い
は
ず
で
、
舞
わ
な
く
て
は
と
て
も
い
ら
れ
ま

い
）
と
誘
い
、
誇
り
高
き
娼
の
心
理
を
巧
み
に
つ
い
た
い
ざ
な
い
を
見
せ

て
い
る
。

こ
う
し
た
興
範
の
誘
い
に
は
、
『
風
姿
花
伝
』
に
お
い
て
、

ま
こ
と
に
得
た
ら
ん
能
者
な
ら
ば
、
物
数
は
み
な
／
＼
失
せ
て
、
善

(15) 

悪
見
所
は
少
な
し
と
も
、
花
は
残
る
べ
し

と
説
い
た
世
阿
弥
の
老
体
演
技
論
と
相
通
じ
る
も
の
が
見
い
だ
せ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
す
ぐ
れ
た
演
者
な
ら
、
年
老
い
て
過
去
の
得
意
技
が
演
じ
ら
れ

な
く
な
り
、
観
客
を
引
き
つ
け
る
よ
う
な
見
せ
ど
こ
ろ
は
少
な
く
な
っ
て

も
、
依
然
と
し
て
あ
る
魅
力
は
残
る
で
あ
ろ
う
」
と
説
く
世
阿
弥
の
「
老

体
」
論
と
、
こ
の
興
範
の
誘
い
に
秘
め
ら
れ
る
風
流
へ
の
志
向
は
重
な
り

合
う
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
は
こ
の
言
葉
を
、
亡
父
の
老
年
に
お
け
る
「
ま

こ
と
に
得
た
り
し
花
な
る
が
ゆ
へ
に
、
能
が
、
枝
葉
も
少
な
く
、
老
木
に
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の
こ
り

(16}

な
る
ま
で
、
花
は
散
ら
で
残
し
」
芸
力
に
魅
せ
ら
れ
、
「
麒
麟
も
老
て
は
鷲

馬
に
劣
る
」
と
い
っ
た
老
体
の
負
い
目
を
克
服
す
る
思
案
と
し
て
出
し
て

い
る
。
ま
た
『
風
姿
花
伝
』
[
第
二
物
学
条
々
]
に
お
い
て
は
、
「
老
人
の

物
ま
ね
」
を
「
此
道
の
奥
義
」
と
し
、
「
老
人
の
舞
が
か
り
」
を
「
無
上
の

大
事
」
と
す
る
な
ど
、
「
老
体
」
を
重
ん
じ
て
い
る
。
そ
し
て
[
第
三
問
答

条
々
]
で
は
老
女
体
の
「
し
ほ
れ
た
る
風
体
」
に
触
れ
、
「
こ
れ
は
、
こ
と

に
記
す
に
及
ば
ず
。
そ
の
風
情
あ
ら
は
れ
ま
じ
。
」
「
花
よ
り
も
な
ほ
上
の

事
」
な
ど
と
こ
の
風
体
に
理
想
の
極
致
美
が
あ
る
と
見
、
「
花
の
し
ほ
れ
た

ら
ん
こ
そ
面
白
け
れ
。
花
咲
か
ぬ
草
木
の
し
ほ
れ
た
ら
ん
（
は
）
、
な
に
か

面
白
か
る
べ
き
。
」
と
、
美
し
い
花
の
「
し
ほ
れ
た
る
」
趣
を
珍
菫
し
て
い

る。
確
か
に
、
美
女
落
暁
諏
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
る
檜
垣
は
、
「
花
の
し
ほ
れ
た
ら

ん
」
趣
を
備
え
た
「
本
説
の
種
」
で
あ
り
、
『
檜
垣
』
作
能
の
趣
旨
を
考
え

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
し
ほ
れ
た
る
」
花
の
開
花
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
た
だ
、
演
者
が
こ
う
し
た
風
趣
を
得
る
に
は
、
「
年
寄
ノ
心

(17) 

ニ
ハ
、
何
事
ヲ
モ
若
ク
シ
タ
ガ
ル
」
(
[
別
紙

□伝
〕
、
以
下
同
じ
）
と
い
っ

た
老
人
の
心
理
に
即
し
た
演
能
的
な
配
慮
が
必
要
だ
と
世
阿
弥
は
説
く
。

そ
し
て
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
「
善
悪
、
老
シ
タ
ル
風
情
ヲ
バ
心
ニ
カ
ケ
マ

ジ
キ
」
こ
と
で
、
「
態
ヲ
バ
、
年
寄
ノ
望
ミ
ノ
ゴ
ト
ク
、
若
キ
風
情
ヲ
ス
ベ

シ
。
」
と
断
百
す
る
。
世
阿
弥
は
、
こ
う
し
た
「
年
寄
ノ
若
振
舞
」
に
美
し

い
舞
台
を
演
じ
得
る
こ
つ
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
花
を
咲
か
せ
る

こ
と
を
「
老
木
二
花
ノ
咲
カ
ン
ガ
ゴ
ト
」
き
風
趣
を
現
す
も
の
だ
と
す
る

こ
と
で
「
老
体
」
論
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
世
阿
弥
の
「
老
体
」
演
能
論
を
『
檜
垣
』
の
〔
ク
セ
〕
の
後

半
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
興
範
の
い
ざ
な
い
は
、
ま
さ
に
前
掲
『
風
姿
花

伝
』
の
「
老
体
」
演
能
論
と
菫
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
「
あ

さ
ま
し
な
が
ら
麻
の
袖
、
露
う
ち
払
ひ
舞
ひ
出
だ
す
」
老
女
の
舞
い

ぶ
り
に
は
、
そ
れ
こ
そ
「
老
シ
タ
ル
風
情
ヲ
バ
心
ニ
カ
ケ
マ
」
い
と
涙
（
露
）

を
う
ち
払
っ
て
「
年
寄
ノ
若
振
舞
」
の
舞
を
「
舞
ひ
出
だ
」
し
た
姿
が
読

み
と
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
檜
垣
娼
は
、
感
涙
を
ぬ
ぐ
い
つ
つ
、
落
塊
し
た

境
遇
に
よ
る
鬱
屈
し
た
心
を
乗
り
越
え
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
想
念
を
脱

却
し
て
舞
に
陶
酔
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
心
の
高
ぶ
り
を
想
い
出

さ
せ
る
昔
の
若
き
姿
に
後
シ
テ
は
愛
執
を
覚
え
、
そ
こ
に
最
た
る
執
心
を

向
け
る
わ
け
で
あ
る
。

前
掲
の
[
ク
セ
]
後
半
の
「
露
う
ち
払
ひ
舞
ひ
出
だ
す
」
は
ヽ
以
上

の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
舞
い
出
し
た
こ
と
を
さ
す
言
葉
だ
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
今
の
後
シ
テ
み
ず
か
ら
も
ま
た
そ
の
陶
酔
境
へ
と
沈
潜
し
て
ゆ

こ
う
と
す
る
姿
勢
を
あ
ら
か
じ
め
暗
示
さ
せ
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
伏
線
を
受
け
て
舞
い
出
さ
れ
る
[
序
ノ
舞
]

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
想
念
か
ら
脱
却
し
た
陶
酔
の
舞
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
『
風
姿
花
伝
』
に
説
か
れ
る
老
体
の
「
老
木
の
花
」
の
美
学
が
こ

の
脚
色
に
適
用
さ
れ
、
「
し
ほ
れ
た
る
」
花
の
開
花
を
成
功
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
、
「
老
体
」
で
あ
り
な
が
ら
も
「
舞
歌
に
よ
ろ
し
き

風
体
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
大
切
の
本
風
体
」
（
大
き
な
効
果
が
狙
え
る
シ
テ

像
）
で
あ
り
、
作
者
世
阿
弥
が
『
後
撰
集
』
に
も
と
づ
い
た
シ
テ
像
造
型

を
試
み
た
理
由
も
こ
う
し
た
「
人
体
」
を
形
づ
く
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
興
範
の
前
で
披
露
さ
れ
た
懐
旧
の
舞
は
、
そ
の
ま
ま
舞
台
上

の
[
序
ノ
舞
]
に
才
ー
バ

l
ラ
ッ
プ
さ
れ
ヽ
若

v美
し
い
舞
い
手
と
―
体

化
し
た
陶
酔
に
浸
っ
て
舞
わ
れ
る
の
で
あ
る
0

[
序
ノ
舞
]
の
前
後
に
あ
る
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[
序
ノ
舞
]
を
舞
い
終
わ
る
や
、
後
シ
テ
は
、
再
び
執
心
に
陥
り
、

、
、
、
、
、
、
、
、

水
の
あ
は
れ
を
知
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
れ
ま
で
現
は
れ
出
で
た
る
な
り
。

と
、
な
お
知
に
よ
る
解
脱
の
望
み
を
打
ち
明
け
、
曲
の
終
り
に
至
っ
て
も

無
常
を
悟
ろ
う
と
す
る
お
の
れ
の
知
へ
の
信
頼
を
語
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

中
有
を
さ
ま
よ
う
亡
霊
と
な
っ
て
こ
の
世
に
現
れ
て
き
た
際
の
台
詞
で
あ

六
、
終
局
ー
—
'
む
す
び
に
か
え
て

[
詠
]
と
[
ワ
ヵ
]
で
吟
じ
ら
れ
る
「
檜
垣
の
女
の
身
の
果
て
を
水

掬
ぶ
…
」
に
は
、
「
水
」
に
「
見
ず
」
の
意
が
か
け
ら
れ
、
陶
酔
境
の
舞
で

あ
る
ゆ
え
に
お
の
れ
の
「
身
の
果
て
を
」
見
せ
ず
に
済
ん
だ
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
こ
の
箇
所
を
大
系
本
の
頭
注
で
は
、
「
見
ず
」
の
掛
詞
と
は
と
ら

ず
に
「
見
」
の
そ
れ
と
解
し
て
「
身
の
果
て
を
見
せ
な
が
ら
舞
っ
た
の
で

(18) 

あ
っ
た
よ
」
と
、
老
女
の
老
い
さ
ら
ば
え
の
舞
と
解
し
て
い
る
が
、
前
述

の
よ
う
な
「
し
ほ
れ
た
る
」
花
を
咲
か
せ
よ
う
と
し
た
世
阿
弥
の
意
図
を

く
む
と
す
れ
ば
、
「
水
」
は
「
見
ず
」
の
掛
詞
と
み
る
べ
き
で
、
こ
こ
で
「
身

の
果
て
を
見
せ
」
る
舞
姿
を
読
み
と
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

△`

0
 

カ
こ
の
よ
う
に
後
シ
テ
は
、
瞬
時
な
が
ら
時
空
を
超
え
た
陶
酔
境
の
舞
を

舞
う
の
で
あ
る
。
「
舞
女
の
誉
」
が
い
ま
こ
の
と
き
に
幻
視
さ
れ
る
こ
と
で
、

後
シ
テ
は
一
瞬
の
至
福
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『
檜
垣
』

の
シ
テ
は
、
こ
の
一
瞬
の
歓
喜
を
味
わ
う
舞
に
愛
執
を
覚
え
、
中
有
を
さ

ま
よ
う
亡
霊
の
身
と
し
て
こ
の
世
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
シ
テ

に
お
け
る
現
世
へ
の
繋
縛
の
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
う
し
て
後
シ
テ
の

「
老
木
の
花
」
の
舞
は
、
瞬
時
な
が
ら
時
空
を
超
え
る
陶
酔
境
の
舞
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

る
。
し
た
が
っ
て
傍
点
部
の
「
水
の
あ
は
れ
を
知
る
」
に
は
、
無
常
を
悟

ろ
う
と
し
つ
つ
も
、
か
え
っ
て
「
水
の
あ
は
れ
」
に
重
層
化
さ
れ
た
別
箇

の
意
味
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ
の
無
常
な
る
世
の
何
も
の
か
（
前
述
の
よ

う
な
藤
原
興
範
と
の
交
情
）
に
執
着
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
、
シ
テ
の

迷
妄
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
つ
ま
り
後
シ
テ
は
、

お
の
れ
の
知
に
頼
っ
て
「
水
の
あ
は

(11泡
）
」
（
世
の
道
理
）
を
く
み
上

げ
る
一
方
で
、
興
範
と
の
交
情
を
ふ
ま
え
た
「
水
の
あ
は
れ
」
を
も
わ
れ

知
ら
ず
に
く
み
上
げ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
永
劫
に
中
有
と

此
岸
の
間
を
往
還
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
シ
テ
に
お
け
る
「
水

の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
は
、
「
水
を
汲
む
」
所
作
に
寄
せ
て
救
い
を
希
求
す

る
道
念
を
汲
み
上
げ
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
無
意
識
の
う
ち
に
興
範
と
の
交

情
へ
と
向
け
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
右
の
台
詞

に
は
、
道
念
と
妄
念
に
心
が
引
き
裂
か
れ
る
ゆ
え
に
浮
か
ば
れ
る
こ
と
な

く
、
永
劫
に
中
有
と
此
岸
の
間
を
行
き
来
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
っ
た

シ
テ
の
迷
い
の
構
図
が
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
前
場
の
[
次

第
]
と
[
下
ゲ
班
]
で
敷
か
れ
た
伏
線
は
、
こ
の
よ
う
な
心
の
構
図
を
予

見
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

曲
の
終
わ
り
に
至
っ
て
も
、
「
運
ぶ
薦
鶴
の
、
根
を
こ
そ
絶
ゆ
れ
浮

き
草
の
、
水
は
運
び
て
参
ら
す
る
、
罪
を
浮
か
め
て
賜
び
給
へ
、
罪

を
浮
か
め
て
賜
び
給
へ
」
と
、
救
済
を
訴
え
る
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ

る
運
び
と
な
っ
て
お
り
、
救
い
を
求
め
つ
つ
も
妄
念
ゆ
え
に
救
わ
れ
ぬ
こ

れ
ま
で
の
シ
テ
像
が
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
小
野
小
町
の
『
古
今

集
』
雑
歌
下
の
「
わ
び
ぬ
れ
ば
…
」
の
歌
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
根

を
こ
そ
絶
ゆ
れ
浮
き
草
」
は
、
お
の
れ
の
引
き
裂
か
れ
る
心
ゆ
え
に
心

定
ま
ら
ず
に
浮
遊
す
る
後
シ
テ
自
身
の
心
の
象
徴
と
解
せ
る
。
ゆ
え
に
、
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救
い
を
求
め
る
条
件
と
し
て
か
か
げ
る
「
水
は
運
び
て
参
ら
す
る
」
は
、

そ
れ
自
体
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
罪
を
浮
か
め
て
賜
び

給
へ
」
と
救
済
を
訴
え
る
も
の
の
、
つ
い
に
救
わ
れ
ぬ
身
と
し
て
取
り
残

さ
れ
ざ
る
を
え
ぬ
わ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
道
念
を
希
求
し
つ
つ
も
、

妄
念
へ
と
ひ
き
戻
さ
れ
る
シ
テ
の
引
き
裂
か
れ
る
心
が
永
劫
に
繰
り
返
さ

れ
る
と
い
っ
た
、
『
檜
垣
』
一
曲
の
シ
テ
像
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
『
檜
垣
』
の
シ
テ
の
人
物
像
は
、
在
り
し
日
へ
の
執
心

ゆ
え
に
「
人
待
つ
女
」
で
あ
り
続
け
る
し
か
な
い
『
井
筒
』
の
シ
テ
像
や
、

名
月
へ
の
愛
執
ゆ
え
に
救
済
さ
れ
ぬ
『
娯
捨
』
の
シ
テ
艇
な
ど
と
も
重
な

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
シ
テ
像
か
ら
す
れ
ば
、
『
檜
垣
』
の
主
題
と
は
、
前
世
の

罪
障
の
報
い
を
受
け
る
姿
に
で
も
、
自
己
救
済
の
懺
悔
の
舞
を
舞
う
姿
に

で
も
な
く
、
妄
念
と
道
念
の
間
に
宙
づ
り
に
さ
れ
、
永
劫
に
中
有
と
此
岸

の
間
を
行
き
来
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
シ
テ
像
を
描
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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l
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古
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収
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2
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潮
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檜
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＇
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史
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収
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＇
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検
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