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（
1
）

　
讃
岐
典
侍
日
記
を
は
じ
め
て
手
に
し
た
き
っ
か
け
は
、
　
「
兼
好
が
、
か
っ
て
読

ん
だ
も
の
な
ら
ば
」
と
い
う
、
　
「
坊
主
憎
け
り
ゃ
」
の
逆
を
ゆ
く
至
極
簡
単
な
フ

ァ
ン
心
理
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
読
み
す
す
む
う
ち
に
、
そ
の
異
常
な
文
学
で
あ
る

こ
と
に
、
す
っ
か
り
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
よ
り
後
れ
て
中
世
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
（
3
）

頃
、
同
じ
く
典
侍
と
し
て
天
皇
に
近
侍
し
た
弁
内
侍
や
、
中
務
内
侍
な
ど
の
口
記
、

そ
れ
ら
は
、
作
者
の
個
性
の
差
は
あ
っ
て
も
、
宮
廷
内
侍
の
日
記
と
い
う
も
の
の

あ
り
方
に
、
一
つ
の
型
の
あ
る
事
を
思
わ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
型
は

ま
た
、
こ
う
し
た
地
位
の
人
の
、
口
口
の
当
為
性
を
も
納
得
せ
し
め
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
馴
れ
て
い
た
目
に
と
っ
て
、
こ
の
讃
岐
典
侍
日
記
は
、
ま
こ

と
異
な
も
の
と
し
て
う
つ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
私
日
記
と
は
云
え
、
典
侍
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

特
殊
な
公
的
立
場
に
あ
る
も
の
の
日
記
、
し
か
も
、
人
に
読
ま
れ
る
事
を
期
待
し

て
書
い
た
日
記
に
、
こ
う
し
た
内
容
の
も
の
も
あ
り
得
た
の
か
と
、
お
そ
ら
く
は

日
本
文
学
史
上
で
も
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
そ
の
内
容
に
、
驚
異
の
目
を
見
は
っ
た
の

で
あ
る
。
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（
5
）

　
作
者
は
、
歌
人
藤
原
顕
綱
の
女
、
名
は
長
子
。
堀
河
天
皇
の
康
和
二
年
（
＝

0
0
）
十
二
月
三
十
日
典
侍
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
讃
岐
典
侍
と
よ
ば
れ
て
い
た
人
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

こ
の
日
記
執
筆
の
頃
、
作
者
は
三
十
才
位
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
堀
河
天
皇
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ほ
ぼ
同
年
齢
で
あ
り
。
八
年
間
を
堀
河
天
皇
に
御
仕
え
し
た
事
が
、
は
っ
き
り
し

て
い
る
の
で
、
大
体
作
者
二
十
一
・
二
才
の
頃
か
ら
天
皇
の
も
と
に
奉
仕
を
は
じ

め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
皇
の
乳
母
と
し
て
、
こ
の
日
記
に
し
ば
し
ば
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

名
を
み
せ
る
藤
三
位
（
藤
原
兼
子
）
は
、
作
者
の
姉
で
あ
っ
て
、
こ
の
姉
妹
は
、

（
9
）

親
子
ほ
ど
年
齢
が
ち
が
っ
て
い
た
と
い
う
玉
井
幸
助
氏
の
考
証
に
し
た
が
え
ば
、

お
そ
ら
く
作
者
は
、
乳
母
子
の
よ
う
な
地
位
を
も
っ
て
、
そ
の
は
じ
め
か
ら
有
利

な
立
場
で
宮
仕
え
を
は
じ
め
、
こ
の
地
位
を
も
と
に
し
て
、
堀
河
天
皇
の
思
い
人

と
な
り
、
人
も
自
ら
も
ゆ
る
し
て
、
天
皇
の
身
辺
に
大
き
く
存
在
し
た
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
∀

　
堀
河
天
皇
は
、
元
来
病
弱
の
生
れ
で
あ
り
、
こ
の
日
記
の
記
事
か
ら
推
す
と
、

崩
御
前
の
二
・
三
年
間
は
こ
と
に
不
予
の
日
も
多
か
っ
た
ら
し
く
、
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

嘉
承
二
年
（
＝
〇
七
）
六
月
二
十
日
の
発
病
も
、
例
の
事
と
し
て
、
側
近
も
軽

視
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
七
月
六
日
重
症
と
化
し
、
再
び
た
た
れ
る
こ
と
な

く
、
同
月
十
九
日
崩
御
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

九
一
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日
記
は
上
下
の
巻
に
わ
か
れ
、
上
巻
は
、
こ
の
嘉
承
二
年
六
月
二
十
日
の
発
病

か
ら
、
同
七
月
十
九
日
の
崩
御
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
と
、
そ
れ
を
み
と
る
作
者

の
心
境
、
側
近
の
う
ご
き
な
ど
が
中
心
を
な
し
て
お
り
、
下
巻
は
、
そ
の
後
、
心

な
ら
ず
も
、
御
子
鳥
羽
天
皇
の
典
侍
と
し
て
再
出
仕
し
た
作
者
の
、
一
年
有
余
に

わ
た
る
、
事
毎
に
つ
い
て
の
、
亡
き
帝
へ
の
思
出
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
こ
の
日
記
を
通
し
て
み
る
と
、
堀
河
天
皇
は
、
病
弱
の
上
、
そ
の
性
格
も
弱
く

や
さ
し
く
、
女
性
的
で
あ
っ
た
が
如
く
、
そ
う
し
た
性
格
の
ゆ
え
に
、
父
君
白
河

院
が
院
政
を
と
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
父
君
の
院
政
に
よ
っ

て
、
自
身
は
政
治
の
表
面
に
た
つ
こ
と
も
な
く
、
無
聯
の
う
ち
に
、
自
ら
を
試
練

す
る
こ
と
も
、
才
能
を
発
揮
す
る
機
も
な
く
て
、
そ
れ
が
内
に
こ
も
る
性
格
と
な

ら
し
め
た
の
か
、
そ
の
ほ
ど
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
が
と
も
か
く
、
こ
う
し
た

内
省
的
女
性
的
性
格
が
基
と
な
り
、
存
在
の
重
要
性
を
み
と
め
ら
れ
て
い
ぬ
と
い

う
事
へ
の
不
満
の
自
覚
が
、
一
種
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

っ
て
、
こ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
、
重
症
に
伴
う
肉
体
的
苦
痛
が
む
す
び
つ
い
て
、

立
－
素
や
さ
し
く
、
控
え
目
な
人
に
は
珍
し
い
我
儘
と
な
っ
て
、
爆
発
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
年
若
い
帝
の
、
あ
わ
れ
に
も
痛
ま
し
い
闘
病
の
姿
、

そ
し
て
終
焉
と
な
る
に
い
た
る
姿
の
一
こ
ま
一
こ
ま
が
、
片
時
の
間
も
傍
を
離
れ

ず
、
一
喜
一
憂
し
て
近
侍
す
る
作
者
の
手
に
よ
っ
て
、
お
お
う
所
な
く
、
ま
ざ
ま

ざ
と
表
現
さ
れ
る
。

　
と
も
す
れ
ば
病
臥
が
ち
に
、
今
ま
で
を
す
ご
さ
れ
た
帝
も
、
此
度
は
、
重
患
の

自
覚
が
あ
っ
た
。
し
か
し
側
近
は
、
さ
し
て
気
に
も
と
め
て
く
れ
な
か
っ
た
。
「
な

ど
人
々
は
目
も
見
立
て
ぬ
」
と
む
つ
か
り
、
「
我
ば
か
り
の
人
の
、
今
日
明
日
死

な
む
と
す
る
を
、
か
く
目
も
見
立
て
ぬ
や
う
あ
ら
ん
や
」
と
も
、
む
つ
か
り
給
う

た
こ
と
の
そ
こ
に
は
、
帝
と
し
て
の
自
ら
が
、
不
当
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
事
へ
の

九
二

不
満
（
平
素
は
、
内
に
秘
め
ら
れ
て
も
、
非
常
の
際
に
勃
発
す
る
欲
求
不
満
）
を
ど
こ

か
に
揺
曳
せ
し
め
て
、
如
何
と
も
な
し
が
た
い
病
の
苦
し
さ
を
駄
々
児
の
よ
う
に

訴
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
ら
を
空
し
う
し
て
看
護
す
る
乳
母
の
大
弐
三
位

に
対
し
て
、
心
安
だ
て
か
ら
と
は
い
え
、
　
「
お
の
れ
は
ゆ
ゆ
し
く
た
ゆ
み
た
る
も

の
か
な
。
我
は
今
日
あ
す
死
な
ん
ず
る
は
知
ら
ぬ
か
し
と
、
棘
あ
る
言
葉
を
も
っ

て
、
八
つ
当
り
に
当
り
給
う
の
も
、
こ
の
不
満
へ
の
や
る
方
な
い
憤
癒
を
こ
め
て

も
っ
て
ゆ
き
ど
こ
ろ
の
な
い
病
苦
の
絶
叫
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
不

休
不
眠
の
み
と
り
に
、
た
ま
の
休
息
を
と
ろ
う
と
、
単
衣
ひ
き
か
つ
ぐ
作
者
か

ら
、
そ
の
単
衣
を
は
ね
の
け
て
、
ね
む
ら
せ
ま
い
と
さ
れ
る
の
も
、
苦
悩
の
は
て

の
気
儘
で
あ
る
事
は
勿
論
な
が
ら
、
作
者
へ
の
甘
え
か
ら
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

胸
苦
し
さ
に
困
じ
果
て
て
、
　
「
せ
め
て
苦
し
く
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、
か
く
し
て
こ

こ
ろ
み
ん
、
や
す
ま
り
や
す
る
」
と
、
神
璽
の
箱
を
、
胸
の
上
に
置
く
姿
は
、
お

ぼ
れ
る
者
の
藁
を
も
つ
か
む
人
間
性
の
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
弱
々
し
さ
を
み
せ
て
、

そ
れ
が
藁
で
な
く
、
神
器
で
あ
る
故
に
、
一
入
あ
わ
れ
を
さ
そ
う
の
で
あ
り
、
い

よ
い
よ
病
更
ま
り
、
法
印
か
ら
戒
を
受
け
る
帝
の
、
す
で
に
身
の
自
由
を
失
い
、

は
れ
の
ま
わ
っ
た
き
か
ぬ
手
指
を
以
て
正
装
し
よ
う
と
さ
れ
る
姿
や
、
　
「
い
と
よ

く
保
つ
、
い
と
よ
く
保
つ
」
と
声
か
す
か
に
戒
律
を
丸
い
給
う
な
ど
の
い
た
い
た

し
い
姿
の
中
に
は
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
人
間
の
、
絶
対
絶
命
の
悲
し
さ
を
み
せ
て

最
後
の
一
刹
那
に
み
せ
る
凄
絶
さ
と
い
う
も
の
が
、
み
な
ぎ
っ
て
も
い
よ
う
。

「
い
み
じ
く
も
苦
し
く
な
る
な
れ
、
我
は
死
な
ん
ず
る
な
り
」
と
、
声
か
す
か
に

「
南
無
阿
弥
陀
」
と
す
が
り
、
　
「
大
神
宮
助
け
た
ま
へ
」
と
す
が
る
断
末
魔
を
も

描
い
て
、
そ
こ
に
、
今
断
た
れ
よ
う
と
す
る
生
命
の
、
は
か
な
い
最
後
の
抵
抗
の

姿
を
み
せ
て
、
生
き
と
し
生
き
る
も
の
の
、
す
べ
て
が
、
最
後
ま
で
持
つ
で
あ
ろ

う
一
縷
の
希
望
と
、
そ
れ
に
代
る
果
て
し
な
い
絶
望
と
の
、
息
づ
ま
る
瞬
間
を
思

わ
せ
て
、
読
者
の
胸
に
側
側
と
せ
ま
る
何
も
の
か
が
あ
る
。
作
者
は
、
日
々
に
弱

り
ゆ
く
御
身
の
傍
に
片
時
も
は
な
れ
ず
侍
し
、
何
と
か
し
て
先
年
の
よ
う
に
、
助

け
ま
い
ら
せ
た
い
と
念
じ
、
粥
を
少
し
召
し
た
と
て
は
喜
び
、
　
「
今
日
し
も
少
し



夜
の
あ
け
た
る
こ
こ
ち
し
て
お
ぼ
ゆ
れ
」
と
聞
い
て
は
、
　
「
う
れ
し
さ
何
に
か
は

に
た
る
」
と
愁
眉
を
ひ
ら
く
と
き
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
加
持
理
智
も
効
な
く
て
、

つ
い
に
は
顔
も
む
く
み
、
耳
も
き
こ
え
な
く
な
る
容
態
に
、
手
だ
て
の
あ
ろ
う
は

ず
も
な
く
、
た
だ
お
ろ
お
ろ
と
苦
し
み
を
見
守
り
、
な
り
ゆ
き
を
み
つ
め
る
よ
り

外
し
か
た
が
な
い
の
で
あ
っ
た
。
病
苦
の
あ
え
ぎ
が
、
身
近
か
の
人
々
へ
の
八
つ

当
り
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
、
心
根
の
い
た
い
た
し
さ

が
思
わ
れ
て
、
作
者
は
泣
け
て
く
る
の
で
あ
り
、
苦
し
さ
の
術
な
さ
が
、
神
仏
へ

の
す
が
り
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
れ
ば
、
い
た
い
た
し
く
あ
わ
れ
な
姿
に
漉
き
わ
ま

っ
て
、
い
と
ど
泣
け
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
、
病
魔
と
闘
い
、
終
に
は
か
な
く
な
り
た
も
う
若
い
帝
の
、

な
ま
な
ま
し
い
姿
の
描
写
に
は
、
一
天
万
乗
の
君
な
ど
と
い
う
格
式
は
、
一
切
と

ど
め
ら
れ
て
い
な
い
。
　
「
天
皇
」
の
上
に
み
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
特
殊
な
超
人
的

な
設
定
、
た
と
え
ば
、
人
間
の
種
な
ら
ぬ
と
い
い
、
あ
る
い
は
神
人
と
い
う
が
よ

う
な
、
全
人
格
的
な
人
間
と
い
う
に
類
し
た
姿
は
、
　
一
切
見
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
あ
る
帝
は
、
自
ら
を
未
だ
確
立
し
得
ぬ
力
弱
い
一
人
間
で
あ
り
、
自

ら
の
不
遇
を
な
げ
く
一
人
の
人
で
あ
り
、
死
に
臨
み
あ
え
ぎ
苦
し
み
弱
音
を
吐

き
、
八
つ
当
り
す
る
一
人
の
男
性
で
あ
っ
て
、
決
し
て
十
善
の
君
、
一
天
万
乗
の
君

な
ど
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
で
は
な
い
。
宿
命
を
如
何
と
も
な
し
得
が
た
い
、

そ
し
て
宿
命
に
う
ろ
た
え
さ
わ
ぐ
一
入
間
の
赤
裸
々
な
姿
の
描
写
な
の
で
あ
る
。

こ
の
姿
は
、
作
者
の
好
悪
の
感
情
に
よ
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
筆
を
右
に
左
に
ま
げ

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
至
極
の
誠
意
を
こ
め
つ
つ
、
あ
る
が
ま
ま
に
描
か
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
帝
を
、
重
患
、
臨
終
の
姿
に
お
い
て
書
く
事
そ
れ
自
体
が
、
す

で
に
異
色
の
も
の
で
あ
る
上
に
、
こ
う
し
て
一
人
間
の
姿
と
し
て
、
お
お
う
と
こ

ろ
も
な
く
描
き
得
た
事
は
、
ま
し
て
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
そ
う
し
た
病
苦
に
あ
え
ぐ
帝
に
対
し
、
そ
の
苦
し
み
を
自
ら
の
も
の
と

し
て
、
み
と
り
す
る
作
者
の
姿
が
そ
の
間
に
点
出
さ
れ
る
。
看
病
に
つ
く
し
た
女

愛
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性
は
、
二
人
の
乳
母
と
作
者
と
の
三
人
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
常
に
傍
を
は
な
れ

ず
、
心
こ
め
て
の
み
と
り
を
、
一
人
背
負
っ
て
立
つ
つ
も
り
の
作
者
で
あ
っ
て
み

れ
ば
、
そ
の
至
誠
の
程
に
つ
い
て
は
、
作
者
自
身
の
自
信
は
勿
論
、
側
近
の
誰
も

が
み
と
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
帝
も
常
に
こ
の
人
を
離
し
た
が
ら
ず
、

こ
れ
の
い
う
事
に
は
従
順
に
、
そ
の
手
か
ら
だ
け
は
進
ま
ぬ
食
事
も
取
ら
れ
て
い

る
し
、
駄
々
も
こ
ね
ず
、
信
頼
し
、
病
苦
に
あ
え
ぎ
つ
つ
も
こ
れ
に
対
し
て
は
、

や
さ
し
い
心
遣
い
さ
え
見
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
帝
は
こ
れ
を
唯
一
の
た
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
、
作
者
も
、
至
誠
を
以
て
奉
仕
す
る
こ
と
を
生
涯
の
栄
誉
と
思
い
、

側
近
の
誰
も
は
、
帝
の
作
者
に
対
す
る
愛
情
、
信
頼
と
、
作
者
の
帝
に
対
す
る
至

誠
と
を
、
当
然
の
こ
と
と
み
と
め
、
そ
の
上
で
、
看
病
を
ま
か
せ
、
む
し
ろ
強
要

し
て
い
る
よ
う
で
さ
え
あ
る
。

　
堀
河
天
皇
に
は
、
十
九
才
年
上
の
中
宮
（
後
三
条
天
皇
第
四
皇
女
篤
子
。
天
皇

十
三
才
の
時
、
三
十
二
才
を
も
っ
て
入
内
）
が
あ
っ
た
。
　
（
こ
の
外
、
大
納
言
藤

原
季
実
の
女
、
女
御
面
子
が
あ
る
が
、
入
内
後
五
年
に
し
て
康
和
五
年
、
鳥
羽
天

皇
を
産
み
麗
去
さ
れ
、
こ
の
頃
は
す
で
に
お
ら
れ
な
か
っ
た
）
こ
の
日
記
に
み
る

か
ぎ
り
、
年
上
の
中
宮
と
の
間
は
、
甚
だ
疎
遠
で
あ
っ
た
が
ご
と
く
、
中
宮
は
内

裏
を
離
れ
て
遠
く
に
住
み
、
帝
の
病
が
篤
く
な
っ
て
も
、
た
ま
に
使
を
作
者
の
も

と
に
よ
こ
し
て
、
そ
の
容
態
を
聞
か
れ
る
程
度
で
あ
っ
て
、
中
宮
も
、
帝
の
心
が

奈
辺
に
あ
る
か
を
存
知
し
て
お
ら
れ
、
作
者
も
ま
た
、
中
宮
と
の
伸
ら
い
の
ほ
ど

を
知
り
つ
く
し
て
い
る
か
の
如
く
筆
録
し
て
い
る
。
ご
く
た
ま
に
、
中
宮
が
参
内

さ
れ
る
事
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
対
面
の
時
間
の
、
や
や
つ
づ
く
の
を
関
白
が
と
が

め
て
、
　
「
久
し
う
こ
そ
な
り
ぬ
れ
、
御
記
な
ど
、
は
や
参
ら
せ
ん
や
」
と
、
そ
の

帰
り
を
う
な
が
し
た
て
て
い
る
実
情
で
あ
っ
た
。
来
客
（
こ
と
に
こ
の
場
合
は
中

宮
で
あ
る
）
に
対
す
る
、
関
白
と
も
あ
ろ
う
も
の
の
こ
の
非
礼
を
通
し
て
、
読
む

者
は
そ
の
裏
に
、
天
皇
中
宮
夫
妻
の
間
に
存
在
す
る
間
隔
の
ほ
ど
を
さ
と
る
は
ず

で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
、
帝
に
と
っ
て
、
十
九
才
年
上
の
中
宮
は
、
ま
こ
と
肩
の
は

る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
実
、
そ
し
て
本
当
に
慰
め
ら
れ
る
も
の

九
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を
、
身
近
く
仕
え
る
作
者
に
求
め
て
お
ら
れ
る
事
実
を
、
側
近
の
皆
人
は
了
知
し

納
得
し
て
い
た
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
帝
は
作
者
に
対
し
、
唯
｝
の
女
性
と

し
て
愛
情
を
与
え
、
ま
た
求
め
ら
れ
、
時
に
は
甘
え
も
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

作
者
も
ま
た
充
分
こ
れ
に
こ
た
え
て
い
た
筈
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
上
下
の
関
係

は
、
多
々
あ
っ
た
事
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
女
性
の
側
か
ら
、
人
の

読
む
事
を
予
期
し
た
日
記
に
、
こ
う
し
た
形
で
書
記
さ
れ
た
事
は
珍
ら
し
い
。

　
作
者
は
、
堀
河
天
皇
の
発
病
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
臨
終
、
崩
御
ま
で
を
、
順
序

を
追
い
、
落
着
い
た
筆
付
き
を
も
っ
て
、
避
け
ら
れ
ぬ
運
命
に
涙
し
つ
つ
も
、
悲

痛
に
堪
え
て
、
冷
静
に
、
か
つ
丹
念
に
書
き
と
ど
め
て
い
る
。
崩
御
と
知
っ
て
、

「
あ
な
悲
し
や
…
…
助
け
さ
せ
給
へ
」
「
た
だ
具
し
て
お
は
し
ま
し
ね
。
…
…
た
だ

召
し
て
ぞ
」
と
、
帝
の
冷
い
手
を
と
ら
え
て
泣
き
お
め
く
乳
母
の
大
威
三
位
や
「

い
か
で
一
所
を
お
き
て
」
と
半
ば
狂
乱
の
藤
三
位
や
、
ま
た
、
「
声
と
と
の
へ
て
、

せ
あ
て
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、
御
障
子
を
な
み
な
ど
の
や
う
に
か
は
か
は
と
ひ
き
な

ら
し
て
泣
き
」
あ
う
、
め
の
と
子
や
女
房
達
の
あ
り
さ
ま
を
、
　
「
あ
の
人
た
ち
の

思
ひ
参
ら
せ
ら
る
ら
む
に
も
劣
ら
ず
思
ひ
参
ら
す
と
、
年
ご
ろ
は
思
ひ
つ
れ
ど
、
な

ほ
劣
り
け
る
に
・
や
、
あ
れ
ら
の
や
う
に
、
声
た
て
ら
れ
ぬ
は
」
と
自
問
し
つ
つ
冷

や
か
と
も
思
え
る
態
度
で
眺
め
る
自
ら
の
姿
を
書
き
と
ど
め
る
の
で
あ
る
。
泣
き

狂
い
、
果
て
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
に
失
神
す
る
姉
の
姿
や
、
そ
の
他
の
乳
母
女
房
達

の
狂
乱
と
も
見
え
る
悲
痛
の
表
情
に
比
べ
て
、
一
向
に
う
ろ
た
え
も
せ
ず
、
泣
き
も

わ
め
か
ず
、
却
っ
て
、
人
々
の
動
転
の
姿
を
皮
肉
と
も
み
ら
れ
る
目
を
も
っ
て
、
な

が
め
や
る
作
者
の
、
こ
の
ひ
や
や
か
な
態
度
は
、
一
体
ど
う
し
た
事
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
作
者
に
と
っ
て
は
、
崩
御
の
打
撃
が
あ
ま
り
に
大
き
か
っ
た
の
で
、
こ
の
時
呆

然
自
失
し
て
、
全
く
の
痴
呆
状
態
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
人
並
み
の
悲
痛
の
感
情

さ
え
湧
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
は
、
多
面
に

わ
た
る
細
心
な
観
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
到
底
、
痴
呆
状
態
で
あ
っ
た
な
ど
と
は

考
え
ら
れ
な
い
事
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
作
者
の
性
格
が
、
全
く
理
性
一
辺
で
あ

っ
た
と
い
う
事
か
ら
来
た
ひ
や
や
か
さ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て

九
四

は
、
下
巻
に
み
る
綿
々
と
つ
づ
く
思
出
や
、
狂
的
な
慕
情
が
理
解
さ
れ
な
い
事
に
な

る
。
そ
れ
な
ら
、
成
し
得
る
だ
け
の
努
力
を
つ
く
し
た
の
だ
か
ら
、
も
う
何
と
も
い

た
し
方
の
な
い
こ
と
と
い
う
諦
観
か
ら
来
た
ひ
や
や
か
さ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し

か
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
下
巻
に
み
る
思
出
の
苦
痛
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
現
在
執
筆
の
時
点
が
、
崩
御
を
は
る
か
に
過
去
の
事
実
と
し

て
、
眺
め
得
る
時
に
達
し
て
い
た
が
故
に
、
至
極
冷
静
に
、
崩
御
の
次
第
を
思
い

出
し
得
て
、
細
叙
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
云
い
得

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
所
詮
は
、
作
者
の
性
格
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
作
者
は

豊
か
で
敏
い
感
情
の
持
主
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
瞬
間
に
は
げ
し
く
も
の
に
応

じ
て
ゆ
ら
い
だ
り
、
ま
た
、
そ
の
う
ご
き
の
ま
ま
を
、
あ
ら
わ
に
露
出
し
て
み
せ

る
と
い
う
よ
う
な
型
の
人
で
は
な
く
、
表
は
冷
静
に
、
し
か
し
奥
深
く
に
多
感
な

思
い
を
じ
っ
と
と
ど
め
る
性
質
の
人
で
あ
っ
た
。
反
学
的
に
感
情
の
高
潮
を
表
出

す
る
激
情
の
人
は
、
ま
た
そ
れ
の
さ
め
る
こ
と
も
早
か
ろ
う
。
し
か
し
作
者
は
、
つ

つ
ま
し
や
か
に
、
深
く
思
い
を
秘
あ
て
、
し
か
も
永
く
永
く
内
に
そ
れ
を
と
ど
め
る

型
の
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
満
々
の
自
信
家
で
あ
っ
た
。
乳
母
達
の
ヒ
ス
テ
リ
カ

ル
な
悲
歎
ぶ
り
を
、
ひ
や
や
か
に
眺
め
て
、
批
判
顔
に
見
え
た
の
は
、
そ
の
性
格

が
理
性
的
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
て
表
面
の
冷
静
を
よ
そ
に
、
内

に
は
悲
哀
の
思
い
を
堪
え
て
、
奥
深
く
に
そ
れ
を
秘
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か

も
、
自
ら
｝
人
の
み
が
真
実
の
悲
歎
を
知
る
も
の
だ
と
い
う
強
い
自
信
を
持
っ
て
、

泣
き
わ
め
き
は
て
は
失
神
す
る
な
ど
の
誇
大
な
身
振
り
の
人
々
を
、
真
誠
を
欠
く

人
々
と
軽
く
侮
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
亡
き
帝
に
対
し
て
、
愛

と
悲
し
み
と
を
、
真
に
持
ち
得
る
も
の
は
、
己
れ
一
人
の
み
と
い
う
自
信
の
も
と

に
深
い
思
い
を
秘
め
て
、
も
ろ
も
ろ
の
事
象
を
、
順
序
立
て
て
筆
録
し
得
た
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
見
る
時
、
下
巻
に
み
せ
る
永
い
う
ら
み
の
ほ
ど
も
、
奥

深
く
に
そ
の
思
い
を
ひ
め
る
そ
の
性
格
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
に
理
解
出
来
る
と
こ

ろ
が
あ
る
こ
と
と
思
う
。



　
堀
河
天
皇
の
崩
御
に
よ
り
、
青
服
を
た
ま
わ
っ
て
、
里
に
下
っ
て
い
た
作
者
は

故
院
（
亡
き
堀
河
天
皇
）
の
忘
形
見
、
い
ま
だ
五
才
の
幼
帝
、
鳥
羽
天
皇
の
宮
廷
に

召
さ
れ
、
心
な
ら
ず
も
二
度
の
宮
仕
え
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
上
巻
・
下
巻
と
も

に
、
同
じ
く
宮
廷
を
背
景
と
す
る
が
、
上
巻
は
、
堀
河
天
皇
に
侍
し
て
そ
れ
は
憂
愁

に
満
ち
て
は
い
た
が
、
希
望
を
も
っ
て
積
極
的
に
生
き
得
た
日
々
で
あ
っ
た
し
、

下
巻
は
、
春
秋
に
富
む
幼
帝
に
侍
し
、
暖
い
光
に
つ
つ
ま
れ
て
そ
こ
に
は
幾
久
し

い
将
来
が
約
束
さ
れ
て
は
い
た
が
、
す
べ
て
は
逝
っ
た
人
へ
の
思
出
に
の
み
つ
な

　
　
　
　
う
し
ろ
む
き

が
る
消
極
的
後
向
の
日
々
で
あ
っ
た
。
悲
し
み
は
、
死
別
の
時
よ
り
、
一
人
生
き

て
、
そ
の
人
を
思
う
思
出
に
哀
切
を
極
め
る
し
、
そ
の
思
出
は
、
常
に
帰
ら
ぬ
人

の
自
ら
へ
の
愛
情
の
、
深
く
切
で
あ
っ
た
事
を
、
し
か
も
往
々
に
し
て
、
倍
加
し

た
形
で
よ
み
帰
ら
し
め
、
自
ら
を
そ
れ
へ
の
つ
な
が
り
に
於
て
の
み
執
心
せ
し
め

る
。
思
出
に
の
み
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
、
ま
こ

と
に
悲
惨
残
酷
な
運
命
を
決
定
づ
け
る
事
で
あ
っ
て
、
下
巻
に
み
ら
れ
る
作
者
の

執
心
の
世
界
は
、
純
情
で
あ
っ
た
が
故
に
、
ぬ
け
だ
す
事
の
不
可
能
で
あ
っ
た
、

宿
命
的
な
、
…
つ
の
苦
界
の
巷
で
あ
っ
た
。
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作
者
は
、
二
度
の
出
仕
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
再
出
仕
の
沙
汰
を
受
け

て
、
　
「
見
る
に
あ
さ
ま
し
く
、
ひ
が
め
か
と
思
ふ
ま
で
」
あ
き
れ
、
辞
退
の
口
実

と
し
て
、
尼
に
な
ろ
う
か
と
思
い
乱
れ
た
と
も
い
う
し
、
病
に
も
な
れ
か
し
、
然

ら
ば
自
然
と
沙
汰
や
み
に
も
と
も
願
っ
た
と
も
い
う
。
し
か
し
、
白
河
院
の
、
た
っ

て
の
懇
望
と
、
た
の
み
け
る
人
（
夫
の
意
か
）
や
、
親
兄
姉
な
ど
の
説
得
に
逢
う

て
は
、
や
む
な
く
出
仕
を
決
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
作
者

の
個
人
の
意
志
で
な
い
も
の
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
出
発
点
か
ら
は
、
こ
の
出
仕

は
、
作
者
自
ら
に
と
っ
て
も
、
苦
痛
の
連
続
を
結
果
し
よ
う
し
、
洋
々
た
る
前
途

を
祝
福
さ
れ
て
よ
い
幼
帝
に
と
っ
て
も
、
全
く
ふ
さ
わ
し
く
な
い
後
向
の
姿
勢
が
、
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暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
、
出
仕
後
の
作
者
は
、
幼
帝
の
傍
近
く
侍
し

な
が
ら
、
魂
は
は
る
か
過
去
に
あ
く
が
れ
出
で
て
▼
昔
を
偲
ぶ
残
骸
と
化
し
果
て

た
の
で
あ
っ
た
。
下
巻
に
お
い
て
は
、
こ
の
ぬ
け
が
ら
に
等
し
い
自
ら
の
姿
、
そ

し
て
幼
帝
に
対
し
て
は
徹
底
し
た
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
し
て
の
自
ら
の
姿
を
、
あ
り
の

ま
ま
に
描
い
て
、
そ
の
姿
は
、
ま
た
読
者
の
目
を
そ
ば
だ
た
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
幼
帝
の
一
世
一
代
の
即
位
式
に
、
典
侍
と
し
て
列
し
て
も
、
　
「
べ
ち
に
お
も
し

ろ
く
み
ゆ
べ
き
事
な
ら
ね
ど
」
「
人
ど
も
見
さ
わ
ぎ
、
い
み
じ
く
心
こ
と
に
思
ひ
あ

ひ
た
る
け
し
き
ど
も
に
て
見
さ
わ
げ
ど
、
た
だ
我
は
何
事
に
も
目
も
た
た
ず
の
み

覚
え
て
」
と
、
作
者
は
新
し
い
感
慨
を
訴
え
な
い
・
こ
の
式
で
は
・
重
り
蠣
の
晴
の

重
職
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
そ
の
奉
仕
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
折
に
し
て
も
、

「
我
身
い
で
ず
と
も
あ
り
ぬ
べ
か
り
け
る
事
の
さ
ま
か
な
」
と
冷
や
か
に
思
う
の

で
あ
っ
て
、
身
体
だ
け
は
、
型
の
通
り
動
い
て
も
、
心
は
、
た
だ
昔
の
思
出
ば
か

り
に
去
来
す
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
内
侍
た
ち
の
日
記
が
そ
れ
ぞ
れ
、
即
位
式
に

侍
っ
て
は
筆
を
尽
し
て
、
盛
事
を
た
た
え
、
栄
ゆ
く
御
代
を
祝
福
し
、
侍
る
身
の
幸

を
思
う
て
、
し
び
れ
る
感
激
に
言
葉
を
つ
く
し
て
い
る
の
と
は
、
甚
だ
趣
を
異
に
し

て
、
そ
れ
と
は
全
く
対
照
的
に
、
こ
れ
は
心
進
ま
ず
、
周
囲
の
雰
囲
気
に
と
け
こ
む

事
も
出
来
ず
、
異
邦
人
の
如
く
、
一
人
孤
独
の
中
に
、
櫨
然
と
、
あ
る
か
な
き
か

の
姿
に
て
、
帰
る
の
で
あ
り
、
「
御
顔
の
色
の
た
が
ひ
て
お
は
し
ま
す
は
い
か
に
」

と
、
そ
の
蒼
白
の
顔
色
を
、
侍
者
が
と
が
め
た
と
さ
え
の
べ
て
い
る
。
新
帝
の
、
洋

々
た
る
春
秋
を
寿
ぐ
べ
き
即
位
式
に
列
し
て
、
か
く
あ
っ
た
自
ら
の
事
々
を
、
こ

と
つ
ま
び
ら
か
に
書
き
得
た
事
は
中
世
の
内
侍
の
日
記
（
そ
れ
は
あ
ま
り
に
形
式

的
で
あ
る
が
）
の
あ
り
方
と
比
較
し
て
、
常
規
を
逸
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
し

そ
れ
は
、
新
帝
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
大
き
な
侮
辱
で
さ
え
も
あ
る
。
こ
の
心
根
は

ま
た
、
大
嘗
会
に
関
し
て
も
同
じ
事
で
、
「
こ
の
事
書
か
ず
と
も
思
ひ
や
る
べ
し
。

み
な
人
の
知
り
た
る
粗
な
れ
ば
、
細
か
に
書
か
ず
」
と
し
て
、
省
筆
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
、
　
「
曲
ハ
心
像
記
」
と
銘
う
つ
に
し
て
は
、
当
然
、
取
り
あ
げ
る
べ
き
筈
の

行
事
で
あ
り
、
こ
れ
が
省
筆
は
、
や
は
り
形
式
上
か
ら
み
て
、
整
わ
ぬ
も
の
で
あ

九
五



愛
執
　
の
　
文
学

る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
　
（
こ
れ
は
あ
く
ま
で
内
侍
日
記
と
い
う
も
の
の
、
形
式
上

か
ら
の
必
要
性
で
あ
っ
て
、
文
学
的
見
地
に
た
っ
て
で
は
な
い
。
）
或
い
は
、
ま
た

天
仁
元
年
大
晦
日
の
こ
と
、
幼
帝
の
元
旦
の
祝
物
の
世
話
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
用
意
す
る
中
を
作
者
の
み
は
、
祝
物
を
さ
て
お
き
、
「
わ

か
れ
や
い
と
ど
と
の
み
覚
え
て
」
と
云
っ
て
、
故
院
と
の
別
れ
が
、
一
段
と
遠
く

な
る
事
に
の
み
思
い
結
ぼ
れ
て
い
る
わ
が
心
を
の
べ
て
、
新
帝
新
春
を
寿
ぐ
気
配

を
、
全
然
見
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
心
構
え
の
程
が
思
わ
れ
よ
う
。
幼
帝

に
対
し
て
は
、
「
故
院
の
御
か
た
み
に
は
、
ゆ
か
し
く
思
ひ
ま
ゐ
ら
す
」
と
い
い
、

「
親
し
く
馴
れ
仕
う
ま
つ
る
主
と
な
ら
せ
給
へ
ば
、
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ぬ
契
に
こ

そ
」
と
は
云
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
作
者
に
と
っ
て
、
幼
帝
は
、
故
院
の
忘
形
見
と

し
て
の
、
愛
情
の
つ
な
が
り
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
そ
れ
は
、
恋
し
い

人
と
は
異
る
個
で
あ
り
一
人
の
小
童
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
死
と
の
闘
に
見
せ
た

故
院
の
弱
い
人
間
性
1
そ
れ
は
、
ど
こ
に
も
こ
こ
に
も
あ
る
当
り
前
の
一
人
の

人
間
の
姿
で
あ
っ
た
一
を
、
暴
露
し
得
た
筆
は
、
容
赦
な
く
、
こ
こ
で
も
幼
帝

を
、
帝
と
し
て
で
な
く
、
一
人
の
童
と
し
て
書
き
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
故
院
の
お
わ
し
た
と
何
等
変
ら
ぬ
た
た
ず
ま
い
を
み
せ
る
御
所
の
大

雪
の
朝
の
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
故
院
が
い
ま
す
か
の
幻
覚
に
捕
え
ら
れ
て
い
る

作
者
の
耳
に
、
「
降
れ
降
れ
こ
ゆ
き
」
と
無
心
の
童
の
声
が
入
る
。
　
「
こ
は
誰
ぞ
、

誰
が
子
に
か
」
と
作
者
は
疑
問
に
思
う
。
そ
し
て
ハ
ッ
と
我
に
帰
り
、
そ
う
だ
っ

た
。
あ
れ
が
私
の
御
主
人
公
で
あ
っ
た
の
だ
と
気
が
つ
く
。
そ
し
て
、
な
さ
け

な
く
な
っ
て
こ
の
小
童
を
主
人
と
し
て
、
頼
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
と
、
そ
の
た
の

も
し
げ
な
さ
が
思
わ
れ
て
、
あ
わ
れ
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。

故
院
へ
の
深
い
愛
着
を
、
ど
う
し
て
も
断
ち
き
れ
ぬ
作
者
に
と
っ
て
、
な
る
ほ

ど
こ
の
感
慨
は
、
そ
の
時
の
い
つ
わ
ら
ぬ
実
感
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を

粉
飾
せ
ず
、
実
感
の
ま
ま
に
表
出
し
得
た
事
は
、
ま
こ
と
に
良
い
こ
と
で
あ
っ
た

。
し
か
し
、
こ
れ
を
表
出
し
得
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
の
性
格
の
底
に
、
ね
っ

と
り
と
し
て
い
つ
ま
で
も
へ
ば
り
つ
く
ね
ば
っ
こ
さ
と
、
妥
協
を
ゆ
る
さ
ぬ
一
筋

九
六

の
強
靱
さ
と
を
み
る
べ
く
、
そ
し
て
一
方
実
感
そ
の
も
の
の
中
に
、
故
院
へ
の
厚

い
思
い
と
は
裏
腹
に
、
ニ
ヒ
ル
と
も
云
う
べ
き
非
情
ざ
が
か
く
さ
れ
て
い
る
事
も

否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ
の
文
学
に
み
ら
れ
る
一
つ
め
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
何
事
も
、
故
院
を
思
出
す
よ
す
が
と
レ
て
存
在
す
る
と
思
わ
れ
た
作
者
は
、
こ
う

し
て
、
昔
の
幻
覚
と
現
実
の
実
景
と
の
混
沌
の
境
に
、
呆
然
と
起
居
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
作
者
を
目
ざ
ま
し
て
、
現
実
に
引
き
も
ど
す
の
は
幼
帝
で
あ

っ
た
。
新
内
裏
が
珍
ら
し
く
て
、
女
房
達
は
見
て
歩
こ
う
と
誘
い
か
け
る
。
見
る
も

の
す
べ
て
昔
の
思
出
に
つ
な
が
る
苦
し
さ
に
同
行
を
断
り
、
孤
独
に
自
ら
を
封
ず

る
作
者
に
、
　
「
い
さ
い
さ
、
黒
戸
の
み
ち
を
、
お
れ
ら
知
ら
ぬ
に
、
教
へ
よ
」
と

て
否
応
な
く
引
き
立
て
て
、
幻
を
破
ら
し
め
る
の
は
幼
帝
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
く

ら
べ
や
に
、
経
を
教
え
下
さ
ろ
う
と
し
て
示
さ
れ
た
故
院
の
、
数
々
の
愛
情
を
想

起
し
て
、
夢
心
持
の
作
者
に
「
わ
れ
抱
き
て
障
子
の
引
見
せ
よ
」
と
せ
が
ん
で
、

現
実
に
引
き
も
ど
す
の
も
幼
帝
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
せ
め
て
も
ひ
た
る
幻
の
境
を
、

無
噺
に
破
ら
れ
て
そ
の
悲
し
み
を
、
　
「
よ
ろ
ず
さ
め
ぬ
る
こ
こ
ち
す
」
と
作
者
は

訴
え
て
い
る
。
障
子
の
絵
を
、
お
見
せ
し
て
あ
る
く
う
ち
、
故
院
の
帖
ら
れ
た
笛
の

楽
譜
の
あ
と
を
壁
に
見
つ
け
て
、
思
わ
ず
落
と
す
涙
を
、
「
あ
く
び
を
せ
ら
れ
て
、
か

く
目
に
涙
の
う
き
た
る
」
と
弁
解
す
る
作
者
に
「
ほ
文
字
り
文
字
の
こ
と
思
ひ
出

で
た
る
な
め
り
」
と
無
隷
に
仰
せ
あ
る
幼
帝
に
は
、
さ
す
が
の
作
者
も
、
7
・

つ
く
し
く
て
」
（
お
か
わ
ゆ
く
思
わ
れ
て
）
と
評
し
、
　
「
あ
は
れ
に
さ
め
ぬ
る
こ
こ

ち
し
て
ぞ
笑
ま
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
五
節
の
前
の
或
日
、
上
の
御
局
で
、
幼
帝

に
侍
し
て
、
内
匠
の
造
作
す
る
の
を
見
な
が
ら
、
故
院
の
こ
の
折
の
事
々
を
思
う

て
「
つ
く
づ
く
と
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
れ
」
て
い
る
作
者
に
、
　
「
あ
の
う
ち
へ
く
も
や

り
も
ち
た
る
物
こ
は
せ
て
、
い
で
い
で
、
出
で
行
か
ぬ
さ
き
に
こ
は
せ
よ
そ
れ
言

へ
、
そ
れ
言
へ
」
と
性
急
に
注
文
が
あ
っ
て
．
、
作
者
の
悦
惚
の
思
い
を
や
ぶ
り
、

ひ
き
む
け
さ
せ
（
内
匠
の
方
に
、
顔
を
ひ
き
む
け
し
め
）
ら
れ
る
の
も
幼
帝
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
も
、
　
「
よ
う
つ
さ
め
ぬ
る
こ
こ
ち
す
」
と
不
満
げ
に
、
作
者
は
訴

え
て
い
る
。



　
こ
う
し
て
幼
帝
は
、
か
れ
ん
に
、
無
心
に
、
こ
の
作
者
に
つ
き
ま
と
う
て
お
ら

れ
る
け
れ
ど
、
そ
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
あ
ど
け
な
さ
、
人
な
つ
こ
さ
も
、
一
向
に
作

者
の
心
を
ま
ぎ
れ
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
。
作
者
は
、
現
実
に
幼
帝
の
傍
に
侍
し
て

は
い
て
も
、
そ
の
心
は
幼
帝
と
幼
帝
を
と
り
ま
く
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
を
離
れ
て
空

々
し
く
、
常
に
故
院
と
と
も
に
息
づ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
幼
帝
に
対
す
る
作

者
の
評
語
を
取
り
あ
げ
て
も

　
　
　
胸
つ
ぶ
れ
て
ぞ
お
ぼ
ゆ
る

　
　
　
た
の
も
し
げ
な
き
ぞ
あ
は
れ
な
る

　
　
　
見
る
ぞ
あ
は
れ
な
る

　
　
　
よ
ろ
ず
さ
め
ぬ
る
こ
こ
ち
す

　
　
　
あ
は
れ
さ
め
ぬ
る
こ
こ
ち
し
て
ぞ
笑
ま
る
る

な
ど
、
い
ず
れ
も
つ
き
放
し
た
表
現
で
あ
っ
て
、
つ
め
た
く
第
三
者
と
し
て
非
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

情
に
幼
帝
を
な
が
め
る
眼
を
感
じ
よ
う
。
幼
帝
に
対
し
て
は
、
ま
こ
と
ニ
ヒ
ル
で

あ
っ
た
と
評
し
て
も
酷
で
は
あ
る
ま
い
。

　
こ
う
し
て
現
実
に
背
を
向
け
て
、
過
去
の
幻
覚
に
生
き
た
と
い
う
自
ら
の
姿
を

諸
所
に
描
い
て
み
せ
た
の
は
、
そ
う
あ
っ
た
姿
を
示
し
て
み
せ
る
事
に
よ
っ
て
、

自
ら
の
心
の
状
態
の
あ
っ
た
姿
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
形
成
し
た
筆
の
上
に
お
け

る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
実
際
に
意
識
が
混
乱
し
て
い
た
事
は
事
実
と
覚
し
．

く
て
、
所
々
に
筆
は
乱
れ
て
、
過
去
の
事
実
と
現
実
の
そ
れ
と
が
、
全
く
混
然
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
文
脈
を
さ
え
多
々
生
じ
て
お
り
、
時
に
は
読
解
を
も
さ
ま

た
げ
ら
れ
る
。
こ
の
混
迷
は
、
文
才
の
有
無
如
何
の
問
題
で
あ
る
よ
り
も
、
作
者

の
、
過
去
に
対
す
る
せ
つ
な
い
、
　
ず
な
思
い
か
ら
生
じ
た
一
種
の
精
神
的
錯
乱

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
悲
し
み
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
忘
却
の
中
に
入
る
。
忘
却
と
は
、
む
す
ぼ
れ

た
心
に
対
す
る
、
天
の
与
え
た
最
高
の
治
癒
剤
で
あ
る
。
人
々
は
、
こ
の
忘
却
の

恵
み
に
よ
っ
て
、
故
院
へ
の
思
い
も
う
す
れ
、
新
帝
の
新
し
い
時
代
に
、
そ
れ
と

愛
執
　
の
　
文
学

な
く
準
じ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ら
の
中
に
あ
っ
て
、
一
人
作
者
は
、
頑
固
に
己
れ
を
持

し
、
か
た
く
な
に
殻
を
閉
ざ
し
て
、
決
し
て
開
こ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
一
周
忌
も
す
ん
で
、
人
皆
諒
闇
の
服
を
ぬ
ぎ
す
て
御
所
の
様
子
も
は
な
や
か
に

め
で
た
く
な
っ
た
に
つ
け
て
も
、
作
者
一
人
は
執
拗
に
ぬ
ぎ
か
え
よ
う
と
は
せ
ず
、

関
白
か
ら
、
ぬ
ぎ
か
え
る
様
に
と
す
す
あ
ら
れ
て
も
「
こ
れ
を
さ
へ
ぬ
ぎ
か
ふ
る

こ
そ
。
院
の
御
か
た
み
と
思
ひ
つ
れ
。
こ
れ
を
さ
へ
ぬ
ぎ
つ
れ
ば
い
と
心
細
し
、

一
天
の
人
、
御
心
ざ
し
あ
る
も
な
き
も
皆
し
た
り
つ
る
に
、
親
し
く
つ
か
う
ま
つ

り
つ
る
さ
へ
一
度
に
ぬ
ぎ
て
ん
ず
る
、
思
ふ
に
よ
り
な
ら
ぬ
事
な
れ
ど
、
脱
ぎ
か
へ

ま
う
き
こ
こ
ち
す
る
」
と
脱
ぎ
た
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。
新
内
裏
に
幼
帝
が
遷
幸

あ
る
に
つ
け
て
も
、
　
「
参
ら
ん
と
も
思
は
ぬ
に
」
と
い
い
、
白
河
上
皇
か
ら
、
御

供
を
す
る
よ
う
と
の
沙
汰
を
受
け
て
も
、
火
取
水
取
の
童
だ
け
を
出
仕
さ
せ
て
、

「
我
は
参
ら
じ
」
と
頑
張
る
の
で
あ
り
、
上
皇
の
仰
せ
に
そ
む
く
非
を
指
摘
さ
れ
て

は
や
っ
と
「
か
ば
か
り
の
事
だ
に
心
に
ま
か
せ
ぬ
事
」
と
な
げ
き
な
が
ら
出
仕
す

る
。
そ
し
て
は
、
一
度
決
意
し
て
去
っ
た
御
門
を
、
再
び
入
る
事
に
悲
痛
の
涙
を

し
ぼ
る
の
で
あ
り
、
　
「
御
帳
の
か
た
び
ら
を
見
て
は
、
か
た
し
き
の
袖
も
ぬ
れ
ま

さ
り
、
枕
の
下
に
釣
し
つ
ば
か
り
」
涙
を
こ
ぼ
し
、
二
代
の
帝
に
仕
え
る
自
ら
の

宿
運
を
思
っ
て
、
　
「
あ
は
れ
し
の
び
が
た
き
こ
こ
ち
」
が
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
ま
た
、
夜
の
更
け
ぬ
中
に
、
心
安
く
退
出
の
出
来
る
今
の
身
が
あ
り
が
た
い

の
で
は
な
く
て
、
そ
の
昔
、
退
出
す
る
と
申
せ
ば
、
き
ま
っ
て
そ
れ
を
さ
せ
ま
い

と
し
て
、
色
々
と
は
か
り
ご
と
を
め
ぐ
ら
し
て
は
、
作
者
を
傍
に
ひ
き
つ
け
お
き

給
う
た
故
院
の
は
か
ら
い
が
ひ
た
す
ら
偲
ば
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
時
と
と
も
に
、
い
さ
さ
か
も
う
す
ら
ぎ
ゆ
か
ぬ
こ
の
人
の
こ
の
思
い
は
、
｝
人

の
女
の
、
一
入
の
男
に
対
す
る
、
い
ち
ず
に
純
粋
な
、
深
々
と
し
た
愛
情
を
思
わ

し
め
て
、
ま
こ
と
に
う
る
わ
し
く
、
痛
々
し
い
か
ぎ
り
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
綿

々
と
つ
づ
く
思
出
は
、
時
に
は
あ
ま
り
に
も
め
そ
め
そ
と
し
て
い
て
、
愚
痴
っ
ぽ

い
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
死
別
の
悲
し
み
も
、
思
出
の
苦
し
み
も
、
時
の
経
過
の
洗

礼
を
う
け
て
う
す
ら
ぎ
ゆ
き
、
は
て
は
、
な
つ
か
し
さ
を
さ
え
伴
う
も
の
と
な
り

九
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愛
執
　
の
文
学

も
し
よ
う
に
、
作
者
の
場
合
は
、
決
し
て
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
時

の
経
過
に
つ
れ
て
も
、
自
然
と
う
す
ら
い
で
も
ゆ
か
な
か
っ
た
作
者
の
、
悲
し
み

苦
し
み
の
連
続
と
い
う
も
の
は
、
故
院
に
対
す
る
愛
情
が
、
あ
ま
り
に
も
個
に
執

し
す
ぎ
て
い
て
狭
く
固
か
っ
た
が
た
め
に
、
死
別
の
悲
痛
を
契
機
と
し
て
、
そ
の

個
愛
が
大
き
な
愛
情
へ
と
育
ち
展
開
し
て
ゆ
く
の
を
さ
ま
た
げ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
故
院
に
対
す
る
個
愛
が
、
死
別
の
悲
し
み
の
中
に
と
ど

ま
り
、
そ
の
形
の
ま
ま
に
凝
り
固
ま
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
自
ら
を
悲
し

み
苦
し
め
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
故
院
に
対
す

る
個
愛
が
、
死
別
と
い
う
最
高
の
悲
哀
を
通
し
て
、
そ
れ
を
の
り
こ
え
育
っ
て
、

大
き
な
社
会
愛
と
な
る
が
如
き
飛
躍
的
な
理
想
を
期
待
す
る
事
は
出
来
な
い
に
し

て
も
、
少
く
と
も
幼
帝
－
そ
れ
は
、
思
う
た
人
に
比
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
た

の
も
し
げ
な
い
幼
き
童
で
あ
っ
た
が
、
思
う
た
人
の
遺
児
で
あ
り
、
そ
う
で
な
く

と
も
無
心
に
言
動
す
る
い
た
い
け
な
幼
児
で
あ
っ
て
み
れ
ば
－
一
に
対
し
て
は
、

自
ら
に
、
そ
れ
に
対
す
る
人
間
と
し
て
、
特
に
母
性
愛
的
な
愛
情
が
芽
生
え
て
も

来
、
そ
の
愛
情
が
だ
ん
だ
ん
に
大
き
く
育
っ
て
ゆ
く
と
い
う
愛
の
高
貴
性
が
生
れ

て
来
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
作
者
の
場
合
、
そ
れ
さ
え
が
生
れ
て

来
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
個
愛
に
止
ま
っ
た
所
に
、
綿
々
と
つ
づ
く
苦
痛
が
存
在
し

た
の
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
日
記
に
み
る
か
ぎ
り
、
作
者
の
愛
情
は
、
少
く
と
も
幼
帝
へ
の
母
性
愛
と

な
っ
て
発
展
す
る
事
さ
え
し
な
い
愛
情
で
あ
っ
た
。
個
の
愛
に
捜
し
て
、
弛
に
目

を
転
じ
て
施
す
と
い
う
す
べ
も
し
ら
ず
、
深
く
強
く
、
己
れ
に
の
み
と
ど
ま
っ
て

結
局
す
る
と
こ
ろ
自
ら
を
苦
し
め
る
に
止
ま
っ
た
の
は
、
広
大
無
辺
で
あ
る
筈
の

愛
情
で
は
な
く
、
そ
れ
は
一
つ
の
執
念
で
あ
り
、
愛
執
と
も
よ
ぶ
べ
き
、
人
間
の

　
　
　
ご
う

｝
つ
の
業
で
で
も
あ
っ
た
。
故
院
に
対
す
る
こ
の
愛
執
か
ら
、
解
ぎ
ほ
ぐ
さ
れ
て

よ
い
契
機
、
即
ち
、
至
愛
か
ら
悲
哀
を
通
し
、
広
い
愛
へ
と
進
む
べ
き
契
機
を
、

手
近
か
に
幼
帝
へ
の
愛
育
と
し
て
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
つ
か
み
得
ず
、
切

角
ひ
ら
か
れ
た
救
い
の
手
綱
を
我
が
も
の
と
な
し
得
ず
し
て
、
愛
執
か
ら
終
に
脱

九
八

召
出
来
な
か
っ
た
。
作
者
の
愛
執
は
、
天
与
の
救
い
の
道
を
自
ら
と
ざ
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

4

　
作
者
の
愛
執
の
強
き
は
、
一
に
そ
の
性
格
に
あ
っ
た
。
再
出
仕
に
か
ら
ん
で
、

畠
渋
る
心
境
の
中
に
、
ま
た
、
諒
闇
が
す
ぎ
て
も
喪
服
を
ぬ
こ
う
と
せ
ず
、
傍
を

て
こ
ず
ら
せ
る
中
に
も
、
或
は
、
新
帝
の
内
裏
遷
幸
に
「
参
ら
ぬ
」
と
申
し
て
し

っ
こ
く
駄
々
を
こ
ね
る
中
に
も
、
素
直
で
な
く
、
片
意
地
で
、
執
念
深
い
性
質
が

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
性
格
が
、
愛
情
に
ま
つ
わ
る
時
、
愛
情

は
一
点
に
凝
り
固
ま
っ
て
、
愛
の
本
来
具
有
し
て
い
る
筈
の
一
面
を
失
っ
て
、
深

く
は
な
る
が
広
さ
を
失
い
、
い
び
つ
の
も
の
と
な
り
終
る
で
あ
ろ
う
。

　
愛
に
執
し
た
こ
ど
は
、
作
者
の
生
来
の
性
格
に
原
因
す
る
も
の
だ
と
云
え
る
が

な
お
一
つ
、
過
去
の
自
ら
の
あ
り
方
に
対
す
る
反
省
が
、
ま
た
そ
れ
に
追
い
う
ち

を
か
け
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
瀕
死
の
重
症
の
中
に
あ
っ
て
故
院
は
、
な
お
か

つ
作
者
に
、
深
い
思
い
や
り
を
み
せ
た
、
や
さ
し
い
性
格
の
人
で
あ
っ
た
。
作
者

は
、
そ
の
愛
の
大
い
さ
を
、
故
院
生
前
は
、
さ
ま
で
身
に
し
み
て
覚
え
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
死
別
し
て
か
ら
し
み
じ
み
と
さ
と
る
そ
の
愛
の
大
い
さ
、
そ
し
て

は
、
恩
愛
に
押
れ
て
い
た
自
ら
の
お
ご
り
や
甘
え
な
ど
が
、
は
じ
め
て
反
省
さ
れ

て
、
胸
に
痛
み
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
時
を
経
て
、
い
と
ど
増
す
こ
の
胸
の
う
ず

き
が
、
数
々
の
思
出
を
た
ど
ら
せ
、
そ
の
あ
れ
こ
れ
に
足
を
と
ど
め
し
め
て
、
過

去
の
愛
に
膠
着
せ
し
め
、
執
着
せ
し
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
他
者
の
愛
の
大

き
く
あ
っ
た
事
に
比
し
て
、
報
い
る
に
自
ら
の
、
如
何
に
驕
慢
で
あ
っ
た
か
が
思

い
知
ら
れ
て
、
そ
れ
へ
の
反
省
が
、
思
出
に
賦
せ
し
め
、
そ
の
愛
に
動
せ
し
め
た

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
愛
執
が
一
つ
の
自
虐
と
な
っ
て
自
ら
を
苦
し
め
る
事
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
慮
の
中
に
あ
っ
て
は
、
よ
ほ
ど
の
精
神
的
飛
躍
が
な

さ
れ
ぬ
か
ぎ
り
、
ぬ
け
だ
す
手
だ
て
は
な
く
、
た
だ
た
だ
後
向
の
姿
勢
と
な
り
、



現
実
に
対
し
て
は
、
そ
っ
ぽ
を
む
く
態
度
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。

　
嘉
永
元
年
夏
の
こ
と
、
扇
引
き
が
行
わ
れ
た
折
、
ま
ず
汝
か
ら
引
け
と
の
故
院

の
仰
せ
に
、
作
者
が
ま
っ
さ
き
に
引
い
た
と
こ
ろ
、
　
「
う
つ
く
し
と
類
し
を
、
え

引
き
あ
て
で
、
中
に
わ
う
か
り
し
を
引
き
あ
て
」
た
の
で
、
面
白
く
な
く
、
扇
を

故
院
の
前
に
放
り
だ
し
て
お
い
た
。
さ
す
が
の
故
院
も
そ
れ
を
見
て
、
　
「
か
か
る

や
う
や
あ
る
」
（
こ
ん
な
無
作
法
な
仕
方
っ
て
あ
る
も
の
か
」
と
苦
笑
さ
れ
た
し
、

事
の
次
第
を
聞
い
た
女
房
達
は
、
　
「
家
の
子
の
心
な
る
や
、
こ
と
人
は
え
せ
じ
」

（
愛
寵
者
だ
か
ら
出
来
た
こ
と
、
他
人
に
は
と
て
も
出
来
ぬ
事
だ
）
と
て
、
ほ
と

ほ
と
あ
き
れ
果
て
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
作
者
は
記
し
た
あ
と
、
な
お
こ
の
事

実
を
反
省
し
て
、
　
「
そ
の
を
り
は
何
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
し
事
さ
へ
、
い
か
で
さ
は

し
参
ら
せ
け
る
に
か
と
な
め
げ
に
、
け
ふ
は
あ
り
が
た
く
覚
ゆ
る
」
と
、
書
き
と

ど
め
て
い
る
。
故
院
の
御
厚
情
に
対
す
る
、
自
ら
の
所
業
、
そ
の
折
は
別
に
何
と

も
気
に
と
め
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
一
度
、
思
出
の
中
に
取
り
出
し

て
み
る
と
き
、
そ
れ
は
、
恩
寵
に
押
れ
て
犯
し
た
非
礼
で
あ
り
、
人
の
あ
き
れ
る

ほ
ど
の
我
儘
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
ひ
し
と
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
自
覚
と

反
省
が
ま
す
ま
す
愛
に
直
せ
し
め
、
そ
こ
に
自
ら
を
し
ば
り
つ
け
て
離
さ
ず
、
そ

れ
が
自
虐
の
鞭
と
な
っ
て
、
進
み
も
退
き
も
出
来
ず
自
ら
を
さ
い
な
み
つ
づ
け
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
扇
引
き
の
条
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
自
覚
と
反
省
の
言
葉
は
、
こ
の
他
所
々

に
発
見
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
反
省
が
、
し
っ
こ
く
自
ら
を
し
ば

り
、
か
さ
ね
て
過
去
の
故
院
の
愛
情
を
追
わ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
故
院
の
愛
情

の
数
々
の
思
出
、
そ
れ
に
対
す
る
自
ら
の
所
為
へ
の
反
省
が
二
重
の
力
と
な
っ
て
、

追
想
へ
と
強
力
に
駆
り
た
て
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
他
を
認
る
余
裕
の
あ
ろ

う
は
ず
は
な
く
、
た
だ
一
つ
の
事
に
執
し
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
幼
く
、
あ
ど
け

な
い
鳥
羽
天
皇
の
、
あ
の
人
な
つ
こ
さ
に
も
心
な
ご
む
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め

て
、
愛
情
の
ま
こ
と
の
姿
へ
の
発
展
を
阻
止
し
た
の
で
あ
っ
た
。
幼
帝
に
対
し
て

ニ
ヒ
ル
な
と
ま
で
感
ぜ
ら
れ
る
作
者
の
所
作
も
、
作
者
の
故
院
に
対
す
る
愛
の
執

愛
執
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念
が
強
か
っ
た
せ
い
で
あ
り
、
加
え
る
に
故
院
の
愛
情
に
価
し
得
な
か
っ
た
自
ら

の
過
去
の
姿
へ
の
反
省
が
、
力
強
く
作
用
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
を
、
真
正

面
か
ら
素
直
に
見
よ
う
と
す
る
関
心
す
ら
示
さ
ず
至
っ
て
ニ
ヒ
ル
に
、
そ
し
て
過

去
に
】
切
の
熱
情
を
そ
そ
い
で
そ
れ
に
執
し
た
作
者
の
生
き
方
、
そ
こ
に
は
、
息

苦
し
い
ば
か
り
の
悩
み
が
充
満
し
て
、
い
さ
さ
か
の
救
い
も
な
い
。
愛
と
は
悲
し

い
も
の
で
あ
る
。
愛
と
は
自
己
を
な
げ
す
て
る
べ
き
で
あ
り
、
面
す
べ
き
も
の
で

は
な
い
。
も
の
を
は
ぐ
く
む
事
を
、
そ
の
本
能
と
し
て
持
つ
は
ず
の
作
者
で
あ

る
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
自
己
中
心
に
、
与
え
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
の
愛
の
周
辺

に
の
み
幸
す
る
の
で
な
く
て
、
幼
帝
を
契
機
と
し
て
、
与
え
る
愛
、
愛
育
へ
と
進

展
し
て
ゆ
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
上
、
望
む
べ
く
ば
、
こ
の
正
し

い
愛
の
開
眼
の
も
と
に
、
さ
ら
に
も
っ
と
広
い
愛
情
i
例
え
ば
社
会
愛
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
へ
と
進
展
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
い
な
、
そ
れ
ら

は
の
ぞ
め
な
く
と
も
、
最
少
限
、
せ
め
て
作
者
の
愛
執
が
、
幼
帝
の
い
た
い
け
な

姿
に
だ
ん
だ
ん
と
ほ
ぐ
れ
て
ゆ
き
、
愛
育
に
再
生
の
カ
を
見
出
し
か
け
て
い
る
と

で
も
い
う
姿
勢
だ
け
で
も
み
せ
て
い
て
く
れ
た
ら
と
願
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
日

記
に
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
最
後
ま
で
愛
執
の
境
に
と
ど
ま
っ
て
一
歩
も
進
ま
ず
、

平
安
の
一
日
も
な
く
て
苦
悩
の
中
に
巻
を
閉
じ
て
い
る
。
作
者
の
愛
情
の
純
真
さ

そ
の
深
刻
さ
に
は
心
打
た
れ
る
け
れ
ど
、
狭
き
に
と
ど
ま
っ
た
事
は
、
r
人
間
的
な

感
動
を
よ
び
起
さ
し
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
日
記
執
筆
の
時
期
は
、
日
記
最
後
の
日
付
の
天
仁
元
年
（
一
　
○
八
）
十

一
月
晦
日
を
経
る
こ
と
数
カ
月
、
年
あ
け
て
の
同
二
年
の
五
月
、
　
「
さ
ら
ぬ
だ
に

物
む
つ
か
し
」
く
心
結
ぼ
れ
る
さ
み
だ
．
れ
の
降
る
頃
の
こ
と
だ
と
い
う
。
の
ど
か

な
里
居
に
、
い
と
ど
昔
を
恋
う
や
ま
れ
ぬ
心
か
ら
、
　
「
雅
な
ぐ
さ
む
や
」
と
筆
を

と
っ
た
と
作
者
は
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
崩
御
後
約
二
年
に
近
い
こ
の
折
に

し
て
、
未
だ
お
と
ろ
え
る
こ
と
な
く
、
や
る
方
な
い
作
者
の
愛
執
の
苦
悩
が
、
唯

一
筋
に
、
綿
々
と
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
「
鳥
羽
帝
に
奉
仕
す
る

事
、
十
余
年
に
し
て
宮
を
退
い
た
が
、
厚
い
御
親
任
を
受
け
て
、
退
出
の
後
も
時

九
九



愛
執
　
の
　
文
学

々
天
機
を
奉
伺
し
て
い
た
様
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
玉
井
幸
助
氏
の
言
が
事
実

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
、
時
の
経
過
は
、
忘
却
が
作
者
の
心
を
愛
執
の
栓
桔
か

ら
と
き
ほ
ぐ
し
て
、
心
平
ら
か
な
日
々
の
訪
れ
が
あ
っ
た
事
に
な
る
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

う
。
し
か
し
、
源
師
時
の
長
秋
記
に
伝
え
る
様
に
、
讃
岐
典
侍
は
、
精
神
的
発
作

を
起
こ
し
て
、
故
院
の
霊
が
の
り
移
っ
た
と
云
っ
て
、
種
々
予
言
を
し
た
と
い
う

こ
と
が
事
実
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
人
並
み
外
れ
て
あ
ま
り
に
も
深
く
、
し
か
も

綿
々
と
な
が
く
つ
づ
い
た
あ
の
愛
執
の
姿
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
普
通
の
も
の

で
は
な
く
、
全
く
異
常
な
も
の
で
あ
っ
て
、
生
来
の
精
神
病
的
素
質
に
根
ざ
す
特

殊
性
格
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
く
、
そ
う
み

る
と
き
、
何
と
な
く
す
べ
て
が
了
解
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
の
異
常
性
格
か
ら
は
、
玉
井
氏
の
と
か
れ
る
よ
う
に
、
至
極
平
静
な
中
に
、
日

々
是
好
日
の
余
生
を
送
っ
た
ろ
う
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
い
つ
ま
で
も
綿
々
と

つ
づ
く
思
い
の
中
に
永
い
う
ら
み
を
残
し
た
で
あ
ろ
う
事
が
想
定
さ
れ
、
人
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
う

の
あ
わ
れ
さ
、
人
間
の
業
の
深
さ
が
っ
く
づ
く
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
重
ね
て
い
う
。
こ
の
日
記
に
み
ら
れ
る
も
の
は
、
一
人
の
女
性
の
、
一
人
の
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

性
に
対
す
る
、
一
ず
な
恋
心
の
表
現
で
あ
っ
た
。
諸
書
に
説
く
如
く
、
姉
が
弟
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

見
せ
る
よ
う
な
親
愛
の
情
の
表
現
で
も
な
け
れ
ば
、
乳
母
が
そ
の
養
君
に
み
せ
る

母
性
愛
的
な
愛
情
の
表
現
で
も
な
い
。
対
天
皇
の
ね
ば
り
こ
い
愛
情
表
現
の
文
学

で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
文
学
の
特
異
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
上
下
巻
に
そ
れ
ぞ
れ

親
子
の
帝
を
点
出
し
て
、
そ
の
親
と
子
に
対
す
る
作
者
の
愛
の
対
比
を
見
せ
る
と

い
う
巧
み
な
構
成
の
も
と
に
、
上
巻
は
、
天
皇
の
臨
終
を
描
い
て
、
人
間
性
豊
か
な
、

深
い
写
実
性
は
貴
ぶ
べ
く
、
下
巻
は
、
幼
帝
の
可
憐
さ
に
も
な
ご
み
ゆ
か
ぬ
作
者

．
の
愛
執
の
姿
を
露
呈
し
て
、
そ
の
豊
か
な
自
照
性
は
高
く
評
価
さ
る
べ
く
、
そ
の

筆
付
き
に
は
、
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
や
、
文
脈
の
混
乱
が
あ
ろ
う
と
も
、
体
験
を
描
い

て
、
人
間
の
「
愛
と
苦
し
み
」
「
愛
の
悲
し
さ
」
の
実
体
を
見
せ
、
総
じ
て
人
間
の

い
と
な
み
の
は
か
な
さ
、
人
間
の
不
可
解
さ
と
い
う
も
の
を
ま
ざ
ま
ざ
と
示
す
も

の
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
香
り
高
い
文
学
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
〇
〇

　
死
を
と
い
て
、
こ
れ
も
個
に
と
ど
ま
り
、
生
あ
る
も
の
の
一
般
の
必
然
の
運
命

と
し
て
、
こ
れ
を
深
く
見
極
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
今
一
つ
の
欠
点
を
、

こ
こ
に
つ
く
こ
と
は
や
め
よ
う
。

注

（
1
）
徒
然
草
一
八
一
段
に

　
　
　
ふ
れ
ふ
れ
こ
ゆ
き
、
た
ん
ぱ
の
こ
ゆ
き
と
い
ふ
事
、
米
つ
き
節
ひ
た
る
に
似
た

　
　
　
れ
ば
、
粉
雪
と
い
ふ
。
　
「
た
ま
れ
粉
雪
と
い
う
べ
き
を
、
あ
や
ま
り
て
、
た
ん

　
　
　
ば
の
と
は
い
ふ
な
り
。
垣
や
木
の
股
に
と
う
た
ふ
べ
し
と
、
あ
る
物
し
り
申
し

　
　
　
き
。
昔
よ
り
い
ひ
け
る
事
に
や
。
鳥
羽
院
幼
く
お
は
し
ま
し
て
、
雪
の
降
る
に

　
　
　
か
く
仰
せ
ら
れ
け
る
よ
し
、
讃
岐
の
典
侍
が
日
記
に
書
き
た
り
。

　
　
と
あ
る
。

（
2
）
大
阪
府
立
大
学
紀
要
（
人
文
社
会
科
学
）
十
二
巻
拙
稿
参
照

（
3
）
大
阪
府
立
大
学
紀
要
（
人
文
社
会
科
学
）
十
一
巻
拙
稿
参
照

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
4
）
う
ち
み
ん
人
、
女
房
の
身
に
て
あ
ま
り
物
し
り
が
ほ
に
憎
し
な
ど
そ
そ
し
り
あ
は

　
　
ん
ず
ら
む
…
…
も
ど
く
べ
か
ら
ず
。

　
　
な
ど
と
あ
っ
て
、
読
者
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
5
）
玉
井
幸
助
駄
馬
、
讃
岐
典
侍
日
記
通
釈
に
記
載
さ
れ
た
　
「
讃
岐
典
侍
日
記
作
者

　
　
考
」
に
よ
る
。

（
6
）
右
「
讃
岐
典
侍
日
記
通
釈
」
に
於
て
、
玉
井
氏
は
、
「
諸
般
の
資
料
を
以
て
考
証

　
　
し
た
結
果
、
此
の
日
記
を
書
い
た
の
は
、
三
十
才
前
後
の
事
と
推
定
す
る
」
（
同
書

　
　
四
頁
）
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
日
記
執
筆
は
、
堀
河
天
皇
崩
御
嘉
承
二
年
の
翌
々

　
　
年
の
天
仁
二
年
五
月
の
事
で
あ
る
事
は
、
日
記
の
序
文
で
わ
か
る
の
で
こ
の
時
三

　
　
十
才
と
す
れ
ば
、
天
皇
崩
御
の
年
は
二
十
八
、
九
才
で
あ
り
、
大
略
天
皇
と
同
年

　
　
輩
の
筈
と
な
る
。

（
7
）
口
記
の
序
文
に
、
　
「
も
ろ
と
も
に
八
年
の
春
秋
つ
か
う
ま
つ
り
し
…
…
…
」
と
あ

　
　
る
。

（
8
）
玉
井
氏
の
「
讃
岐
典
侍
日
記
作
者
考
」
二
〇
八
頁



（
9
）
玉
井
氏
の
「
讃
岐
曲
ハ
侍
日
記
作
者
考
」
二
〇
八
頁

（
1
0
）
日
記
の
諸
所
に
散
見
す
る
左
の
よ
う
な
文
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
○
さ
れ
ば
去
年
を
と
と
し
の
御
事
に
も
さ
る
沙
汰
は
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ど

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
○
を
と
と
し
の
御
心
ち
の
や
う
に
あ
っ
か
ひ
や
め
参
ら
せ
た
ら
ん
何
心
ち
し
な
ん

　
　
　
と
そ
覚
ゆ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
○
か
や
う
に
て
一
と
せ
の
や
う
に
や
ま
せ
給
へ
か
し

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
○
い
か
に
も
此
の
二
、
三
年
例
さ
ま
に
覚
ゆ
る
事
の
あ
ら
ば
こ
そ
行
幸
も
あ
ら
め

　
　
　
近
き
ほ
ど
だ
に
も
な
し

（
1
1
）
内
は
例
ざ
ま
に
も
お
ぼ
し
め
さ
れ
ざ
り
し
御
け
し
き
、
と
も
す
れ
ば
う
ち
ふ
し
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ち
に
て
、
こ
れ
を
人
は
な
や
む
と
は
い
ふ
。
な
ど
人
々
は
目
も
た
て
ぬ
・
：
…

（
1
2
）
日
記
を
ひ
も
と
け
ば
、
随
所
に
於
て
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
殊
に
下
巻
、
作
者
の
思

　
　
出
の
中
に
出
て
来
る
影
像
は
、
完
全
に
作
者
に
ひ
き
ま
わ
さ
れ
て
い
て
、
弱
い
性

　
　
格
の
程
が
顕
著
に
う
か
が
え
る
。

（
1
3
）
御
神
楽
の
夜
を
細
叙
し
た
章
段
だ
け
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
形
式
的
な

　
／
祝
賀
の
気
配
に
満
ち
て
お
り
、
万
事
を
め
で
た
く
祝
い
納
め
、
例
え
ば
幼
君
に
つ

　
　
い
て
は
、

　
　
　
我
が
君
の
か
く
い
は
け
な
き
御
よ
は
ひ
に
世
を
た
も
た
せ
給
ふ
、
伊
勢
の
御
神

　
　
　
も
守
り
は
ぐ
く
み
奉
ら
せ
給
ふ
ら
む
と
、
位
た
も
た
せ
給
は
ん
年
の
数
ぞ
、
た

　
　
　
と
へ
ば
長
井
の
浦
の
は
る
ば
る
と
浜
の
真
砂
の
か
ず
も
つ
き
ぬ
べ
く
、
み
も
す

　
　
　
そ
州
の
流
い
よ
い
よ
久
し
く
位
の
山
の
年
へ
さ
せ
給
は
ん
、
ま
こ
と
に
白
玉
椿

　
　
　
八
千
代
に
千
代
を
そ
ふ
る
春
秋
ま
で
、
四
方
の
海
の
浪
の
平
静
に
見
え
た
り
。

　
　
と
の
べ
て
、
至
極
尋
常
に
そ
の
将
来
を
祝
福
し
て
お
り
、
そ
の
他
関
白
に
対
し
て

　
　
も

　
　
　
殿
の
御
琴
の
音
、
つ
ま
お
と
な
べ
て
な
ら
ず
め
で
た
し
。
み
な
み
な
人
々
禄
肩

　
　
　
に
か
け
て
た
つ
に
、
殿
は
人
に
は
今
ひ
と
き
は
ま
さ
し
参
ら
せ
て
、
御
し
た
が

　
　
　
さ
ね
、
う
ち
御
ぞ
、
肩
に
い
た
さ
せ
給
ひ
た
る
を
見
ま
み
ら
す
れ
ば
、
三
笠
の

　
　
　
山
に
さ
し
い
つ
る
望
月
の
世
々
を
経
て
す
み
の
ぼ
ら
ん
や
う
に
見
ゆ
。
御
年
の

　
　
　
ほ
ど
な
ど
誠
に
盛
な
る
桜
の
花
の
咲
き
と
と
の
ほ
り
た
ら
む
を
見
る
こ
こ
ち

　
　
　
す
。
御
よ
そ
ほ
ひ
、
天
り
ん
し
ゃ
う
わ
う
か
く
や
と
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ

愛
執
　
の
　
文
学

　
　
と
言
葉
を
つ
く
し
て
追
従
し
て
い
て
、
回
想
の
こ
と
ば
に
満
ち
て
悲
槍
の
気
分
深

　
　
く
、
幼
帝
に
対
し
て
至
極
冷
や
か
な
他
の
章
毅
と
は
甚
だ
し
く
趣
を
異
に
し
て
お

　
　
り
、
全
般
に
亘
り
、
浮
々
と
し
て
心
満
ち
た
気
分
が
横
溢
し
て
い
る
。
文
体
か
ら

　
　
み
て
も
、
他
の
部
分
に
例
を
み
ぬ
修
辞
法
を
や
た
ら
と
用
い
．
て
い
て
、
異
る
感
が

　
　
持
た
れ
る
し
、
不
可
解
な
も
の
を
覚
え
る
。
或
い
は
こ
の
章
段
だ
け
は
作
者
な
ら

　
　
ぬ
他
の
手
に
よ
り
な
っ
た
も
の
を
取
込
ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
よ
く
考
え
て

　
　
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
1
4
）
長
秋
記
（
源
師
時
の
記
録
）
元
永
二
年
八
月
廿
三
日
の
条
に
（
史
料
大
成
6
　
一

　
　
五
八
頁
）

　
　
　
伊
與
守
語
長
、
候
内
裏
故
讃
岐
前
司
顕
綱
姫
、
幣
照
鰍
此
間
構
先
朝
御
盤
闘
規
奏

　
　
　
種
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兄
飲

　
　
　
営
々
雑
事
、
己
及
大
事
、
侃
召
彼
先
和
泉
前
司
道
話
、
邪
気
間
暫
不
可
令
参
内

　
　
　
之
由
、
被
召
仰
云
々
、
…
…

　
　
と
あ
る
。

　
　
な
お
元
永
二
年
は
鳥
羽
天
皇
即
位
か
ら
十
三
年
目
で
あ
る
。
こ
の
年
ま
で
讃
岐
典

　
　
侍
が
奉
仕
し
て
い
た
事
も
こ
れ
で
判
明
す
る
。

（
1
5
）
日
本
文
学
史
（
久
松
潜
一
編
、
至
文
堂
発
行
）
の
中
古
篇
に

　
　
　
極
端
な
云
ひ
方
を
す
る
な
ら
ば
、
姉
が
弟
を
み
と
っ
て
み
る
時
の
や
う
な
、
親

　
　
　
し
い
し
か
も
真
剣
な
心
痛
が
祈
り
を
さ
さ
げ
る
や
う
な
切
実
さ
を
伴
っ
て
流
れ

　
　
　
て
る
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
う
い
ふ
ま
る
で
肉
親
の
や
う
な
感
情

　
　
　
の
通
い
方
と
い
ふ
も
の
は
…
…

　
　
と
あ
る
。

（
1
6
）
平
安
朝
の
生
活
と
文
学
（
池
田
亀
鑑
）
（
二
八
頁
）
に

　
　
　
ま
た
天
皇
の
御
乳
母
は
、
そ
の
出
生
の
門
地
に
か
か
は
ら
ず
、
典
侍
に
補
せ
ら

　
　
　
れ
る
の
が
通
例
で
し
た
。
讃
岐
典
侍
日
記
の
著
者
な
ど
は
そ
の
一
例
で
す

　
　
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
著
者
は
、
作
者
讃
岐
典
侍
を
、
堀
川
天
皇
の
乳
母
と
み

　
　
て
お
ら
れ
る
事
に
な
り
、
日
記
に
み
る
愛
情
は
、
乳
母
の
養
君
に
対
す
る
母
性
愛

　
　
的
の
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
た
と
判
定
し
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

一
〇
一

、


