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一
　
は
じ
め
に

　『
落
窪
物
語
』
内
で
落
窪
の
姫
君
（
以
降
、
落
窪
の
姫
君
の
呼
称
は
「
姫
君
」

と
す
る
）
の
侍
女
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
あ
こ
き
は
、
聡
明
さ
と
快
活
さ
、
人

懐
こ
さ
を
も
つ
魅
力
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
魅
力
を
存
分
に

発
揮
し
、
姫
君
と
道
頼
を
結
婚
に
導
い
た
わ
け
だ
が
（
1
（

、
あ
こ
き
の
活
躍
が
最
も

目
立
っ
て
い
る
の
は
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
四
日
間
で
あ
ろ
う
。
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、『
落
窪
物
語
』
は
婚
姻
儀
礼
を
詳
し
く
叙
述
し
て
い
る
物

語
で
あ
る
が
（
2
（

、
姫
君
の
身
な
り
を
人
並
み
に
整
え
、
婚
姻
儀
礼
の
準
備
を
し
、

き
ち
ん
と
道
頼
を
迎
え
て
朝
に
は
道
頼
を
送
り
出
す
な
ど
、
あ
こ
き
の
奔
走
の

様
子
も
、
そ
の
叙
述
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
こ
き
の
奔
走
は
、
食

べ
も
の
の
所
望
や
三
日
夜
餅
・
朝
の
粥
の
用
意
と
い
う
よ
う
に
、
食
と
の
関
連

が
高
い
。

　
本
稿
で
は
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
四
日
間
に
お
け
る
あ
こ
き
と
食
の
関
連
を

見
て
い
く
こ
と
で
、『
落
窪
物
語
』
の
食
が
何
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の

か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
　
食
べ
も
の
の
所
望

　
道
頼
が
突
如
中
納
言
邸
へ
忍
び
込
み
、
強
引
に
姫
君
と
一
夜
を
共
に
し
た
た

め
、
あ
こ
き
は
急
遽
結
婚
の
準
備
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
納
言
邸
で
虐

げ
ら
れ
て
い
る
姫
君
は
、
十
分
な
調
度
品
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、
あ
こ
き
は

和
泉
守
の
妻
で
あ
る
裕
福
な
叔
母
に
所
望
の
手
紙
を
出
し
、
几
帳
な
ど
を
借
り

る
こ
と
で
、
結
婚
二
日
目
の
夜
に
備
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
結
婚
三
日
目
で
あ
る
。
あ
こ
き
は
姫
君
と
道
頼
の
た
め
に
「
今
宵
、

餅
、
い
か
で
参
る
わ
ざ
も
が
な
」（
五
七
頁
）
と
の
思
い
か
ら
、
叔
母
の
も
と

へ
手
紙
を
送
る
。

い
と
う
れ
し
う
、
聞
こ
え
さ
せ
た
り
し
物
を
賜
は
せ
た
り
し
な
む
、
喜
び

聞
こ
え
さ
す
る
。
ま
た
、
あ
や
し
と
は
思
さ
る
べ
け
れ
ば
、
今
宵
、
餅
な

む
、
い
と
あ
や
し
き
さ
ま
に
て
用
侍
る
。
取
り
交
ず
べ
き
果
物
な
ど
侍
り

ぬ
べ
く
は
、
少
し
賜
は
せ
よ
。
客
人
な
む
、
し
ば
し
と
思
ひ
侍
り
し
を
、

四
十
五
日
の
方
違
ふ
る
に
な
む
侍
り
け
る
。
さ
れ
ば
、
こ
の
物
ど
も
は
、

し
ば
し
侍
る
べ
き
を
、
い
か
が
。
盥
、
半
挿
の
清
げ
な
ら
む
と
、
し
ば
し

賜
は
ら
む
。
取
り
集
め
て
、
い
と
傍
ら
い
た
け
れ
ど
、
頼
み
聞
こ
え
さ
す

『
落
窪
物
語
』
の
食

─
─
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
を
中
心
に
─
─

鹿

野

谷

有

希
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る
ま
ま
に
（
五
八
頁
）

こ
の
手
紙
に
対
し
、
叔
母
は
様
々
な
品
物
と
と
も
に
、
次
の
手
紙
を
あ
こ
き
へ

送
る
。昔

の
人
の
御
代
は
り
は
、
あ
は
れ
に
思
ひ
聞
こ
え
て
、
女
子
も
侍
ら
ね
ば
、

娘
に
し
奉
ら
む
、
身
一
つ
は
い
と
や
す
ら
か
に
う
ち
か
し
づ
き
て
据
ゑ
奉

ら
む
と
思
ひ
て
、
さ
き
ざ
き
も
御
迎
へ
す
れ
ど
も
、
渡
り
給
は
ぬ
こ
そ
、

恨
み
聞
こ
ゆ
れ
。
物
ど
も
は
、
い
と
よ
か
な
り
、
い
か
に
も
い
か
に
も
使

ひ
給
へ
。
盥
・
半
挿
奉
る
。
あ
な
異
や
う
。
宮
仕
ひ
す
る
人
は
、
か
や
う

の
物
、
必
ず
は
持
た
る
は
。
な
き
か
。
今
ま
で
は
頼
ま
ざ
り
つ
る
。
身
に

な
き
は
、
い
と
見
苦
し
き
を
、
い
と
あ
や
し
き
こ
と
、
奉
る
。
餅
は
、
い

と
や
す
き
こ
と
、
今
た
だ
今
し
て
奉
る
。
物
の
具
・
餅
な
ど
召
す
は
、
御

婿
取
り
し
給
ひ
て
、
三
日
の
設
け
し
給
ふ
か
。
ま
め
や
か
に
、
い
か
で
対

面
も
が
な
。
い
と
恋
し
く
な
む
。
何
ご
と
も
、
な
ほ
の
た
ま
へ
。「
時
の

受
領
は
、
よ
に
徳
あ
る
も
の
」
と
言
へ
ば
、
た
だ
今
そ
の
ほ
ど
な
め
れ
ば
、

仕
ま
つ
ら
む
（
五
九
～
六
〇
頁
）

あ
こ
き
は
三
日
夜
餅
を
所
望
す
る
た
め
に
叔
母
へ
手
紙
を
書
い
て
い
る
が
、
手

紙
の
中
に
は
結
婚
を
表
す
直
接
的
な
文
言
は
な
い
。「
今
宵
、
餅
な
む
、
い
と

あ
や
し
き
さ
ま
に
て
用
侍
る
」
と
述
べ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず

叔
母
は
、
夜
に
餅
が
必
要
な
こ
と
、
盥
や
半
挿
の
要
求
な
ど
か
ら
「
物
の
具
・

餅
な
ど
召
す
は
、
御
婿
取
り
し
給
ひ
て
、
三
日
の
設
け
し
給
ふ
か
」
と
、
鋭
く

結
婚
を
察
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
あ
こ
き
の
所
望
に
対
し
、
叔
母
は
ど
の
よ
う
な
品
物
を
送
っ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
あ
こ
き
の
所
望
「
取
り
交
ず
べ
き
果
物
な
ど
侍
り
ぬ
べ
く
は
、

少
し
賜
は
せ
よ
」
に
対
し
て
「
大
き
な
る
餌
袋
に
、
い
米
入
れ
て
、
紙
を
隔
て

て
、
果
物
・
乾
物
包
み
て
」（
六
〇
頁
）
を
送
っ
て
き
て
お
り
、「
果
物
」
に

「
い
米
」「
乾
物
」
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
「
い
と
く
は
し
く
な
む
お

こ
せ
た
り
け
る
」（
六
一
頁
）
と
好
意
的
に
評
し
て
い
る
が
、
あ
こ
き
も
ま
た

「
今
宵
は
た
だ
を
か
し
き
さ
ま
に
て
餅
を
参
ら
む
と
思
ひ
て
、
取
り
て
、
よ
ろ

づ
に
、
果
物
・
栗
な
ど
掻
き
居
た
り
」（
六
一
頁
）
と
、
有
効
に
利
用
し
た
よ

う
だ
。『
新
版
落
窪
物
語
』
に
は
「
い
米
」
に
つ
い
て
「
底
本
「
い
こ
め
」
未

詳
。【
三
八
】
の
注
一
四
に
、「
か
の
白
き
米
」
と
あ
る
か
ら
、「
白
米
」（
白
い

米
）
の
誤
り
か
」
と
あ
り
（
（
（

、
こ
の
注
釈
に
従
う
と
、「
い
米
」
は
結
婚
四
日
目

の
朝
、
道
頼
と
姫
君
に
食
事
を
供
す
る
際
、
精
進
落
と
し
の
料
理
と
交
換
す
る

の
に
使
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
餅
は
、「
日
や
う
や
う
暮
る
る
ほ
ど
」

（
六
一
頁
）
に
、「
草
餅
二
種
、
例
の
餅
二
種
、
小
さ
や
か
に
を
か
し
う
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
」（
六
一
頁
）
に
送
ら
れ
て
き
た
。
今
宵
餅
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と

で
、
あ
え
て
日
が
暮
れ
て
き
た
頃
に
送
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
三
日

夜
餅
と
し
て
も
使
え
る
よ
う
、
様
々
な
餅
を
用
意
し
て
い
る
。
配
慮
が
行
き
届

い
た
こ
れ
ら
の
品
物
に
、
あ
こ
き
も
感
激
し
た
よ
う
で
、「
す
べ
て
、
聞
こ
え

さ
す
れ
ば
、
世
の
常
な
り
」（
六
一
頁
）
と
お
礼
の
返
事
を
出
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
叔
母
は
、
配
慮
が
行
き
届
き
、
あ
こ
き
か
ら
も
感
謝
さ
れ
る

よ
う
な
品
々
を
、
送
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
叔
母
が
気
配
り
の
で
き
る

性
格
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
あ
こ
き
の

こ
と
を
実
の
娘
の
よ
う
に
恋
し
く
想
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先

ほ
ど
の
叔
母
の
手
紙
を
も
う
一
度
見
て
み
る
と
、「
昔
の
人
の
御
代
は
り
は

（
中
略
）
恨
み
聞
こ
ゆ
れ
」「
い
か
で
対
面
も
が
な
。
い
と
恋
し
く
な
む
」
と
い
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う
よ
う
に
、
あ
こ
き
を
娘
と
し
て
引
き
取
り
た
か
っ
た
こ
と
や
、
恋
し
く
想
っ

て
い
る
の
で
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
あ
こ
き
を
実
の
娘

の
よ
う
に
恋
し
く
想
う
か
ら
こ
そ
、
あ
こ
き
の
状
況
や
気
持
ち
を
慮
り
、
行
き

届
い
た
品
々
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
あ
こ
き
が
叔
母
に
餅
と
果
物

を
所
望
す
る
場
面
か
ら
は
、
叔
母
の
あ
こ
き
に
対
す
る
、
母
親
（
代
わ
り
）
と

し
て
の
想
い
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
叔
母
が
あ
こ
き
を
娘
の
よ
う
に
想
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
あ

こ
き
も
叔
母
の
こ
と
を
実
の
母
親
の
よ
う
に
想
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
い
さ
さ
か
考
え
に
く
い
。
叔
母
が
「
昔
の
人
の
御
代
は
り
は
（
中
略
）
恨
み

聞
こ
ゆ
れ
」「
い
か
で
対
面
も
が
な
。
い
と
恋
し
く
な
む
」
と
、
あ
こ
き
へ
の

想
い
を
は
っ
き
り
と
表
明
し
て
い
る
の
に
対
し
、
あ
こ
き
は
物
を
送
っ
て
く
れ

た
こ
と
に
感
謝
は
し
て
い
る
も
の
の
、
叔
母
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
は
、
表
明
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
や
や
一
方
通
行
と
も

い
え
る
母
娘
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
次
に
帯
刀
が
自
分
の
母
親

（
道
頼
の
乳
母
）
に
食
べ
も
の
を
所
望
す
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
結
果
と
し

て
結
婚
一
日
目
と
な
っ
た
日
の
出
来
事
で
あ
る
。

　
中
納
言
一
家
が
石
山
詣
で
に
出
か
け
た
日
、
帯
刀
は
中
納
言
邸
へ
向
か
う
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
中
納
言
邸
に
は
食
料
が
無
い
で
あ
ろ
う
と
、
気
を
利
か

せ
て
果
物
を
届
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
「
を
か
し
き
さ
ま
な
ら
む
果
物
一

餌
袋
し
て
置
い
給
へ
れ
。
今
た
だ
今
取
り
に
奉
ら
む
」（
三
三
頁
）
と
い
う
よ

う
に
、
母
親
へ
果
物
を
所
望
す
る
。
帯
刀
が
母
親
の
も
と
へ
使
者
を
送
る
と
、

母
親
か
ら
「
餌
袋
二
つ
し
て
、
を
か
し
き
さ
ま
に
し
て
入
れ
た
り
。
い
ま
一
つ

の
大
き
や
か
な
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
果
物
、
色
々
の
餅
、
薄
き
濃
き
、
入
れ

て
、
紙
隔
て
て
、
焼
米
入
れ
て
」（
三
四
頁
）
が
届
く
。

　
母
親
か
ら
届
い
た
餌
袋
に
対
し
て
、
語
り
手
は
「
さ
う
ざ
う
し
げ
な
る
気
色

を
見
て
、
い
か
で
は
か
な
き
心
ざ
し
を
見
せ
む
と
思
ひ
て
し
た
る
な
り
け
り
」

（
三
五
頁
）
と
、
好
意
的
に
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
こ
き
は
少

し
違
う
。
あ
こ
き
は
餌
袋
を
見
て
「「
い
で
、
あ
や
し
。
ま
め
果
物
や
。
け
し

か
ら
ず
。
そ
こ
に
し
給
へ
る
に
こ
そ
あ
め
れ
」
と
怨
」
じ
て
お
り
（
三
五
頁
）、

特
に
「
ま
め
果
物
」
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
少
な
か
ら
ず
困
惑
し
、

帯
刀
を
怨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
頭
注
に
は
、

「
焼
米
は
本
来
、
旅
行
な
ど
に
携
帯
す
る
実
用
的
な
食
物
で
、
菓
子
の
類
で
は

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
焼
米
を
、「
ま
め
（
実
用
の
意
）
な
菓
子
」

と
言
っ
た
」
と
あ
り
（
（
（

、「
ま
め
果
物
」
と
は
「
焼
米
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』「
国
譲
中
」
巻
に
は
、
正
頼
が
実
忠
の
北
の

方
の
も
と
へ
焼
米
を
贈
る
場
面
が
あ
る
の
で
（
（
（

、
誰
か
に
焼
米
を
贈
る
と
い
う
行

為
が
失
礼
に
当
た
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
あ

こ
き
は
焼
米
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
困
惑
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、「
ま
め
果
物
」
の
焼
米
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
語
り
手
が

「
さ
う
ざ
う
し
げ
な
る
気
色
を
見
て
、
い
か
で
は
か
な
き
心
ざ
し
を
見
せ
む
と

思
ひ
て
し
た
る
な
り
け
り
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
帯
刀
の
母
親
は
食
料
が

無
く
て
困
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
手
助
け
し
た
い
、
と
い
う
純
粋
な
気
持
ち
か

ら
焼
米
を
送
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
こ
き
は
そ
の
行
為
を
「
息
子
（
帯

刀
）
の
食
事
の
世
話
が
で
き
な
い
嫁
」
だ
と
姑
に
思
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ

う
に
解
釈
し
た
の
で
は
な
い
か
。
本
来
、
夫
の
世
話
は
妻
及
び
妻
の
家
族
が
行

う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
夫
の
実
家
か
ら
間
食
用
な
ど
で
は
な
い
実
用
的
な
食
べ
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も
の
が
送
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
夫
の
食
事
の
世
話
を
で
き
な
い
妻
だ

と
姑
か
ら
み
な
さ
れ
て
い
る
と
受
け
と
れ
る
。
あ
こ
き
も
そ
の
よ
う
に
受
け
と

り
、
妻
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か

ら
こ
そ
、
焼
米
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
困
惑
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
後
で
詳
述
す
る
が
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
四
日
間
で
、
あ
こ

き
は
姫
君
と
道
頼
へ
食
事
を
供
す
る
こ
と
に
執
着
し
て
い
る
。
帯
刀
の
母
親
か

ら
焼
米
を
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
妻
（
の
家
族
）
が
夫
の
世

話
を
す
る
」
と
い
う
意
識
が
強
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
先
ほ
ど
、
あ
こ
き
が
叔
母
へ
食
べ
も
の
を
所
望
す
る
場
面
で
は
、
あ
こ
き
の

所
望
「
取
り
交
ず
べ
き
果
物
な
ど
侍
り
ぬ
べ
く
は
、
少
し
賜
は
せ
よ
」
に
対
し

て
「
大
き
な
る
餌
袋
に
、
い
米
入
れ
て
、
紙
を
隔
て
て
、
果
物
・
乾
物
包
み

て
」
を
送
っ
て
き
て
お
り
、「
果
物
」
に
「
い
米
」「
乾
物
」
が
追
加
さ
れ
て
い

る
、
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
あ
こ
き
の
状
況
や
気
持
ち
を
慮
っ
た
行
為
で
あ
り
、

あ
こ
き
は
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
。
一
方
で
、
帯
刀
が
母
親
に
食
べ
も

の
を
所
望
す
る
場
面
で
は
、
帯
刀
が
「
を
か
し
き
さ
ま
な
ら
む
果
物
一
餌
袋
し

て
置
い
給
へ
れ
」
と
所
望
し
た
の
に
対
し
、
母
親
は
「
餌
袋
二
つ
し
て
、
を
か

し
き
さ
ま
に
し
て
入
れ
」
た
も
の
を
送
っ
て
き
て
い
る
。「
を
か
し
き
さ
ま
」

は
帯
刀
の
依
頼
通
り
だ
が
、「
一
餌
袋
」
の
依
頼
に
対
し
て
母
親
は
「
餌
袋
二

つ
」
を
送
っ
て
き
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
母
親
の
お
節
介
な
性
格
が
見
受
け
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
焼
米
を
送
っ
て
あ
こ
き
に
困
惑
さ
れ
て
い
る
様
子
か
ら
は
、
相

手
の
気
持
ち
を
慮
れ
ず
、
自
身
の
考
え
や
行
動
が
相
手
の
た
め
に
な
り
、
正
し

い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
人
と
な
り
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

帯
刀
の
母
親
の
こ
れ
ら
の
性
格
は
、
後
の
道
頼
と
右
大
臣
の
娘
と
の
縁
談
で
も

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
帯
刀
の
母
親
の
も
と
に
持
ち
込
ま
れ
た
道
頼
と
右
大
臣
の

娘
と
の
縁
談
を
、
道
頼
が
断
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
道
頼
の
た
め
」
と
勝

手
に
推
し
進
め
る
の
で
あ
る
（
道
頼
と
帯
刀
が
帯
刀
の
母
親
へ
抗
議
し
た
結
果
、

縁
談
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）。

　
帯
刀
が
母
親
に
食
べ
も
の
を
所
望
す
る
場
面
で
は
、
あ
こ
き
と
帯
刀
の
母
親

の
、
い
わ
ゆ
る
嫁
姑
関
係
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
先
述
し
た
と
お

り
、
あ
こ
き
が
叔
母
に
餅
と
果
物
を
所
望
す
る
場
面
か
ら
は
、
叔
母
と
あ
こ
き

の
、
ま
る
で
実
の
母
娘
の
よ
う
な
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ

う
に
、『
落
窪
物
語
』
の
食
べ
も
の
を
所
望
す
る
場
面
で
は
、
食
べ
も
の
を
所

望
さ
れ
た
人
物
の
性
格
及
び
人
と
な
り
や
、
食
べ
も
の
を
所
望
し
た
人
物
と
所

望
さ
れ
た
人
物
の
関
係
が
、
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
三
日
夜
の
餅
と
朝
の
粥

　
第
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
あ
こ
き
は
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
三
日
目
に
「
今

宵
、
餅
、
い
か
で
参
る
わ
ざ
も
が
な
」
と
の
思
い
か
ら
、
自
分
の
叔
母
に
餅
を

所
望
す
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
あ
こ
き
が
三
日
夜
餅
を
姫
君
と
道
頼
に
供
す

る
場
面
で
あ
る
。

あ
こ
き
、
こ
の
餅
を
箱
の
蓋
に
を
か
し
う
取
り
な
し
て
参
り
て
、「
こ
れ
、

い
か
で
」
と
言
へ
ば
、
君
、「
い
と
眠
た
し
」
と
て
起
き
給
は
ね
ば
、「
な

ほ
、
今
宵
御
覧
ぜ
よ
」
と
て
聞
こ
ゆ
れ
ば
、「
何
ぞ
」
と
て
、
頭
も
た
げ

て
見
上
げ
給
へ
ば
、
餅
を
を
か
し
う
し
た
れ
ば
、
少
将
、
誰
、
か
く
を
か

し
う
し
た
ら
む
、
か
く
て
待
ち
け
り
と
思
ふ
も
、
さ
れ
て
を
か
し
け
れ
ば
、

「
餅
に
こ
そ
あ
め
れ
。
食
ふ
や
う
あ
り
と
か
。
い
か
が
す
る
」
と
の
た
ま
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へ
ば
、
あ
こ
き
、「
ま
だ
や
は
知
ら
せ
給
は
ぬ
」
と
申
せ
ば
、（
道
頼
ガ
）

「
い
か
が
。
一
人
あ
る
間
は
食
ふ
わ
ざ
か
は
」
と
の
た
ま
へ
ば
、（
あ
こ
き

ガ
）「
切
ら
で
、
三
つ
と
こ
そ
は
」
と
申
せ
ば
、（
道
頼
ガ
）「
ま
さ
な
く

ぞ
あ
な
る
。
女
は
、
い
く
つ
か
」
と
の
た
ま
へ
ば
、（
あ
こ
き
ハ
）「
そ
れ

は
、
御
心
に
こ
そ
は
」
と
て
笑
ふ
。（
道
頼
ガ
）「
こ
れ
参
れ
」
と
、
女
君

に
参
り
給
へ
ど
、
恥
ぢ
て
参
ら
ず
。
い
と
実
法
に
三
つ
食
ひ
て
、「
蔵
人

の
少
将
も
、
か
く
や
食
ひ
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
さ
こ
そ
は
」
と
言
ひ

て
居
た
り
。（
六
九
～
七
〇
頁
）

道
頼
は
、
世
間
で
「
い
み
じ
き
色
好
み
」（
二
一
頁
）
と
噂
さ
れ
て
い
る
割
に

は
、
三
日
夜
餅
の
食
べ
方
を
知
ら
な
い
よ
う
で
、
あ
こ
き
に
食
べ
方
を
聞
い
て

い
る
。
そ
し
て
あ
こ
き
に
言
わ
れ
た
と
お
り
、
律
儀
に
餅
を
三
つ
食
べ
て
い
る
。

　
こ
の
場
面
で
道
頼
は
、「
蔵
人
の
少
将
も
、
か
く
や
食
ひ
し
」
と
あ
こ
き
に

尋
ね
て
い
る
。
蔵
人
の
少
将
と
は
、
姫
君
の
異
母
姉
・
三
の
君
の
夫
で
あ
る
。

あ
こ
き
が
三
の
君
の
侍
女
で
あ
る
た
め
、
三
の
君
と
蔵
人
の
少
将
が
三
日
夜
餅

を
食
べ
た
様
子
を
、
あ
こ
き
に
尋
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
道
頼
の
質
問
に
対
し
、

あ
こ
き
は
「
さ
こ
そ
は
」
と
答
え
て
い
る
が
、「
さ
こ
そ
は
」
に
は
「
さ
こ
そ

は
（
あ
り
け
め
）」
と
、「
あ
り
け
め
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

そ
の
場
合
は
あ
こ
き
が
「
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
推
量
で
答
え
て
い
る

こ
と
に
な
る
の
で
、
実
際
に
三
の
君
と
蔵
人
の
少
将
が
三
日
夜
餅
を
食
べ
た
か

ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
物
語
内
で
三
の
君
と
蔵
人
の
少
将
が
三
日

夜
餅
を
食
べ
る
場
面
も
描
か
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ら
二
組
の
夫
婦
の
婚
姻
関
係
で
あ
る
が
、
姫
君
と
道
頼
が
生
涯
に
渡
っ

て
関
係
を
持
続
さ
せ
た
の
に
対
し
、
三
の
君
と
蔵
人
の
少
将
の
婚
姻
関
係
は
破

綻
し
て
い
る
。
あ
こ
き
に
三
日
夜
餅
を
供
さ
れ
、
そ
れ
を
食
す
場
面
が
き
ち
ん

と
描
か
れ
て
い
る
姫
君
・
道
頼
と
、
三
日
夜
餅
を
供
さ
れ
食
す
場
面
が
描
か
れ

な
い
三
の
君
・
蔵
人
の
少
将
夫
婦
。『
落
窪
物
語
』
で
は
、
妻
方
の
人
物
、
特

に
母
親
が
食
べ
も
の
を
供
し
、
婿
と
な
る
男
が
そ
れ
を
食
す
る
場
面
を
描
く
こ

と
で
、
持
続
す
る
夫
婦
関
係
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、
あ
こ
き
は
姫
君
の
母
親
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
姫
君
の
母
親

の
よ
う
な
存
在
だ
と
み
な
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
朝
の
粥
を
供
す
る

場
面
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
、
順
番
に
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
、
結
婚
三
日
目

の
朝
で
あ
る
。

　
あ
こ
き
、
御
手
水
・
粥
、
い
か
で
参
ら
む
と
思
ひ
て
、
御
厨
子
に
や
語

ら
は
ま
し
と
思
へ
ど
、
お
ほ
か
た
に
も
お
は
し
ま
さ
ね
ば
、
御
粥
も
よ
に

せ
じ
と
思
へ
ど
、
行
き
て
語
ら
ふ
。（
中
略
）

　
男
君
、
起
き
給
ひ
て
、
御
装
束
し
給
ひ
て
、「
車
は
あ
り
や
」
と
問
ひ

給
ふ
。（
従
者
ガ
）「
御
門
に
侍
り
」
と
申
せ
ば
、
出
で
給
ひ
な
む
と
す
る

に
、（
あ
こ
き
ガ
）
い
と
清
げ
に
て
、
御
粥
参
り
た
り
。
御
手
水
取
り
具

し
て
参
り
た
り
。（
道
頼
ハ
）
あ
や
し
う
、
便
な
し
と
聞
き
し
ほ
ど
よ
り

は
と
思
す
。
女
君
は
、
い
と
あ
や
し
う
、
い
か
で
と
思
ひ
給
へ
り
。（
五

五
～
五
七
頁
）

結
婚
三
日
目
の
朝
、
本
来
で
あ
れ
ば
男
は
夜
が
明
け
る
前
に
女
の
家
を
出
る
。

し
か
し
こ
の
日
は
雨
が
降
っ
て
い
た
せ
い
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
道
頼
が
帰
ろ

う
と
し
な
か
っ
た
。
あ
こ
き
は
御
厨
子
所
の
下
女
に
相
談
し
、
粥
を
用
意
す
る
。

供
さ
れ
た
粥
を
、
姫
君
は
道
頼
が
帰
っ
た
後
に
「
少
し
参
り
て
、
臥
し
」（
五

七
頁
）
た
よ
う
だ
が
、
道
頼
が
粥
を
食
べ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
原
文
か
ら
は
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確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
あ
や
し
う
、
便
な
し
と
聞
き
し
ほ
ど
よ
り

は
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
供
さ
れ
た
粥
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
確
認
で

き
る
。
さ
ら
に
、
道
頼
が
帰
っ
た
か
ら
と
は
い
え
、
姫
君
が
粥
に
手
を
つ
け
た

の
だ
か
ら
、
道
頼
も
粥
に
手
を
つ
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
結
婚
四
日
目
の
朝
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。

　（
道
頼
ハ
）「
い
か
で
か
出
で
む
と
す
る
。
人
静
か
な
り
や
」
な
ど
言
ひ

臥
し
給
へ
る
ほ
ど
に
、
あ
こ
き
、
い
と
い
と
ほ
し
き
わ
ざ
か
な
、
石
山
へ

も
、
今
日
は
帰
り
お
は
し
ぬ
ら
む
、
人
も
こ
そ
ふ
と
来
れ
と
思
ふ
も
、
静

心
な
く
て
、
御
粥
・
御
手
水
な
ど
思
ふ
に
、
急
ぎ
歩
け
ば
（
中
略
）

　
女
、
か
く
隠
れ
も
な
き
所
に
、
人
も
こ
そ
来
れ
、
い
か
に
せ
む
と
胸
つ

ぶ
れ
て
、
い
と
恐
ろ
し
。
あ
こ
き
も
、
い
と
慌
た
た
し
く
お
ぼ
ゆ
。
合
は

せ
い
と
清
げ
に
て
、
粥
参
り
、
御
手
水
参
り
、
急
ぎ
歩
く
（
中
略
）

　
御
膳
も
出
で
来
に
け
れ
ば
、（
あ
こ
き
ハ
）
御
厨
子
所
に
来
て
、「
あ
が

君
、
あ
が
君
」
と
言
ひ
て
、
か
の
白
き
米
多
く
に
代
へ
て
、
御
台
参
り
に

来
ぬ
。

　
も
の
き
り
は
見
馴
ら
ひ
た
れ
ば
、
少
将
の
君
、
便
な
し
と
の
み
聞
き
し

に
、
い
と
心
憎
く
思
す
。
女
君
も
、
い
か
な
る
な
ら
む
と
。（
七
二
～
七

四
頁
）

中
納
言
一
家
が
石
山
詣
で
か
ら
帰
っ
て
き
た
こ
と
で
、
精
進
落
と
し
の
膳
が
用

意
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
あ
こ
き
は
道
頼
と
姫
君
に
朝
の
粥
を
供
し
た
後
、
精
進

落
と
し
の
膳
も
供
し
て
い
る
。
道
頼
は
「
を
さ
を
さ
参
ら
ず
」（
七
四
頁
）
と

い
う
こ
と
で
、
少
し
だ
け
手
を
つ
け
た
よ
う
だ
が
、
姫
君
は
「
は
た
起
き
居
給

は
ね
ば
」（
七
四
頁
）
と
、
ま
っ
た
く
手
を
つ
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
節
の
波
線
部
を
見
て
ほ
し
い
。
三
日
夜
餅
に
つ
い
て
「
今
宵
、
餅
、

い
か
で
参
る
わ
ざ
も
が
な
」、
朝
の
粥
に
つ
い
て
「
御
手
水
・
粥
、
い
か
で
参

ら
む
と
思
ひ
て
」「
御
粥
・
御
手
水
な
ど
思
ふ
に
」
と
、
あ
こ
き
の
「
道
頼
に

食
事
を
用
意
し
た
い
」
と
い
う
思
い
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
「
い

か
で
」
と
い
う
副
詞
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「「
何
と
し
て
で
も
」
食
事
を

用
意
す
る
」
と
い
う
、
強
い
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
こ
ま

で
食
事
の
用
意
に
執
着
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
三
日
夜
餅
は
婚
姻
の
儀
に
必
要
な

も
の
で
あ
る
か
ら
、
儀
式
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、

朝
の
粥
は
姫
君
に
恥
を
か
か
せ
た
く
な
い
と
い
う
思
い
で
用
意
し
た
の
だ
ろ
う

が
、
理
由
は
他
に
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
姫
君
の
母
親
代
わ
り
と
し
て
、
婿
で
あ
る
道
頼
の
食
事
の
世
話
を
き
ち
ん
と

行
い
た
い
。
こ
の
よ
う
な
責
任
感
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
食
事
の
用
意
に
執
着

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
あ
こ
き
は
姫
君
の
侍
女
─
─
正
確
に

は
三
の
君
の
侍
女
で
あ
る
が
、
あ
こ
き
は
姫
君
に
仕
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
─

─
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
結
婚
の
準
備
や
朝
の
粥
の
用
意
に
奔
走
す
る
あ
こ
き

の
姿
は
、
侍
女
と
し
て
の
分
際
を
超
え
、
あ
た
か
も
母
親
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
う
一
つ
朝
の
粥
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
四
の
君
と
面
白
の
駒
の
、

結
婚
四
日
目
の
朝
の
様
子
で
あ
る
。

　（
中
納
言
邸
ノ
人
々
ハ
、
面
白
の
駒
ニ
対
シ
テ
）
巳
、
午
の
時
ま
で
、

手
も
洗
は
せ
ず
、
粥
も
食
は
せ
で
、
あ
り
と
あ
る
限
り
、
そ
の
御
方
に
と

て
多
か
り
し
人
々
も
、
誰
か
そ
の
痴
れ
者
に
使
は
れ
む
と
て
出
で
来
に
も

出
で
来
ず
。（
中
略
）

　
少
輔
（
＝
面
白
の
駒
）、
い
つ
と
な
く
臥
し
た
り
け
れ
ば
、
お
と
ど
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（
＝
中
納
言
）、「
い
と
ほ
し
。
か
れ
に
手
洗
は
せ
よ
、
物
呉
れ
よ
。
か
か

る
者
に
捨
て
ら
れ
ぬ
と
言
は
む
は
、
ま
た
、
た
て
も
な
く
い
み
じ
か
る
べ

し
。
宿
世
や
、
さ
し
も
あ
り
け
む
。
今
は
、
泣
き
の
の
し
る
と
も
、
事
の

清
ま
は
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
北
の
方
、「
あ
た
ら
吾
が

子
を
、
何
の
よ
し
に
て
か
、
さ
る
者
に
呉
れ
て
は
見
む
」
と
惑
ひ
給
へ
ば
、

（
中
納
言
ハ
）「
悪
し
き
こ
と
、
な
の
た
ま
ひ
そ
。
か
か
る
者
に
捨
て
ら
れ

ぬ
と
言
は
れ
む
は
、
い
か
が
い
み
じ
か
る
べ
き
」。
北
の
方
、「
来
ず
な
ら

む
時
や
、
さ
も
思
は
む
。
た
だ
今
は
、
さ
せ
ま
ほ
し
く
ぞ
あ
る
」
と
の
た

ま
へ
ば
、
未
の
時
ま
で
、
人
も
目
見
入
れ
ね
ば
、
少
輔
、
苦
し
う
て
出
で

て
往
に
け
り
。（
一
七
七
～
一
七
九
頁
）

中
納
言
邸
の
人
々
は
、
面
白
の
駒
に
粥
や
手
水
の
用
意
を
す
る
こ
と
を
拒
否
し

て
い
る
。
見
か
ね
た
中
納
言
が
継
母
に
忠
告
す
る
も
、
面
白
の
駒
へ
粥
や
手
水

が
供
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
中
納
言
邸
の
人
々
は
、
継
母
の
意
を
体
し
て
、

粥
な
ど
の
用
意
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
か
ら
、
婿
と
な
る
男
の
朝
の

粥
は
、
妻
の
母
親
の
責
任
に
お
い
て
供
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
あ
こ
き
が
母
親
の
よ
う
な
立
ち
振
る
舞
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
姫

君
の
発
言
「
故
上
お
は
せ
ま
し
か
ば
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
か
く
憂
き
目
見

せ
ま
し
や
」（
四
六
～
四
七
頁
）
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

道
頼
が
忍
び
込
ん
で
来
た
の
は
あ
こ
き
が
手
引
き
を
し
た
か
ら
だ
と
勘
違
い
し

た
姫
君
が
、
そ
の
時
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
で
道
頼
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
あ
こ
き
に
向
け
て
発
し
た
言
葉
で
あ
る
。「
母
上
が
生
き
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
な
ら
ば
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
こ
の
よ
う
な
つ
ら
い
目
に
あ
わ
ず

に
す
ん
だ
で
し
ょ
う
に
」
と
二
度
と
姫
君
に
思
わ
せ
な
い
。
こ
の
決
意
か
ら
、

姫
君
の
母
親
代
わ
り
と
し
て
の
責
任
感
が
芽
生
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
、
婿
で
あ
る
道
頼
の
食
事
の
世
話
を
き
ち
ん
と
行
い
た
い
と
い
う
思

い
は
、
第
二
節
で
触
れ
た
、
帯
刀
の
母
親
か
ら
焼
米
が
届
け
ら
れ
た
出
来
事
も

き
っ
か
け
と
な
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
出
来
事
を
思
い
起

こ
し
て
み
る
と
、
帯
刀
の
母
親
か
ら
焼
米
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
あ
こ
き
は

困
惑
し
て
い
た
。
困
惑
の
理
由
は
、
夫
の
食
事
の
世
話
を
で
き
な
い
嫁
だ
と
姑

か
ら
み
な
さ
れ
て
い
る
と
受
け
取
り
、
妻
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
が
傷
つ
け
ら
れ

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
姫
君
の
母
親
代
わ
り
と
し
て
、
二
度
と
そ
の
プ
ラ

イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
食
事
の
用
意
に
執
着
し
た
の

だ
ろ
う
。

　
な
お
、
先
ほ
ど
掲
げ
た
結
婚
四
日
目
の
朝
の
場
面
に
続
い
て
、
姫
君
と
道
頼

が
残
し
た
精
進
落
と
し
の
膳
を
あ
こ
き
が
き
れ
い
に
整
え
直
し
て
、
帯
刀
に
食

べ
さ
せ
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
帯
刀
は
「
こ
こ
ら
の
日
ご
ろ
候
ひ
つ
れ

ど
、
か
く
お
ろ
し
な
ど
や
見
え
つ
る
。
な
ほ
、
わ
が
君
（
道
頼
）
の
お
は
し
ま

す
け
な
り
け
り
」（
七
四
頁
）
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
立
派
な
食
事
が
供

さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
冗
談
め
か
し
た
発
言
だ
ろ
う
。「
普
段
は
こ
ん
な
に

立
派
な
食
事
は
供
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
普
段
は
立
派

で
な
い
な
が
ら
も
食
事
が
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
と
も
と
れ
る
し
、
あ
こ
き

が
わ
ざ
わ
ざ
「
い
と
清
げ
に
し
て
」（
七
四
頁
）
供
し
て
い
る
様
か
ら
は
、
あ

こ
き
の
帯
刀
に
対
す
る
愛
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
二
人
の
会
話
か
ら
は
、

仲
睦
ま
じ
い
夫
婦
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
単
に
仲
睦
ま
じ
さ
を
表
す
だ

け
で
は
な
く
、
あ
こ
き
が
妻
と
し
て
き
ち
ん
と
帯
刀
の
食
事
の
世
話
を
し
て
い
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る
こ
と
を
表
す
場
面
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
結
婚
四
日
目
の
朝
の
粥
が
供
さ
れ
な
か
っ
た
面
白
の
駒
は
、
結
局
、
四
の
君

と
離
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
娘
の
母
親
が
婿
に
食
事
を
供
す
る
こ
と
を
拒
絶
す

る
こ
と
で
、
娘
夫
婦
の
結
婚
生
活
が
破
綻
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
あ
こ
き
と

帯
刀
は
、
物
語
終
盤
に
夫
婦
円
満
で
子
沢
山
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。『
落

窪
物
語
』
で
は
、
妻
方
の
人
物
、
特
に
母
親
が
食
べ
も
の
を
供
し
、
婿
と
な
る

男
が
そ
れ
を
食
す
る
場
面
を
描
く
こ
と
で
、
持
続
す
る
夫
婦
関
係
を
表
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
先
述
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
場
面
か
ら
も
証

明
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

　
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
結
婚
は
夫
婦
関
係
を
築
く
た
め
の
儀
式
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『
落
窪
物
語
』
の
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
四
日
間
の
場
面
で
は
、

食
を
通
し
て
夫
婦
関
係
以
外
の
家
族
関
係
も
描
か
れ
て
い
る
。
第
一
節
で
見
た

よ
う
に
、
結
果
と
し
て
結
婚
一
日
目
と
な
っ
た
日
に
、
帯
刀
が
母
親
に
食
べ
も

の
を
所
望
す
る
場
面
で
は
、
あ
こ
き
と
帯
刀
の
母
親
の
嫁
姑
関
係
が
浮
き
彫
り

に
な
っ
た
。

　
け
れ
ど
も
、
結
婚
四
日
間
の
場
面
で
最
も
注
目
す
べ
き
家
族
関
係
は
、
母
娘

（
の
よ
う
な
）
関
係
で
あ
ろ
う
。
あ
こ
き
の
叔
母
は
あ
こ
き
を
娘
の
よ
う
に
想

い
、
あ
こ
き
は
姫
君
の
母
親
代
わ
り
と
し
て
仕
え
て
い
る
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、

こ
れ
ら
の
関
係
が
ど
こ
と
な
く
一
方
通
行
で
あ
る
こ
と
だ
。
前
述
し
た
と
お
り
、

叔
母
は
あ
こ
き
に
対
し
て
「
昔
の
人
の
御
代
は
り
は
（
中
略
）
恨
み
聞
こ
ゆ

れ
」「
い
か
で
対
面
も
が
な
。
い
と
恋
し
く
な
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
こ
き

を
娘
と
し
て
引
き
取
り
た
か
っ
た
こ
と
や
、
恋
し
く
想
っ
て
い
る
の
で
会
い
た

い
と
い
う
気
持
ち
を
表
明
し
て
い
る
。
一
方
で
あ
こ
き
は
、
物
を
送
っ
て
く
れ

た
こ
と
に
対
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
叔
母
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
か
は
表
明
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
あ
こ
き

は
姫
君
に
「
わ
が
君
に
仕
う
ま
つ
ら
む
と
思
ひ
て
こ
そ
、
親
し
き
人
の
迎
ふ
る

に
も
ま
か
ら
ざ
り
つ
れ
。
何
の
よ
し
に
か
、
異
君
取
り
は
し
奉
ら
む
」（
一
八

～
一
九
頁
）
と
、
泣
き
な
が
ら
仕
え
た
い
と
気
持
ち
を
訴
え
て
い
る
場
面
が
あ

る
が
、
姫
君
が
あ
こ
き
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
を
描
い
て
い
る
場
面
は
あ
ま
り

な
い
。
あ
こ
き
が
叔
母
に
対
し
て
、
そ
し
て
姫
君
が
あ
こ
き
に
対
し
て
、
少
な

か
ら
ず
好
意
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
叔
母
が
あ
こ

き
を
想
い
、
あ
こ
き
が
姫
君
を
想
う
ほ
ど
に
は
、
熱
心
さ
が
見
受
け
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
一
方
通
行
気
味
の
母
娘
関
係
が
、
姫
君
と
道
頼

の
夫
婦
関
係
を
築
く
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
関
係
は
一
方
通
行
気
味
な
の
だ
ろ
う
。
叔
母
は

あ
こ
き
を
想
い
、
あ
こ
き
は
姫
君
を
想
う
こ
と
で
、
姫
君
は
苦
境
を
脱
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
物
語
の
仕
組
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
一
方
通
行
気
味
の
関
係
が
、
自
然
な
母
娘
関
係
を
表
現
し
て
い
る

か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
親
が
子
供
を
想
う
ほ
ど
に
子
供
が
親
を
想
わ
な
い
こ
と

は
、
ご
く
一
般
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
組
は
本
当
の
母
娘
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
一
方
通
行
気
味
の
関
係
で
描
く
こ
と
で
、
あ
た
か
も
本
当
の
母
娘

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
ど
こ
と
な
く
一
方
通
行
で
あ
り
な
が
ら
、
完
全
な
一
方
通
行
で
は
な

い
こ
と
に
注
意
が
必
要
だ
。
例
え
ば
、
あ
こ
き
が
叔
母
に
調
度
品
や
食
べ
も
の
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を
所
望
し
た
訳
は
、
そ
れ
ら
を
入
手
す
る
手
段
が
他
に
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
手
助
け
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
焼
米
を
送
っ
て
き
た
姑
に
、
困

惑
を
お
ぼ
え
た
あ
こ
き
で
あ
る
。
切
羽
詰
ま
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
助
け
て
く

れ
そ
う
な
人
な
ら
誰
に
で
も
泣
き
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
あ
こ
き
に
と
っ
て
、

亡
き
母
の
妹
で
あ
る
叔
母
は
、
や
は
り
母
に
近
い
人
で
あ
り
、
い
ざ
と
い
う
時

に
は
頼
り
に
で
き
る
人
な
の
で
あ
る
。
ま
た
姫
君
は
、
継
母
に
よ
っ
て
物
置
の

よ
う
な
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
際
に
「
君
、
げ
に
、
頼
む
方
な
く
、
は
ら
か

ら
と
て
も
、
あ
ひ
思
ひ
た
る
こ
と
な
し
、
は
し
た
な
げ
に
の
み
あ
れ
ば
、
そ
の

人
と
言
ふ
べ
き
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
、
い
み
じ
う
悲
し
く
て
、
た
だ
頼
む
こ
と
と

は
、
涙
と
あ
こ
き
と
ぞ
、
心
に
か
な
ひ
た
る
も
の
に
て
」（
一
三
五
頁
）
と
、

思
っ
て
い
る
。
あ
こ
き
も
姫
君
も
、
本
当
に
困
っ
た
と
き
に
は
母
親
（
代
わ

り
）
を
頼
り
に
し
て
お
り
、
こ
れ
も
一
般
的
な
母
娘
関
係
に
当
て
は
ま
る
。
ど

こ
と
な
く
一
方
通
行
の
よ
う
で
完
全
な
一
方
通
行
で
は
な
い
と
い
う
複
雑
さ
が
、

よ
り
現
実
的
な
母
娘
関
係
を
描
き
出
し
、
実
の
母
娘
で
な
い
な
が
ら
実
の
母
娘

の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
、
独
特
な
母
娘
関
係
を
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　『
落
窪
物
語
』
の
中
で
、
食
に
関
す
る
場
面
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
そ
し
て

そ
の
あ
ま
り
多
く
な
い
食
に
関
す
る
場
面
は
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
四
日
間
に

集
中
し
て
い
て
、
独
特
で
多
様
な
家
族
関
係
を
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
家
族
関
係
の
中
心
に
は
あ
こ
き
が
存
在
す
る
。
あ
こ
き
が
食
を
通
じ
て
独
特

で
多
様
な
家
族
関
係
を
築
く
こ
と
で
、
姫
君
と
道
頼
の
夫
婦
関
係
も
、
強
固
に

構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
１�

　
拙
稿
「『
落
窪
物
語
』
の
恋
愛
─
─
あ
こ
き
の
手
紙
が
有
す
る
力
─
─
」（『
成
蹊
大

学
人
文
叢
書
１
４
　
文
化
現
象
と
し
て
の
恋
愛
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』、
成
蹊
大
学
文
学

部
学
会
編
、
風
間
書
房
、
二
〇
一
七
年
三
月
（
を
参
照
の
こ
と
。

　
２�

　
服
藤
早
苗
氏
は
、「『
落
窪
物
語
』
に
み
る
婚
姻
儀
礼
─
平
安
中
期
貴
族
層
の
結
婚

式
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
（
人
間
学
部
篇
（』
第
６
号
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
　
四

五
頁
（
の
中
で
、「
平
安
中
期
の
貴
族
層
の
婚
姻
儀
礼
史
料
は
思
い
の
他
少
な
い
も
の

の
、『
落
窪
物
語
』
に
は
、
大
変
興
味
深
い
婚
姻
儀
礼
記
事
が
多
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
３�

　『
新
版
　
落
窪
物
語
　
上
　
現
代
語
訳
付
き
』（
室
城
秀
之
訳
注
、
角
川
文
庫
、
二

〇
〇
四
年
二
月
（
六
〇
～
六
一
頁
。

　
４�

　『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
落
窪
物
語
　
堤
中
納
言
物
語
』（
三
谷
栄
一
・
三
谷

邦
明
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
（
三
四
頁
。

　
５�

　『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
う
つ
ほ
物
語
（
３
（』（
中
野
幸
一
校
注
・
訳
、
小
学

館
、
二
〇
〇
二
年
八
月
　
二
四
〇
頁
（
に
拠
っ
た
。

※�『
落
窪
物
語
』
原
文
の
引
用
は
『
新
版
　
落
窪
物
語
　
上
　
現
代
語
訳
付
き
』（
室
城
秀

之
訳
注
、
角
川
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
二
月
（
に
拠
り
、
そ
の
頁
数
を
記
し
た
。

（
し
か
の
や
・
ゆ
う
き
　
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
）


