
　
『
雨
月
物
語
』
に
お
い
て
「
性さ
が

」
は
、
登
場
人
物
の
人
間
認
識
の
方
法
で
あ
り
、
物
語
の
展
開
の
鍵
と
な
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

「
浅
茅
が
宿
」「
吉
備
津
の
釜
」「
蛇
性
の
婬
」「
青
頭
巾
」
は
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
「
性
」
が
誘
因
と
な
っ
て
問
題
を
起
こ
し
、
悲
劇

を
も
た
ら
す
こ
と
を
、
克
明
に
描
き
出
す
。

一

　

中
村
博
保
氏
は
『
雨
月
物
語
評
釈
』
の
中
で
、
秋
成
に
お
け
る
「
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

秋
成
に
お
い
て
は
、「
性さ
が

」
は
善
に
も
悪
に
も
、
規
範
に
も
重
な
ら
な
い
自
然
の
原
型
を
示
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、

個
人
以
前
の
先
験
的
な
所
与
と
し
て
、
む
し
ろ
人
間
の
現
実
を
規
制
す
る
自
然
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
。『
雨
夜
物
語
た
み
こ

と
ば
』
に
は
「
性
は
う
ま
れ
つ
き
た
る
く
せ
を
い
ひ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
…
（
中
略
）
…
つ
ま
り
、「
性
」
は
状
況
の
変
化
に
か

か
わ
り
な
く
変
わ
ら
ぬ
実
体
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
む
し
ろ
状
況
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
も
露
呈
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
個
体
（
性
）
と
そ
の
環
境
（
状
況
）
は
、
人
間
の
自
然
を
構
成
す
る
二
つ
の
分
極
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
…
（
中
略
）
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…
こ
の
物
語
は
、
人
間
の
情
念
や
執
念
を
抽
象
し
、
亡
霊
と
し
て
現
形
さ
せ
る
「
性
」
の
不
思
議
に
小
説
的
主
題
を
お
き
、
性
と

状
況
と
の
葛
藤
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き（
1 
）る。

ま
た
、「
性さ
が

」
を
「
人
間
内
部
の
固
有
な
自
然
と
見
る
」
の
は
「
秋
成
独
自
の
思
想
で
あ
っ
た
」
と
し
、
秋
成
は
「
性
」
と
い
う
言
葉

を
、「
今
日
い
う
性
格
0

0

と
、
性
格
以
前
の
潜
在
的
で
固
有
な
も
の
と
い
う
二
通
り
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
て
い
る
」
と
も
言
っ
て
い（
2 
）る。

　

さ
ら
に
長
島
弘
明
氏
は
、『
雨
月
物
語
』
の
「
性
」
は
人
間
と
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
男
の
「
性
」、
女
の
「
性
」
そ
れ
ぞ

れ
別
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

『
雨
月
物
語
』
が
、
人
間
の
本
源
的
・
普
遍
的
な
「
性
」
を
目
指
し
、
現
実
の
階
層
や
職
種
の
別
を
基
準
と
し
た
分
類
を
無
化
し

よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
自
ず
と
あ
る
限
界
が
あ
る
。
…
…
男
・
女
と
い
う
区
別
が
、
近
世
期
に
お
い
て
も
、

も
っ
と
も
強
力
な
線
引
き
で
あ
り
、
無
化
す
る
こ
と
の
困
難
な
分
類
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な（
3 
）い。

　

秋
成
に
と
っ
て
人
間
共
通
の
「
性
」
と
い
う
認
識
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
男
と
女
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
「
性
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

認
識
で
あ
る
こ
と
は
、『
雨
月
物
語
』
に
は
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
、『
雨
月
物
語
』
の
中
で
ど
の
よ
う
に
「
性
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
見
て
い
き
た
い
。
全
九
作
品
中
、「
性
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
表
現
し
て
い
る
箇
所
は
、
意
外
に
少
な
く
、
七
カ
所
し
か
な
い
。
傍
線
を
引
い
て
示
し
た
。

（
一
）　
「
浅
茅
が
宿
」
で
、
勝
四
郎
の
生
来
の
性
格
を
述
べ
て
い
う
‥

勝
四
郎
と
い
ふ
男
あ
り
け
り
。
祖
父
よ
り
旧
し
く
こ
ゝ
に
住
み
。
田
畠
あ
ま
た
主
づ
き
て
家
豊
に
暮
し
け
る
が
。
生
長
て
物
に

か
ゝ
は
ら
ぬ
性さ
が

よ
り
。
農
作
を
う
た
て
き
物
に
厭
ひ
け
る
ま
ゝ
に
。
は
た
家
貧
し
く
な
り
に
け
り
。

（
二
）　
「
吉
備
津
の
釜
」
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
る
、
妬
婦
論
の
中
の
一
節
‥
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夫
の
お
の
れ
を
よ
く
脩
め
て
教
へ
な
ば
。
此
患
お
の
づ
か
ら
避
く
べ
き
も
の
を
。
只
か
り
そ
め
な
る
徒
こ
と
に
。
女
の
慳か
だ
まし
き
性さ
が

を
募
ら
し
め
て
。
其
身
の
憂
を
も
と
む
る
に
ぞ
あ
り
け
る
。

（
三
）　
「
吉
備
津
の
釜
」
で
、
妻
の
磯
良
が
夫
正
太
郎
の
「
性
」
を
よ
く
考
慮
し
て
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
‥

香
央
の
女
子
磯
良
か
し
こ
に
往
き
て
よ
り
。
夙
に
起
。
お
そ
く
臥
て
。
常
に
舅
姑
の
傍
を
去
ず
。
夫
が
性さ
が

を
は
か
り
て
。
心
を
尽

く
し
て
仕
へ
け
れ
ば
。
井
沢
夫
婦
は
孝
節
を
感
た
し
と
て
歓
び
に
耐
ね
ば
。
正
太
郎
も
其
志
に
愛
て
。
む
つ
ま
じ
く
か
た
ら
ひ
け

り
。

（
四
）　
「
吉
備
津
の
釜
」
正
太
郎
の
性
分
を
評
し
た
も
の
‥

さ
れ
ど
お
の
が
ま
ゝ
の
姧た
は
けた
る
性さ
が

は
い
か
に
せ
ん
。
い
つ
の
比
よ
り
鞆
の
津
の
袖
と
い
ふ
妓
女
に
ふ
か
く
な
じ
み
て
。
遂
に
贖
ひ

い
出
し
。

（
五
）　
「
蛇
性
の
婬
」
で
、
当
麻
の
酒
人
が
豊
雄
に
、
真
女
子
の
正
体
が
蛇
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
‥

此
邪
神
は
年
経
た
る
蛇
な
り
。
か
れ
が
性さ
が

は
淫み
だ
りな
る
物
に
て
。
牛
と
孳
み
て
は
麟
を
生
み
。
馬
と
あ
ひ
て
は
龍
馬
を
生
む

（
六
）　
「
青
頭
巾
」
中
に
、
快
庵
禅
師
が
、
鬼
や
異
類
に
化
け
た
女
の
例
を
述
べ
た
も
の
‥

凡
そ
女
の
性さ
が

の
慳か
だ
まし
き
に
は
。
さ
る
浅
ま
し
き
鬼
に
も
化
す
る
な
り
。

（
七
）　
「
青
頭
巾
」
で
、
同
じ
く
快
庵
禅
師
が
食
人
鬼
に
な
っ
た
阿
闍
梨
の
「
性
」
を
推
測
し
て
言
っ
た
も
の
‥

あ
は
れ
よ
き
法
師
な
る
べ
き
も
の
を
。
一
た
び
愛
慾
の
迷
路
に
入
て
。
無
明
の
業
火
の
熾
な
る
よ
り
鬼
と
化
し
た
る
も
。
ひ
と
へ

に
直
く
た
く
ま
し
き
性さ
が

の
な
す
所
な
る
ぞ
か
し
。

　

明
ら
か
に
、
男
と
女
の
性
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
勝
四
郎
は
「
物
に
か
ゝ
は
ら
ぬ
性
」、
正
太
郎
は
「
姧た
は
けた

る
性
」、
鬼
僧
は
「
直
く

た
く
ま
し
き
性
」
で
あ
る
。「
姧た
は
けた

る
」
正
太
郎
は
、
い
か
に
も
問
題
を
引
き
起
こ
し
そ
う
な
「
性
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
二
つ
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の
「
物
に
か
ゝ
は
ら
ぬ
性
」
は
気
性
の
さ
っ
ぱ
り
し
た
、
人
好
き
の
す
る
よ
う
な
人
柄
を
想
像
さ
せ
る
。
鬼
僧
の
「
性
」
に
至
っ
て

は
、
そ
れ
ほ
ど
の
剛
毅
な
性
が
、
何
故
鬼
僧
と
至
ら
し
め
た
の
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
男
の
「
性
」
で
あ
る
が
、

女
の
「
性
」
は
様
相
を
一
変
す
る
。
真
女
子
は
「
婬み
だ
りな
る
性
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
女
と
い
う
よ
り
も
、
異
類
だ
か
ら
と
い
う
説

明
も
つ
く
か
と
は
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
所
謂
一
般
的
に
女
と
い
う
も
の
は
「
慳か
だ
まし
き
性
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
論
が
「
吉
備
津

の
釜
」
の
み
な
ら
ず
「
青
頭
巾
」
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
じ
鬼
に
な
る
に
し
て
も
、
男

の
性
は
「
直
く
た
く
ま
し
」
い
か
ら
で
あ
り
、
対
し
て
女
の
性
は
「
慳か
だ
まし
」、
救
い
難
い
も
の
で
あ
る
と
、
秋
成
は
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
個
人
特
有
の
性
格
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
確
か
に
、
右
に
記
し
た
「
物
に
か
ゝ
は
ら
ぬ

性
」「
姧た
は
けた
る
性
」
な
ど
は
、
勝
四
郎
や
正
太
郎
に
特
徴
付
け
ら
れ
た
性
格
で
あ
る
。
勝
四
郎
の
「
性
」
は
あ
く
ま
で
も
「
物
に
か
ゝ

は
ら
ぬ
性
」
で
あ
り
、「
姧た
は
けた
る
性
」
と
は
な
ら
な
い
。
正
太
郎
も
又
し
か
り
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
物
語
は
、
そ
の
彼
ら
の
「
性
」

を
契
機
と
し
て
展
開
し
て
い
く
か
ら
。
彼
ら
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
出
来
事
は
悲
劇
は
、
彼
ら
の
「
性
」
に
よ
っ
て
否
応
な
し
に
引
き

起
こ
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
人
達
は
、
自
分
の
身
に
降
り
か
か
る
悲
壮
な
思
い
や
惨
劇
は
、
自
ら
が
選
択
し
て
い
る

こ
と
と
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
気
が
付
い
て
い
る
の
は
読
者
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
が
、
導
入
部
で
彼
ら
の
「
性
」
を
宣
告

す
る
こ
と
で
、
読
者
は
自
然
と
彼
ら
、
彼
女
ら
各
々
の
「
性
」
を
念
頭
に
置
く
。
そ
れ
が
故
に
、
彼
ら
、
彼
女
ら
が
事
件
に
身
を
投
じ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
し
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
個
々
に
異
な
っ
て
い
て
も
、「
性
」
は
個
人
の
意
志
に
よ
っ

て
制
御
で
き
な
い
気
質
で
あ
り
、
ま
た
男
一
般
、
女
一
般
に
通
有
す
る
性
格
と
し
て
繋
が
っ
て
ゆ
く
気
質
と
も
い
え（
4 
）る。

二

　

こ
こ
で
、
先
に
挙
げ
た
「
性
」
の
う
ち
、「
姧た
は
けた

る
性
」
と
「
慳か
だ
まし

き
性
」
に
注
目
し
た
い
。
何
故
な
ら
、
先
に
み
た
「
性
」
の
表
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現
の
中
で
、
男
性
の
「
性
」
の
表
現
の
う
ち
、
唯
一
救
い
の
な
い
負
の
表
現
を
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
慳か
だ
まし
き
性
」
は
女
の
「
性
」

の
一
般
的
特
徴
だ
と
し
て
、「
吉
備
津
の
釜
」
と
「
青
頭
巾
」
二
つ
の
作
品
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
特
筆
す
べ
き
点
は
、
ど

ち
ら
の
「
性
」
も
漢
字
に
振
ら
れ
て
い
る
ル
ビ
が
、
当
該
漢
字
の
読
み
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
次
に
「
吉
備
津
の
釜
」
に
使
わ
れ
て

い
る
「
姧た
は
けた
る
性
」「
慳か
だ
まし
き
性
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
検
討
し
て
み
る
。

　
「
姧た
は
けた
る
性
」
は
正
太
郎
の
「
性
」
を
評
し
た
も
の
で
あ
る
。「
姧
」
と
い
う
漢
字
は
本
来
、「
男
女
の
関
係
が
正
し
く
な
い
、
み
だ

ら
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
妻
の
磯
良
を
捨
て
て
妓
女
の
袖
と
駆
け
落
ち
を
し
た
正
太
郎
の
状
況
を
指
し
て
い
る
と
言
え

る
。
妻
の
磯
良
は
、
正
太
郎
の
「
性
」
を
は
か
ら
い
な
が
ら
、
甲
斐
甲
斐
し
く
尽
く
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
「
姧た
は
けた
る
性
」

は
そ
の
妻
を
捨
て
、
妓
女
の
袖
と
一
緒
に
い
る
こ
と
に
何
の
罪
悪
感
も
抱
か
な
い
で
い
る
の
だ
。

　

ま
た
、
振
ら
れ
て
い
る
ル
ビ
の
「
た
わ
け
」
と
い
う
意
味
に
は
、「
ふ
ざ
け
る
こ
と
、
ふ
ざ
け
た
言
動
」
と
い
う
意
味
以
外
に
、「
姦

淫
す
る
こ
と
、
禁
忌
に
ふ
れ
る
よ
う
な
性
行
為
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、「
た
わ
け
」
と
い
う
意
味
も
正
太
郎
の
言
動
に
一
致
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
姧
」
と
い
う
漢
字
は
、
ル
ビ
の
「
た
は
け
し
」
と
は
読
ま
ず
「
み
だ
ら
」
ま
た
は
「
か
だ

ま
し
」
と
も
読
む
。
意
味
は
「
悪
賢
く
て
誠
意
が
な
い
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
姧
」
の
漢
字
の
意
味
と
「
か
だ
ま
し
」
と
い
う
意
味

が
離
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
姧
」
は
本
来
「
男
女
の
み
だ
ら
な
関
係
」
を
示
す
。
し
か
し
「
か
だ
ま
し
」
は
そ
の
よ
う
な
意
味

は
持
た
な
い
。
秋
成
は
そ
の
「
か
だ
ま
し
」
と
い
う
特
徴
を
正
太
郎
の
「
性
」
と
し
て
あ
ら
わ
す
こ
と
を
削
除
し
、「
た
わ
け
し
」
と

い
う
意
味
を
重
ね
る
と
い
う
、
特
徴
付
け
を
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
正
太
郎
の
「
性
」
は
「
男
女
関
係
に
み
だ
ら
で
あ
り
、
禁
忌
に
ふ
れ

る
行
為
に
及
ん
で
し
ま
う
性
」
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
べ
く
、「
姧
」
に
最
も
近
い
意
味
を
も
つ
「
た
わ
け
」
と
い
う
ル
ビ
を
振
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。

　

恐
ら
く
、
漢
字
を
示
す
こ
と
で
、
視
覚
か
ら
の
印
象
と
い
う
効
果
、
そ
し
て
「
た
は
け
」
と
い
う
和
語
の
ル
ビ
を
振
る
こ
と
で
、
日
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本
人
が
「
た
は
け
」
か
ら
自
然
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
の
効
果
、
視
覚
と
音
と
い
う
双
方
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

　

次
に
、「
か
だ
ま
し
（
姧
し
）」
と
い
う
「
悪
賢
く
て
誠
意
が
な
い
」
性
は
、「
慳か
だ
まし
き
性
」
と
表
現
し
、
磯
良
の
「
性
」
ひ
い
て
は

「
女
性
」
の
「
性
」
と
し
て
意
味
付
け
た
。「
慳
」
と
い
う
漢
字
も
「
姧た
は
けた
る
性
」
で
の
表
現
と
同
じ
よ
う
に
、
本
来
は
「
か
だ
ま
し
」

と
読
む
わ
け
で
は
な
い
。「
お
し
む
」
と
読
み
、「
け
ち
で
物
惜
し
み
を
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
慳か
だ
まし
き
性
」
も
視
覚
と
音
の

双
方
の
効
果
を
意
識
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
の
「
姧た
は
けた
る
性
」
と
違
っ
て
、
こ
の
「
慳か
だ
まし
き
性
」
は
磯
良
の
言
動
と

重
ね
合
わ
せ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
読
み
解
い
た
ら
良
い
の
か
が
、
戸
惑
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
女
の
何
を
も
っ
て
「
悪
賢
く
て
誠
意

が
な
い
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
「
け
ち
で
物
惜
し
み
を
す
る
」
と
い
う
の
か
。
そ
の
手
が
か
り
を
つ
か
む
た
め
に
、
ま
ず
「
慳
か
だ
ま

し
き
性
」
が
は
じ
め
に
登
場
す
る
起
筆
部
分
の
妬
婦
論
を
見
て
み
よ
う
。

三

妬⑴

婦
の
養
ひ
が
た
き
も
。
老
て
の
後
其
功
を
知
る
と
。
咨
こ
れ
何
人
の
語
ぞ
や
。
害
ひ
の
甚
し
か
ら
ぬ
も
商
工
を
妨
げ
物
を
破
り
て
。

垣
の
隣
の
口
を
ふ
せ
ぎ
が
た
く
。
害
ひ
の
大
な
る
に
お
よ
び
て
は
。
家⑵

を
失
ひ
国
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
。
天
が
下
に
笑
を
伝
ふ
。
い⑶

に
し
へ

よ
り
此
毒
に
あ
た
る
人
幾
許
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。
死⑷

て
蟒
と
な
り
。
或
は
霹⑸

靂
を
震
ふ
て
怨
を
報
ふ
類
は
。
其⑹

肉
を
醢
に
す
る
と
も

飽
べ
か
ら
ず
。
さ
る
た
め
し
は
希
な
り
。
夫
の
お
の
れ
を
よ
く
脩
め
て
教
へ
な
ば
。
此
患
お
の
づ
か
ら
避
べ
き
も
の
を
。
只
か
り
そ
め

な
る
徒
こ
と
に
。
女
の
慳
し
き
性
を
募
ら
し
め
て
。
其
身
の
憂
を
も
と
む
る
に
ぞ
あ
り
け
る
。
禽⑺

を
制
す
る
は
気
に
あ
り
。
婦
を
制
す

る
は
其
夫
の
雄
ゝ
し
き
に
あ
り
と
い
ふ
は
。
現
に
さ
る
こ
と
ぞ
か
し
。
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こ
の
妬
婦
論
の
論
点
は
「
只
か
り
そ
め
な
る
徒
こ
と
に
。
女
の
慳
し
き
性
を
募
ら
し
め
て
。
其
身
の
憂
を
も
と
む
る
に
ぞ
あ
り
け

る
。」
の
一
文
に
集
約
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
男
性
は
軽
い
気
持
ち
の
ち
ょ
っ
と
し
た
浮
気
が
、
女
性
特
有
の
「
慳
（
か
だ
ま
）
し
き

性
」
を
募
ら
せ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
は
、
夫
自
ら
そ
の
身
に
憂
い
や
災
い
を
招
く
、
と
説
い
て
い
る
の
だ
。
ど
う
や
ら
「
慳
（
か
だ

ま
）
し
き
性
」
と
い
う
の
は
、
女
性
の
嫉
妬
心
と
大
き
く
関
係
す
る
「
性
」
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
妬
婦
論
の
表
現
は
、
主
に
『
五
雑
俎
』
巻
八
人
部
四
か
ら
引
用
し
た
り
、
そ
の
内
容
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
典
拠

と
と
も
に
、
妬
婦
論
の
意
図
を
探
っ
て
み
る
。
直
接
文
言
を
引
用
し
た
部
分
だ
け
で
な
く
、
下
地
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
部
分
と
も
に

傍
線
を
引
い
た
。

⑴
「
妬
婦
の
養
ひ
が
た
き
も
。
老
て
の
後
其
功
を
知
る
と
。」
は
、
妬
婦
は
老
い
て
か
ら
そ
の
功
績
が
わ
か
る
、
と
述
べ
た
一
文
か
ら

取
ら
れ
て
い
る
。

人
有
为
妒
妇
解
嘲
者
曰

：「
士
君
子
情
欲
无
节
，
得
一
严
妇
约
束
之
，
亦
动
心
忍
性
之
一
端
也
，
故
谚
有
曰

：「
到
老
方
知
妒
妇

功
。」」
坐
客
不
能
难
也
，

（
嫉
妬
深
い
婦
人
の
た
め
に
、
あ
ざ
け
り
を
弁
解
す
る
人
が
い
た
。「
士
君
子
も
情
欲
に
は
節
が
な
い
が
、
一
人
の
厳
格
な
婦
人
を

見
出
し
て
、
監
督
さ
せ
る
と
、
心
を
動
か
し
性
を
忍
ぶ
一
端
と
な
る
。
だ
か
ら
、
老
い
に
到
っ
て
方
に
妬
婦
の
功
を
知
る
、
と
い

う
の
だ
」
と
い
う
の
で
、
一
座
の
人
た
ち
は
、
こ
れ
を
論
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。）

⑵
「
家
を
失
ひ
国
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
」
は
、
名
妓
と
い
う
も
の
は
人
を
惑
わ
せ
る
程
度
が
甚
だ
し
い
こ
と
を
、
歴
代
の
太
子
や
権
力
者
の

例
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
箇
所
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

名
伎
之
惑
人
，
丧
家
亡
身
者
多
矣
。
婢
妾
则
原
碧
乱
王
，
樱
桃
惑
石
。
…
…
贤
智
之
人
不
能
自
克
，
何
也
？
至
于
迷
惑
伉
俪
以
殒

其
躯
，
若
长
卿
之
于
文
君
、
荀
粲
之
于
曹
氏
，
抑
又
罕
矣
。
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（
名
妓
は
人
を
惑
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
家
を
喪
い
、
身
を
亡
ぼ
す
例
が
多
い
の
で
あ
る
。
婢
や
妾
で
は
原
碧
が
王
莽
を
迷
わ

せ
、
樱
桃
が
石
虎
を
惑
わ
せ
た
。
…
…
賢
知
の
人
も
よ
く
自
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
美
女
の
愛
に

溺
れ
て
そ
の
身
を
滅
ぼ
す
に
至
る
の
で
あ
っ
て
、
司
馬
相
如
の
卓
文
君
に
お
け
る
、
荀
粲
の
曹
氏
に
お
け
る
ご
と
き
は
、
そ
も
そ

も
ま
れ
で
あ
ろ
う
。）

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
半
「　
　
　

」
部
分
の
「
贤
智
之
人
不
能
自
克
，
何
也
？
至
于
迷
惑
伉
俪
以

殒
其
躯
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
賢
く
て
知
恵
の
あ
る
、
見
識
の
あ
る
人
々
で
さ
え
名
妓
の
色
香
に
勝
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
自
制
で
き

な
い
ま
ま
愛
欲
に
溺
れ
、
身
を
亡
ぼ
す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
の
注
目
す
べ
き
理
由
は
後
に
述
べ
る
。

⑶
「
い
に
し
へ
よ
り
此
毒
に
あ
た
る
人
幾
許
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
」
は
、
次
の
箇
所
を
下
地
に
し
て
い
る
。
典
拠
文
で
は
、
こ
の
文
言

は
、
後
に
続
く
妬
婦
を
羅
列
す
る
た
め
の
、
導
入
句
で
あ
る
。

古
今
妒
妇
充
栋
不
胜
书
也
。
今
略
记
于
左

：

（
古
今
の
妬
婦
は
実
に
数
多
く
い
て
、
一
々
書
き
し
る
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
い
ま
左
に
略
記
す
る
こ
と
に
す

る
。）

こ
れ
以
後
、
六
十
人
ほ
ど
の
妬
婦
の
事
象
が
紹
介
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
中
の
三
例
ほ
ど
を
、
秋
成
は
引
用
し
て
お
り
、
⑷
～
⑹
と
し
て

左
に
取
り
上
げ
る
。

⑷
「
死
て
蟒
と
な
り
」
は
、

梁
郗
氏
之
死
为
巨
蟒
（
梁
の
郗
氏
は
死
し
て
蟒
と
な
り
）

⑸
「
霹
靂
を
震
ふ
て
怨
を
報
ふ
類
は
」
は
、

蜀
功
臣
家
富
声
伎
，
妻
在
不
敢
属
目
；
妻
死
之
后
方
欲
召
幸
，
大
声
霹
雳
起
于
床
箦
，
惊
怖
得
病
，
竟
殒
其
躯
。
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（
蜀
の
功
臣
の
家
に
は
歌
い
女
が
沢
山
い
た
が
、
妻
の
存
命
中
は
決
し
て
目
を
向
け
な
か
っ
た
。
妻
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
は
じ

め
て
よ
び
よ
せ
て
寵
愛
し
よ
う
と
す
る
と
、
ベ
ッ
ド
の
敷
板
の
と
こ
ろ
か
ら
、
大
き
な
雷
鳴
が
と
ど
ろ
い
た
の
で
、
驚
き
と
怖
れ

の
あ
ま
り
病
気
に
な
り
、
つ
い
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。）

⑹
「
其
肉
を
醢
に
す
る
と
も
飽
べ
か
ら
ず
」
は
、

故
治
妒
者
，
轻
则
当
如
宋
明
帝
之
于
刘
休
妻
，
决
杖
二
十
，
赐
妾
别
处
；
重
则
我
太
祖
之
于
常
遇
春
妻
，
菹
醢
其
肉
，
以
赐
群
臣
。

（
で
あ
る
か
ら
、
嫉
妬
を
治
す
の
は
、
軽
け
れ
ば
、
宋
の
明
帝
が
劉
休
の
妻
に
対
し
て
と
っ
た
処
置
、
即
ち
杖
叩
き
二
十
の
う

え
、
妾
を
賜
っ
て
別
の
と
こ
ろ
に
住
ま
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
当
然
す
べ
き
で
あ
り
、
重
け
れ
ば
わ
が
太
祖
が
常
遇
春
の

妻
に
対
し
て
と
っ
た
処
置
、
つ
ま
り
そ
の
肉
を
酢
漬
け
や
塩
漬
け
に
し
て
、
群
臣
に
賜
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
す
べ
き
で
あ

る
。）

そ
う
し
て
、
挙
げ
た
こ
れ
ら
の
例
に
対
し
、
秋
成
は
続
け
て
、「
さ
る
た
め
し
は
希
な
り
」
と
、
こ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
例
は
滅
多
に
な

い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
の
『
五
雑
俎
』
で
は
、
⑹
の
典
拠
文
に
続
け
て
、
秋
成
の
言
葉
と
は
反
対
の
意
見
を
唱
え
る
。

使
天
之
于
妒
妇
皆
知
王
延
翰
之
妻
也
，
然
亦
不
胜
其
雷
矣
。
使
君
之
于
妒
妇
皆
如
常
开
平
之
妻
也
，
然
而
不
胜
其
醢
矣
。
使
佛
之

于
妒
妇
皆
如
梁
武
帝
之
郗
氏
也
，
然
而
不
胜
其
忏
矣
。

（
も
し
天
の
妬
婦
に
対
す
る
処
置
を
、
閩
の
王
延
翰
の
妻
に
し
た
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
雷
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な
い
だ
ろ

う
。
も
し
天
子
の
妬
婦
に
対
す
る
処
置
を
、
全
て
常
開
平
の
妻
に
し
た
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
塩
漬
け
に
し
て
も
足
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
仏
の
妬
婦
に
対
す
る
処
置
を
、
全
て
梁
の
武
帝
の
郗
氏
に
し
た
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
懺
悔
し
て

も
足
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。）

右
の
文
句
は
妬
婦
へ
の
対
処
方
法
を
、
四
名
の
処
罰
を
受
け
た
妬
婦
の
例
を
挙
げ
つ
つ
も
、
結
局
は
こ
れ
ら
の
対
処
を
い
く
ら
や
っ
て
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も
切
り
が
な
い
。
そ
れ
程
妬
婦
は
多
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
の
四
例
の
内
、
二
例
は
ま
さ
し
く
秋
成
が
引
用
し
た
⑷

と
⑹
の
妬
婦
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
秋
成
が
六
十
の
妬
婦
の
例
か
ら
選
ん
だ
の
が
、
偶
然
こ
の
箇
所
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
秋
成
が
取
り
上
げ
た
例
で
は
な
い
も
の
の
、
閩
王
延
の
妻
は
、
最
期
に
は
身
を
雷
に
砕
か
れ
た

と
い
う
。
ま
さ
に
、
⑸
の
例
が
雷
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
時
に
、
秋
成
が
上
の
文
を
執
筆
す
る
際
に
、
こ
の
段
落
が
意

識
に
あ
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
さ
る
た
め
し
は
希
な
り
。」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
前
に
は
、
嫉
妬
深
い
女
の
害
は
さ
ほ
ど
ひ
ど
く
な
く
と
も
「
商
工
を
妨
げ
物
を
破

り
て
。
垣
の
隣
の
口
を
ふ
せ
ぎ
が
た
」
い
程
の
障
り
は
生
じ
る
と
述
べ
る
。
町
人
か
ら
す
れ
ば
生
活
の
糧
を
得
る
家
業
に
差
し
障
り
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
生
き
死
に
に
関
わ
る
障
り
で
あ
る
。
こ
の
五
雑
俎
の
典
拠
内
容
を
知
っ
て
い
る
者
な
ら
ば
、
恐
ら
く
字

義
ど
お
り
、「
希
な
り
」
と
は
読
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

⑺
「
禽
を
制
す
る
は
気
に
あ
り
。
婦
を
制
す
る
は
其
夫
の
雄
ゝ
し
き
に
あ
り
と
い
ふ
は
」
は
、
鳥
類
を
気
合
い
で
制
す
る
と
い
う
原
理

を
引
き
合
い
に
出
し
、
婦
人
に
嫉
妬
を
起
こ
さ
せ
な
い
よ
う
に
制
御
す
る
た
め
の
方
策
は
、
男
性
自
身
が
気
性
を
し
っ
か
り
と
持
つ
こ

と
に
あ
る
と
諭
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
次
の
典
拠
に
よ
る
。

昔
人
云

：「
禽
之
制
在
气
。」
然
则
妇
之
制
夫
固
有
出
于
勇
力
之
外
者
矣
。

（
昔
の
人
は
「
鳥
類
を
制
す
る
も
の
は
、
気
に
あ
る
」
と
い
う
。
と
す
る
な
ら
、
婦
人
を
制
す
る
の
は
、
夫
が
本
来
持
っ
て
い
る

勇
力
の
外
に
出
る
も
の
で
あ
る
。）
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こ
の
引
用
意
図
は
、
秋
成
が
主
張
し
た
い
持
論
―
―
「
夫
の
お
の
れ
を
よ
く
脩
め
て
教
へ
な
ば
。
此
患
お
の
づ
か
ら
避
べ
き
も
の
を
」

―
―
を
、
中
国
典
籍
か
ら
引
用
す
る
こ
と
で
理
論
的
補
強
を
行
う
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
日
本
の
み
な
ら
ず
古
今
東
西
見
て

も
、
そ
の
主
張
に
理
が
あ
る
こ
と
を
意
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
こ
の
言
葉
が
『
五
雑
俎
』
の
典
拠
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
中
村
博
保
氏
は
「
吉
備
津
の
釜
」
で
起
こ
り
う
る
事
柄
を
提
示
す

る
、
呼
び
水
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
。

原
文
に
は
な
い
強
い
筆
勢
を
は
ら
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
。
叙
述
は
一
転
し
て
、「
さ
る
た
め
し
は
希
」
で
あ
り
、「
女
の
慳
し
き
性

を
募
ら
し
め
」「
此
患
」
を
招
く
は
、
む
し
ろ
「
夫
の
お
の
れ
を
よ
く
脩
め
て
教
へ
」
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
説
く
。

つ
ま
り
女
性
一
般
に
内
在
す
る
嫉
妬
の
悪
を
誘
発
す
る
も
の
は
男
性
の
側
の
あ
り
方
で
あ
る
と
説
い
て
お
り
、
原
文
に
は
な
い

「
其
の
夫
の
雄
々
し
さ
」
と
い
う
言
葉
が
示
さ
れ
て
い（
5 
）る。

こ
こ
で
、「
夫
の
お
の
れ
を
よ
く
脩
め
て
教
へ
な
ば
。」
と
い
う
こ
と
が
、「
事
件
を
あ
ら
か
じ
め
予
告
す
る
も
の
」
と
し
て
、「
夫
の
お

の
れ
を
よ
く
脩
め
」
た
肯
定
的
に
展
開
す
る
話
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
よ
く
脩
め
」
ら
れ
な
か
っ
た
否
定
的
な
展
開
が
待
っ
て
い
る
の

か
は
、
中
村
氏
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
こ
を
田
中
厚
一
氏
は
、
こ
の
文
言
が
「
吉
備
津
の
釜
」
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
と
説

く
と
共
に
、
否
定
的
な
展
開
の
宣
言
だ
と
称
え
る
。

語
り
手
の
こ
の
部
分
で
中
心
的
な
テ
ー
マ
は
妬
婦
の
害
は
や
っ
か
い
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
夫
の
雄
々
し

さ
で
回
避
で
き
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
傍
線
 ④̀
（「
禽
を
制
す
る
は
～
雄
々
し
き
に
あ
り
」
を
指
す
―
筆
者
注
）
は
同
じ
く

「
五
雑
俎
」
巻
八
に
そ
の
典
拠
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
傍
線
④
（「
夫
の
お
の
れ
を
～
も
と
む
に
ぞ
あ
り
け
る
」
を
指
す
―
筆
者
注
）

は
い
わ
ば
典
拠
に
裏
う
ち
さ
れ
た
語
り
手
の
確
固
た
る
信
念
で
あ
り
、
何
故
に
語
り
手
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

の
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
物
語
の
中
心
的
な
問
題
意
識
を
、
語
り
手
は
「
夫
の
雄
々
し
さ
」
に
お
い
て
い
た
の
で
あ
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り
、
従
っ
て
そ
れ
と
は
正
反
対
の
正
太
郎
と
い
う
人
物
が
ま
き
お
こ
す
物
語
と
の
比
較
の
た
め
に
こ
の
話
を
把
握
し
て
い
た
こ
と

に
な（
6 
）る。

　

田
中
氏
は
、「
夫
の
雄
々
し
さ
」
と
は
「
正
反
対
」
の
正
太
郎
の
「
姧
た
る
性
」
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
視
点
で
あ
り
、
そ
の
問
題

意
識
を
正
面
か
ら
物
語
の
主
旋
律
と
す
る
の
で
は
な
く
、
正
反
対
の
人
物
を
主
旋
律
に
も
つ
こ
と
で
「
正
太
郎
と
い
う
人
物
が
巻
き
お

こ
す
物
語
と
の
比
較
」
を
し
な
が
ら
、
そ
の
上
で
物
語
を
展
開
し
、
問
題
意
識
を
強
調
し
て
い
る
と
、
物
語
の
構
成
手
法
を
分
析
す

る
。

　

結
論
を
見
れ
ば
、
田
中
氏
の
い
う
物
語
の
手
法
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
読
者
は
物
語
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
、
正
太
郎

の
性
を
評
し
て
、「
お
の
が
ま
ま
の
姧
た
る
性
は
い
か
に
せ
ん
」
と
述
べ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
正
太
郎
が
「
夫
の
雄
々
し
さ
」

で
、
そ
の
「
お
の
が
ま
ま
の
姧
た
る
性
」
を
制
す
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
物
語
の

最
期
に
は
、
お
の
が
ま
ま
の
性
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
故
の
、
悲
惨
な
結
果
を
目
の
当
た
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
妬
婦
を

甘
く
見
て
、
お
の
が
ま
ま
の
性
を
制
御
せ
ず
に
放
逸
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
結
果
、
自
分
の
破
滅
へ
と
自
ら
を
追
い
込
む
こ
と
に

な
る
と
、
凄
惨
な
表
現
で
読
者
の
眼
前
に
提
示
す
る
。
本
来
磯
良
は
働
き
者
で
、
舅
姑
の
世
話
は
甲
斐
甲
斐
し
く
行
い
、
夫
の
気
嫌
を

損
ね
る
こ
と
な
く
心
を
尽
し
て
嫁
業
を
勤
め
た
。
そ
の
様
は
、
誰
も
が
満
足
す
る
も
の
だ
っ
た
彼
女
を
妻
と
し
て
、
正
太
郎
も
愛
で
る

程
で
あ
っ
た
。
彼
女
に
落
ち
度
が
な
い
だ
け
に
、
正
太
郎
が
「
雄
々
し
さ
」
を
持
っ
て
制
御
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
妬
婦
で
な

く
、「
い
か
に
せ
ん
」
と
飽
き
れ
ら
れ
て
い
る
「
お
の
が
ま
ま
の
姧
た
る
性
」
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

五

　

し
か
し
な
が
ら
、『
五
雑
俎
』
に
通
じ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
秋
成
の
「
確
固
た
る
信
念
」
で
あ
る
「
夫
の
お
の
れ
を
よ
く
脩
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め
」
ら
れ
る
と
は
、
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
こ
を
秋
成
も
見
計
ら
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
秋
成
が

「
吉
備
津
の
釜
」
で
典
拠
と
し
た
『
五
雑
俎
』
巻
八
人
部
四
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
夫
が
妬
婦
に
悩
ま
さ
れ
、
美

女
や
名
妓
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
事
に
対
す
る
、
嘲
り
を
通
り
越
し
た
、
嘆
き
の
羅
列
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
典
拠
で
あ
る
「
昔
人
云

：「
禽
之
制
在
气
。」
然
则
妇
之
制
夫
固
有
出
于
勇
力
之
外
者
矣
」
の
す
ぐ
前
に
は
、
以
下
の
文
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

宋
时
妒
妇
差
少
，
由
其
道
学
家
法
谨
严
所
致
，
至
国
朝
则
不
胜
书
矣
。
其
猥
琐
者
无
论
，
吾
独
叹
王
文
成
伯
安
内
谈
性
命
，
外
树

勋
猷
；
戚
大
将
军
元
敬
南
平
北
讨
，
威
震
夷
夏
，
汪
少
司
马
伯
玉
锦
心
绣
口
，
旗
鼓
中
原
，
而
令
不
行
于
阃
内
，
胆
常
落
于
女

戎
，
甘
心
以
百
煉
之
刚
化
作
绕
指
也
，
亦
可
怪
矣
。
昔
人
云
…
…
。

（
宋
の
時
代
に
は
妬
婦
が
や
や
少
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
道
学
の
家
法
の
謹
厳
さ
の
い
た
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
わ
が
朝
に
至
る
と
、
一
々
書
き
あ
げ
ら
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
猥
ら
で
い
や
ら
し
い
こ
と
は
無
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、

た
だ
嘆
か
わ
し
い
の
は
、
王
文
成
伯
が
内
に
は
性
命
を
淡
じ
、
外
に
勲
功
を
樹
立
し
、
大
将
軍
の
威
元
敬
が
北
に
南
に
討
伐
し
て

平
定
し
、
威
は
国
内
は
も
と
よ
り
夷
狄
に
も
震
い
、
少
司
馬
の
汪
伯
玉
は
思
想
に
も
文
学
に
も
す
ぐ
れ
、
中
原
で
軍
功
を
あ
げ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
人
の
威
令
は
閨
房
で
は
行
わ
れ
ず
、
肝
玉
は
常
に
女
軍
の
中
に
捕
ら
わ
れ
て
し
ま
い
、
女
に
心
を

と
ろ
け
さ
せ
ら
れ
て
、
百
戦
錬
磨
の
鉄
の
鋼
さ
を
も
ち
な
が
ら
、
指
に
ま
と
い
つ
く
よ
う
な
軟
弱
な
人
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
誠

に
怪
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
昔
の
人
が
言
う
に
は
…
…
）

　

ど
ん
な
勇
者
で
あ
っ
て
も
、
美
女
の
前
で
は
そ
の
勇
者
た
る
雄
々
し
い
姿
は
ど
こ
へ
や
ら
、
す
っ
か
り
骨
抜
き
に
な
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
文
の
後
に
、「
妇
之
制
夫
固
有
出
于
勇
力
之
外
者
矣
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
も
、
こ
の
言
葉
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は
宙
に
浮
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
理
論
的
に
正
し
く
と
も
、
実
際
は
遂
行
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
前
文
が
す
で
に
論
じ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
ど
ん
な
に
勇
猛
果
敢
で
、
機
を
見
る
に
敏
で
あ
る
大
将
軍
の
威
元
敬
（
他
段
に
威
元
敬
が
妬
婦
の
害
を
最
小
限
に
抑
え
た
事
に
対

し
人
々
が
、
威
将
軍
は
能
く
変
に
対
応
さ
れ
た
（「
戚
将
军
能
处
变
也
。」）
と
言
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
や
少
司
馬
の
汪
伯

玉
で
さ
え
、
閨
房
で
は
彼
ら
は
威
力
の
あ
る
命
令
な
ど
、
行
え
る
筈
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
前
に
「　
　
　

」
で
示
し
た
一
文
、「
贤
智
之
人
不
能
自
克
，
何
也
？
至
于
迷
惑
伉
俪
以
殒
其
躯
」
は
さ
ら
に
、
名
妓
が
人

を
惑
わ
せ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
中
国
の
ど
ん
な
賢
知
な
人
物
で
あ
れ
、
自
制
が
で
き
ず
、
美
女
の
愛
に
溺
れ
て
そ
の
身
を
滅
ぼ
す

に
至
る
、
名
妓
の
前
に
は
自
制
が
効
か
な
い
。
ま
し
て
や
正
太
郎
の
よ
う
な
勇
猛
で
も
な
く
、
賢
人
で
も
な
い
者
が
、
妓
女
に
惑
わ
さ

れ
な
い
は
ず
が
な
い
。

　

つ
ま
り
、
秋
成
が
ど
ん
な
に
も
っ
と
も
ら
し
く
「
妇
之
制
夫
固
有
出
于
勇
力
之
外
者
矣
」
と
い
う
言
葉
で
男
の
力
を
鼓
舞
し
よ
う
と

し
て
も
、
美
女
や
妓
女
が
登
場
す
れ
ば
、
男
性
は
必
ず
な
び
き
、
惑
わ
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
当
時
の
読
者
で
あ
れ
ば
当
然

の
認
識
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
秋
成
は
中
国
典
籍
か
ら
、
そ
の
当
然
の
見
方
に
相
対
す
る
文
言
を
引
い
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

確
か
に
、
こ
の
妬
婦
論
は
「
そ
の
時
代
な
み
の
平
凡
な
意
見
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な（
7 
）い」
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
や

は
り
『
五
雑
俎
』
と
い
う
か
ら
辞
句
や
事
例
を
引
き
、
当
時
一
般
の
意
識
に
重
ね
て
語
り
か
け
る
こ
と
に
、
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
秋
成
は
『
五
雑
俎
』
と
い
う
中
国
の
雑
文
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
女
性
の
「
性
」
は
本
来
罪
深
い
性
で
あ

り
、
そ
の
罪
深
さ
か
ら
鬼
に
変
貌
す
る
と
い
う
、
仏
教
的
な
考
え
方
を
払
拭
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
。
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六

　

し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
「
慳
（
か
だ
ま
）
し
き
性
」
を
表
現
し
た
も
の
が
、
磯
良
と
い
う
女
性
で
あ
る
こ
と
に
、
ど
う
し
て

も
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
彼
女
が
鬼
に
な
っ
た
こ
と
は
、「
慳
（
か
だ
ま
）
し
き
性
」
か
ら
嫉
妬
を
募
ら
せ
た
か
ら
だ
と
い

う
が
、
も
し
、
男
性
な
ら
誠
心
誠
意
の
気
持
ち
を
踏
み
に
じ
ら
れ
た
時
に
、
平
気
で
い
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
長
島
氏
は
こ

の
設
定
と
描
写
に
違
和
感
を
覚
え
、
左
記
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
少
々
長
い
が
以
下
に
引
用
す
る
。

　

だ
が
、
磯
良
の
方
は
、
冒
頭
の
妬
婦
論
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
、
嫉
妬
深
い
女
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
正
太
郎
が
父
親
に
監

禁
さ
れ
た
折
、
語
り
手
は
「
磯
良
こ
れ
を
悲
し
が
り
て
、
朝
夕
の
奴
も
殊
に
実
や
か
に
、
か
つ
袖
が
方
へ
も
私
に
物
を
餉
り
て
、

信
の
か
ぎ
り
を
ぞ
つ
く
し
け
る
」
と
い
う
。
拘
禁
さ
れ
た
夫
に
代
わ
り
、
自
ら
の
感
情
を
殺
し
て
妾
の
窮
状
を
救
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
正
太
郎
は
、
悔
悛
し
た
と
見
せ
か
け
、
磯
良
に
嫁
入
り
道
具
を
売
ら
せ
て
金
を
整
え
さ
せ
、
袖
と
と
も
に

駆
け
落
ち
す
る
と
い
う
、
手
ひ
ど
い
裏
切
り
を
犯
す
。
磯
良
が
病
に
臥
し
、
生
霊
に
な
っ
た
の
は
、
嫉
妬
の
た
め
で
は
な
い
。
磯

良
を
鬼
に
変
貌
さ
せ
た
も
の
は
、
忍
従
を
重
ね
て
示
し
た
誠
意
を
、
無
残
に
も
踏
み
に
じ
ら
れ
た
怨
み
で
あ
る
。
事
は
す
で
に
焼

餅
や
、
愛
情
の
も
つ
れ
と
い
っ
た
、
男
と
女
と
い
う
次
元
の
問
題
で
は
な
い
。
人
間
性
を
踏
み
に
じ
ら
れ
た
屈
辱
的
な
裏
切
り
。

正
太
郎
は
、
夫
と
し
て
妻
を
裏
切
っ
た
と
い
う
以
前
に
、
人
間
と
し
て
磯
良
を
裏
切
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
磯
良
の
忍

従
を
多
と
し
な
が
ら
事
件
の
成
り
行
き
を
述
べ
て
い
る
当
の
語
り
手
に
も
、
も
ち
ろ
ん
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
語
り
手
は
、
冒
頭
に
妬
婦
論
を
配
す
る
こ
と
に
よ
り
、
磯
良
の
憤
死
と
復
習
を
、
妾
に
夫
を
奪
わ
れ
た
女
の
嫉
妬
に
よ
る

所
業
と
し
て
、
類
型
化
し
よ
う
と
す（
8 
）る。

　

こ
の
「
慳か
だ
まし

き
性
」
の
意
味
と
し
て
、「
心
の
ね
じ
け
た
こ
と
」「
悋
気
深
い
」「
嫉
妬
深
い
」
と
い
う
意
味
を
『
評
釈
』
は
示（
9 
）す。
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し
か
し
な
が
ら
、
長
島
氏
が
説
く
よ
う
に
、
磯
良
の
「
性
は
」「
心
の
ね
じ
け
た
」「
悋
気
深
い
」「
嫉
妬
深
い
」
と
は
簡
単
に
背
首
し

難
い
の
で
あ
る
。
磯
良
が
最
後
に
、
裏
切
ら
れ
た
恨
み
か
ら
鬼
と
な
っ
て
、
正
太
郎
を
連
れ
去
っ
た
の
は
、
正
太
郎
が
一
心
に
尽
く
す

磯
良
に
対
し
、
一
度
な
ら
ず
何
度
も
裏
切
り
行
為
を
続
け
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
磯
良
へ
の
弁
護
は
い
く
ら
で
も
思
い
つ
く
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
思
い
を
も
つ
研
究
者
も
少
な
く
は
な
い
よ
う
だ
。

　

女
性
本
来
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
、「
慳か
だ
まし
き
性
」
を
磯
良
が
露
わ
に
し
た
原
因
は
、
正
太
郎
に
あ
る
。
つ
ま
り
正
太
郎
の
「
姧た
は
けた

る
性
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
慳か
だ
まし
き
性
」
が
表
面
化
し
て
き
た
の
だ
。

語
り
手
の
語
り
方
は
、
正
太
郎
の
「
姧
け
た
る
性
」
に
よ
っ
て
、
女
の
「
慳
し
き
性
」
が
表
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
見
方
の
上
に

な
り
た
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
（
正
太
郎
が
ど
の
よ
う
に
雄
々
し
さ
を
回
復
し
て
い
く
の
か
、
又
で
き
な
い
の
か
）、
そ
の
意
味

で
語
り
の
視
点
の
中
心
は
常
に
正
太
郎
に
あ
っ
た
。
…
…
そ
れ
は
正
太
郎
が
ど
う
な
る
の
か
、
彼
の
「
雄
々
し
さ
」
と
「
姧
け
た

る
性
」
の
行
く
末
に
、
そ
の
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ（
10 
）る。 

　

磯
良
は
い
わ
ば
死
を
契
機
と
し
て
、
本
来
の
「
性
」
に
か
え
っ
た
。
肉
体
を
離
れ
「
性
の
本
然
」
に
か
え
っ
た
磯
良
は
、
そ
の
本
来

の
性
が
求
め
る
ま
ま
に
「
鬼
」・「
も
の
の
け
」
と
し
て
現
形
す
る
。
作
者
秋
成
は
、
女
性
を
悪
と
す
る
説
話
の
思
想
と
は
別
な
意
味

で
、
女
性
の
中
に
「
も
の
の
け
」
の
本
質
を
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
女
性
の
中
に
魔
性
の
性
を
見
出
す
、
或
い
は
女
性
に
変
体
の
可

能
性
を
見
出
す
考
え
方
は
、『
諸
道
聴
耳
世
間
猿
』
巻
之
一
「
貧
乏
は
神
ど
ま
り
在
す
裏
か
し
家
」
で
、
神
主
の
妻
お
ふ
ゆ
に
、
既
に

そ
の
胚
胎
が
見
ら
れ（
11 
）る。
そ
う
し
て
こ
の
物
語
は
、
説
話
的
な
お
も
か
げ
を
残
し
な
が
ら
、
人
間
の
「
性
」
の
追
求
、
或
い
は
「
性
」

と
現
実
の
ド
ラ
マ
と
い
う
、
小
説
的
な
主
題
を
持
つ
物
語
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

妬
婦
論
の
中
で
直
接
引
用
し
て
い
る
文
言
「
古
今
妒
妇
充
栋
不
胜
书
也
」
の
前
に
は
、「
妇
人
女
子
之
性
」
と
し
て
、
事
細
か
に
具

「吉備津の釜」の「慳（かだま）しき性」に関する一考察〔中田　妙葉〕

（16）343



体
的
に
そ
の
性
質
を
述
べ
て
い
て
、
非
常
に
興
味
深
い
。
以
下
に
紹
介
す
る
。

夫
子
谓
「
女
子
小
人
为
难
养
」，《
书
》
称
「
纣
用
妇
言
」《
诗
》
称
「
哲
妇
倾
城
」。
凡
妇
人
女
子
之
性
，
无
一
佳
者
，
妒
也
，
吝

也
，
拗
也
，
懒
也
，
拙
也
，
愚
也
，
酷
也
，
易
怒
也
，
多
疑
也
，
轻
信
也
，
琐
屑
也
，
忌
讳
也
，
好
鬼
也
，
溺
爱
也
，
而
其
中
妒

为
最
甚
。
故
妇
人
一
不
妒
，
足
以
掩
百
拙
。
古
今
妒
妇
充
栋
不
胜
书
也
。

（
孔
子
は
「
女
子
と
小
人
は
養
い
難
し
」
と
い
い
、『
書
経
』
に
は
「
紂
、
婦
の
言
を
用
う
」
と
い
い
、『
詩
経
』
に
は
「
哲
婦
、

城
を
傾
く
」
と
あ
る
。
お
よ
そ
婦
人
女
子
の
性
は
、
一
つ
と
し
て
佳
い
も
の
は
な
い
。
や
き
も
ち
を
焼
き
、
物
惜
し
み
を
し
、
ひ

ね
く
れ
て
お
り
、
怠
け
者
で
あ
り
、
つ
た
な
く
、
愚
か
で
あ
り
、
残
酷
で
あ
り
、
怒
り
や
す
く
、
疑
い
深
く
、
軽
々
し
く
も
の
を

信
じ
、
く
だ
く
だ
し
く
細
か
く
、
何
か
と
忌
み
避
け
る
こ
と
を
し
、
迷
信
を
好
み
、
愛
に
溺
れ
る
。
し
か
も
そ
の
中
で
、
嫉
妬
が

最
も
甚
だ
し
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
婦
人
が
も
し
少
し
で
も
嫉
妬
し
な
い
な
ら
ば
、
百
の
拙
い
点
を
覆
い
隠
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
古
今
の
妬
婦
は
一
々
書
き
記
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。）

　
「
女
子
之
性
，
无
一
佳
者
」
と
述
べ
る
性
質
の
始
め
に
、
確
か
に
「
妒
（
や
き
も
ち
を
焼
く
）」、「
吝
（
物
惜
し
み
を
す
る
）」、「
拗

（
ひ
ね
く
れ
る
）」
と
い
う
性
質
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
に
の
べ
た
『
評
釈
』
が
示
す
「
慳
（
か
だ
ま
）
し
い
性
」
の
意
味

と
、
全
く
重
な
る
の
で
あ
る
。「
心
の
ね
じ
け
た
こ
と
」
は
「
拗
」
に
、「
悋
気
深
い
」
は
「
吝
」
に
、「
嫉
妬
深
い
」
は
「
妒
」
で
あ

る
。
秋
成
が
こ
の
箇
所
を
目
に
し
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
そ
の
際
に
、
女
の
こ
れ
ら
の
性
を
募
ら
し
め
て
い
る
の
は
、「
女
子
之

性
，
无
一
佳
者
」
と
感
嘆
し
て
い
る
男
性
側
に
あ
る
と
、
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
「
慳
（
か
だ
ま
）
し
き
性
」
と
い
う
の
は
、
字
義
通
り
見
て
み
る
と
、
引
用
箇
所
の
い
く
つ
か
の
性
質
を
、
併
せ
持
っ
た
表

現
だ
と
言
う
こ
と
が
わ
か
る
。「
慳
」
本
来
の
漢
字
の
意
味
は
、「
け
ち
で
物
惜
し
み
を
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、「
吝
」
に

当
た
る
。
し
か
し
、
ル
ビ
の
「
か
だ
ま
し
い
」
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
漢
字
で
は
「
姧
」
で
あ
り
「
邪
悪
、
奸
佞
、
利
己
的
で
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あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
「
悪
賢
く
て
、
身
勝
手
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
だ
が
、「
吝
」
の
よ
う
に
、
一
致
す
る
も

の
が
な
い
。「
拗
」「
酷
」「
懒
」「
多
疑
」
の
性
質
が
相
合
わ
さ
っ
て
表
現
さ
れ
る
行
動
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

七

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
性
」
の
表
現
に
、
秋
成
は
漢
字
の
選
出
を
入
念
に
行
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
和
語
で
「
た
は
け
た
性
」

と
す
れ
ば
済
む
と
こ
ろ
を
、「
姧
」
と
い
う
漢
字
を
用
い
、「
婬
」「
奸
」
等
の
意
味
を
連
想
さ
せ
、「
戯
」
と
い
う
漢
字
を
連
想
さ
せ
な

い
よ
う
に
図
っ
て
い
る
。「
慳
し
き
性
」
に
「
か
だ
ま
し
き
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
慳
」
か
ら
の
視
覚

的
な
連
想
を
図
っ
て
い
る
、
と
筆
者
は
み
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
か
だ
ま
し
い
」
と
い
う
「
悪
賢
く
て
、
誠
意
が
な
い
」
と
い

う
意
味
に
「
慳
」
の
漢
字
の
「
も
の
惜
し
み
を
す
る
」
と
い
う
意
味
を
重
ね
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
。
磯

良
の
立
ち
振
る
舞
い
を
考
え
る
と
き
、「
も
の
惜
し
み
を
す
る
」
と
い
う
意
味
は
、
相
応
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、「
も
の
惜
し
み
を
す
る
」
意
味
な
ら
ば
、「
吝
」
の
漢
字
を
用
い
る
方
が
よ
っ
ぽ
ど
相
応
し
い
。「
吝
」
な
ら
「
も
の
惜
し
み
を

す
る
」
イ
メ
ー
ジ
は
簡
単
に
沸
い
て
く
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、『
五
雑
俎
』
の
作
品
に
も
提
示
さ
れ
て
い
こ
と
は
、
前
述
し
て
い
る
。

し
か
し
、
秋
成
は
あ
え
て
「
慳
」
と
い
う
漢
字
を
用
い
た
。
果
た
し
て
「
慳
」
字
か
ら
、
そ
の
意
味
を
連
想
す
る
効
果
は
、
如
何
ほ
ど

だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
秋
成
は
こ
の
「
慳
」
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
図
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、「
慳
」
の
意
味
か
ら
離
れ
て
み
よ
う
。「
慳
」
の
の
漢
字
の
成
り
立
ち
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。
不
思
議
に
思
う
の
が
、
女

性
一
般
の
「
性
」
と
い
う
に
も
関
わ
ら
ず
、
秋
成
は
「
女
偏
」
の
漢
字
で
は
な
く
、「
立
心
偏
」
と
い
う
「
心
」
に
関
係
す
る
漢
字
を

用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
慳
」
の
成
り
立
ち
は
「
心
＋
堅
」。
音
の
「
ケ
ン
・
カ
ン
」
は
「
堅
」
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
元
々
意
味

す
る
の
は
「
心
を
堅
く
す
る
」
様
。
転
じ
て
「
お
し
む
」
と
い
う
意
味
を
表
す
こ
と
に
な
っ
た
よ
う（
12 
）だ。

そ
こ
で
今
ま
で
「
慳
」
を
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「
お
し
む
」
か
ら
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
原
型
で
あ
る
「
心
を
堅
く
す
る
」
と
し
て
磯
良
の
行
動
や
心
情
を
考
え
て
み
た
ら
如
何
だ
ろ

う
。『
雨
月
物
語
』
中
で
、
磯
良
ほ
ど
頑
な
に
周
囲
の
思
い
、
当
時
の
あ
る
べ
き
女
性
像
を
行
動
規
範
と
し
て
、
振
る
舞
っ
て
き
た
女

性
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
「
う
ま
れ
だ
ち
秀
麗
に
て
。
父
母
に
も
よ
く
仕
へ
。
か
つ
歌
を
よ
み
。
箏
に
工
み
な
り
。
従
来

か
の
家
は
吉
備
の
鴨
別
が
裔
に
て
家
系
も
正
し
け
れ
ば
。」
と
家
柄
よ
く
、
眉
目
秀
麗
。
芸
に
秀
で
、
さ
ら
に
は
節
度
を
守
っ
た
立
ち

振
る
舞
い
が
で
き
る
、
ど
こ
に
出
し
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
子
女
で
あ
る
。
嫁
げ
ば
さ
ら
に
、
朝
は
早
く
に
起
き
、
遅
く
ま
で
働
き
、

常
に
舅
姑
に
仕
え
る
と
い
う
嫁
で
あ
り
、
ま
た
夫
の
性
に
合
わ
せ
て
心
尽
く
す
妻
の
立
ち
振
る
舞
い
。「
井
沢
夫
婦
は
孝
節
を
感
た
し

と
て
歓
び
に
耐
ね
ば
」
と
な
る
の
は
、
最
も
で
あ
る
。
長
島
氏
が
磯
良
を
弁
護
し
て
、「
磯
良
の
方
は
、
冒
頭
の
妬
婦
論
に
当
て
は
ま

る
よ
う
な
、
嫉
妬
深
い
女
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
…
…
男
と
女
と
い
う
次
元
の
問
題
で
は
な
い
。
人
間
性
を
踏
み
に
じ
ら
れ
た
屈
辱

的
な
裏
切
り
」
で
あ
る
、
と
語
気
強
く
し
て
擁
護
す
る
よ
う
に
、
読
者
は
、
磯
良
の
奉
仕
、
忍
耐
に
つ
い
て
、
お
も
ん
ば
か
ら
ず
に
は

読
み
進
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
は
、
磯
良
が
砕
い
た
心
を
踏
み
に
じ
っ
た
正
太
郎
に
対
し
、
怒
り
を
感
じ
ざ
る
に
は
お
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
。
た
だ
、
此
処
で
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
磯
良
と
は
ど
の
よ
う
な
女
性
な
の
だ
ろ
う
か
？
こ
れ
も
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ

う
に
、
彼
女
の
特
徴
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
彼
女
の
様
相
は
ま
る
っ
き
り
当
時
の
良
家
の
子
女
、
良
妻
と
い
わ
れ
る
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
女
性
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

頑
な
に
そ
の
周
囲
を
思
い
、
希
望
で
自
身
の
立
ち
振
る
舞
い
を
行
っ
て
い
る
彼
女
は
、
す
で
に
彼
女
ら
し
さ
と
い
う
も
の
が
な
い
。

つ
ま
り
ど
ん
な
に
人
間
性
を
踏
み
に
じ
ら
れ
て
も
決
し
て
心
を
開
け
放
し
て
感
情
を
出
す
こ
と
な
く
、
た
だ
「
心
堅
く
し
て
」
当
時
の

い
わ
ゆ
る
良
妻
と
さ
れ
る
立
ち
振
る
舞
い
を
、
周
囲
に
望
む
よ
う
に
遂
行
し
て
き
た
。「
心
が
堅
い
」
こ
と
は
、
執
着
に
も
繋
が
る
。

彼
女
が
生
前
行
っ
て
き
た
行
動
や
選
択
の
一
切
は
、
周
囲
に
よ
く
見
ら
れ
る
事
に
執
着
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

　

彼
女
は
自
分
の
本
来
の
自
然
な
思
い
を
、
心
奥
深
く
に
堅
く
堅
く
閉
じ
込
め
、
決
し
て
開
け
放
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
人
間
性
を

東洋法学　第63巻第 2号（2020年 1 月）

340（19）



踏
み
に
じ
ら
れ
た
屈
辱
的
な
裏
切
り
」
を
さ
れ
て
も
、
そ
の
悔
し
さ
や
悲
嘆
な
思
い
も
心
奥
深
く
に
沈
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

様
々
な
思
い
―
嫉
妬
、
悔
し
さ
、
怒
り
等
―
は
、
心
堅
く
奥
深
く
に
押
し
込
め
ら
抑
圧
さ
れ
る
。
閉
じ
込
め
ら
れ
た
思
い
は
抑
圧
さ
れ

る
こ
と
で
、
亡
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
存
在
を
増
し
、
恨
み
に
変
わ
る
。
し
か
し
、
磯
良
は
生
き
て
い
る
間
は
、「
心
堅
く
」、

言
い
換
え
れ
ば
正
し
く
「
慳か
だ
まし
く
」
そ
の
恨
み
を
沈
め
た
ま
ま
、
決
し
て
人
に
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
や
っ
て
、

気
持
ち
を
抑
圧
す
る
こ
と
で
、
恨
み
は
ま
す
ま
す
強
く
な
る
。
奥
深
く
抑
圧
さ
れ
た
心
は
、
生
き
て
い
る
間
堅
く
閉
ざ
さ
れ
、
そ
の
堅

い
心
は
、
彼
女
が
死
ん
で
や
っ
と
、
開
け
放
た
れ
る
の
で
あ
る
、
恨
み
と
な
っ
て
。
か
く
し
て
、
磯
良
は
そ
の
恨
み
と
い
う
執
着
か

ら
、
鬼
と
化
す
。

　

復
讐
を
一
気
に
遂
げ
ず
、
悲
嘆
と
恐
怖
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
味
わ
わ
せ
、
猫
が
鼠
を
い
た
ぶ
る
よ
う
に
な
ぶ
り
殺
す
磯
良

は
、
ま
さ
に
「
女
の
慳
し
き
性
」
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
も
女
性
的
な
復
讐
で
あ
る
、
と
。
語
り
手
は
、
袖
を
最
初
に

取
り
殺
し
た
の
も
嫉
妬
ゆ
え
と
言
い
た
げ
で
あ
り
、
ま
た
、
自
分
の
裏
切
り
が
、
妻
を
悲
嘆
の
あ
ま
り
死
に
い
た
ら
し
め
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
懸
念
は
塵
ほ
ど
も
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
妾
の
病
年
に
は
狂
い
泣
く
正
太
郎
に
、
磯
良
は
ま
す
ま
す
嫉
妬
を

募
ら
せ
た
に
相
違
な
い
、
と
も
い
い
た
そ
う
な
風
情
で
あ
る
。
正
太
郎
と
対
面
す
る
折
も
、
そ
の
「
姧
た
る
性
」
に
訴
え
か
け

て
、
美
し
い
未
亡
人
の
話
を
餌
に
、
正
太
郎
を
お
び
き
寄
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
、
嫉
妬
に
狂
っ
た
女
の
「
慳
し
き
」
陰
湿

な
復
讐
で
あ
る（
13 
）と。

　
「
慳
し
き
性
」
は
、
女
性
の
生
前
に
は
、
彼
女
た
ち
自
身
の
思
い
を
心
堅
く
し
て
閉
じ
込
め
さ
せ
、
周
囲
の
望
む
姿
で
装
わ
せ
る
。

こ
れ
は
、
社
会
一
般
の
賛
美
を
受
諾
し
た
い
と
い
う
執
着
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
自
分
の
「
性
」
を
堅
く
閉
じ
込
め

る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
の
「
性
」
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
状
態
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。
ま
た
、
本
心
を
堅
く
抑
圧
す
る
こ
と

で
、
そ
の
抑
圧
の
限
度
を
超
え
た
と
き
に
、「
吝
、
拗
、
愚
、
酷
、
易
怒
、
多
疑
」
等
が
生
ま
れ
、「
か
だ
ま
し
い
性
」
と
な
る
。
そ
の
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心
の
抑
圧
が
過
ぎ
た
場
合
、「
慳
し
き
性
」
は
恨
み
と
な
り
、
死
後
女
性
は
鬼
と
化
す
こ
と
で
、
そ
の
心
を
解
放
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
女
性
に
対
す
る
、
社
会
的
圧
力
を
考
え
た
と
き
に
、
良
き
社
会
の
一
員
と
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
女
性
の
「
性
」
は
「
慳
し
く
」

な
ら
ざ
る
終
え
な
い
と
い
う
よ
う
に
も
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
。

八

　

秋
成
は
、
女
性
の
「
性
」
を
決
し
て
軽
ん
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
五
雑
俎
』
が
妬
婦
を
あ
ざ
笑
い
、
怖
れ
、
蔑
ん
で
い
る
視

線
と
は
、
明
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
る
と
筆
者
は
見
る
。「
吉
備
津
の
釜
」
は
妬
婦
が
鬼
に
な
っ
た
話
で
あ
り
、
一
見
日
本
古
来
か

ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
仏
教
説
法
と
同
じ
で
あ
る
。

　
「
吉
備
津
の
釜
」
の
話
の
構
成
か
ら
基
本
的
な
構
想
に
至
る
ま
で
、『
善
悪
報
は
な
し
』
巻
五
第
八
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
女
の
一
念

来
て
夫
の
身
を
引
そ
ひ
て
取
て
か
へ
る
事
」
と
い
う
話
が
、
構
想
の
原
型
で
有
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
秋
成
は
「
吉
備
津
の

釜
」
を
日
本
の
仏
教
説
話
と
伝
承
的
な
思
想
の
中
か
ら
構
想
の
原
型
を
取
り
、
物
語
と
し
て
の
形
を
整
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
に
は
、
彼
が
仏
教
説
話
に
つ
き
も
の
の
「
女
性
の
嫉
妬
」
を
主
題
の
一
つ
と
し
た
作
品
を
創
作
す
る
意
図
が
あ
り
、
仏
教
説
話
の
プ

ロ
ッ
ト
は
、
彼
の
考
え
る
女
の
「
慳
し
き
性
」
と
男
の
「
姧
た
る
性
」
を
絡
ま
せ
て
物
語
を
展
開
し
て
行
く
に
は
、
丁
度
よ
い
も
の

だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
説
話
に
お
い
て
は
、
嫉
妬
か
ら
鬼
に
変
貌
す
る
そ
の
女
性
性
は
「
罪
深
き
も

の
」
と
い
う
考
え
方
が
根
底
と
な
る
。
そ
れ
は
、
秋
成
が
確
信
し
て
い
る
考
え
方
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
話

の
プ
ロ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
、
仏
教
説
話
か
ら
、
女
は
「
魔
性
の
も
の
」
と
い
う
仏
教
的
な
因
果
の
要
素
を
取
除
か
ん
と
し
て
、
あ
え

て
『
五
雑
俎
』
の
文
章
だ
と
解
る
形
に
し
、
起
筆
部
に
述
べ
広
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
ま
で
し
て
仏
教
的
要
素
を
捨
象
し
た
か
っ
た
の
は
、
秋
成
自
身
が
「
性
」
と
い
う
も
の
を
、
人
間
内
部
に
固
有
す
る
も
の
で
あ
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（
１
）　

鵜
月
洋
『
雨
月
物
語
評
釈
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
、
二
二
九
頁
。

（
２
）　

前
注
に
同
じ
、
三
九
三
頁
。

（
３
）　

長
島
弘
明
『
秋
成
研
究
』
東
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
七
二
頁
。

（
４
）　

前
注
に
同
じ
、
一
七
一
頁
。

（
５
）　

注
一
に
同
じ
、
三
九
〇
頁
。

（
６
）　

田
中
厚
一
著
『
雨
月
物
語
の
表
現
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
六
三
・
四
頁
。

（
７
）　

重
友
毅
『
雨
月
物
語
評
釈
』
明
治
書
院
、
一
九
五
四
年
。

（
８
）　

注
三
に
同
じ
、
一
六
一
・
二
頁
。

（
９
）　

注
一
に
同
じ
、
三
八
九
頁
。

（
10
）　

注
六
に
同
じ
、
六
五
頁
。

（
11
）　

注
一
に
同
じ
、
三
九
四
頁
。

り
、
そ
れ
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
自
然
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
見
つ
め
、
提
示
し
た
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

つ
ま
り
秋
成
は
、「
吉
備
津
の
釜
」
と
い
う
作
品
に
、
女
の
「
性
」
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
慳
し
き
性
」
と
い
う
一
言
に
込

め
て
、
認
識
さ
せ
て
か
っ
た
の
だ
と
筆
者
は
見
る
。
秋
成
は
「
男
の
性
」
と
「
女
の
性
」
が
絡
み
合
う
こ
と
で
、
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て

し
ま
う
悲
劇
の
一
つ
を
、
こ
の
作
品
で
あ
ら
わ
し
た
。
女
は
往
々
に
し
て
社
会
や
男
の
「
性
」
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
、「
慳
し
き
性
」

を
募
ら
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
女
自
ら
も
「
慳
し
き
性
」
を
募
ら
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
気
が
付
か
な
い
で
い
る
。

そ
こ
に
女
の
悲
劇
が
あ
る
。
ま
た
、
男
の
「
性
」
が
起
因
と
な
り
、
女
が
そ
の
抑
圧
さ
れ
た
感
情
や
内
面
か
ら
の
力
を
、
男
の
眼
前
に

噴
出
さ
せ
る
時
、
男
の
多
く
は
怖
れ
逃
げ
惑
う
。
し
か
し
男
は
、
考
え
つ
き
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
女
の
鬼
と
化
し
た
姿
は
、
ま
さ
し

く
男
自
ら
の
「
性
」
が
起
こ
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
。
こ
こ
に
男
性
の
悲
劇
が
あ
る
の
だ
、
と
。
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（
12
）　

鎌
田
正
・
米
山
寅
太
郎
『
心
漢
語
林
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
五
〇
〇
頁
。

（
13
）　

注
八
に
同
じ
。

『
雨
月
物
語
』
の
原
文
は
、
中
村
幸
彦
代
表
編
『
上
田
秋
成
全
集　

第
七
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
に
拠
っ
た
。

『
五
雑
俎
』
の
原
文
は
谢
肈
淛
『
五
雑
俎
』
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
に
拠
っ
た
。

『
五
雑
俎
』
の
訳
文
は
主
に
、
岩
城
秀
夫
訳
注
『
五
雑
俎　

四
』
東
洋
文
庫
六
二
三
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
に
拠
り
、
部
分
的
に
筆
者
が
加
筆
・
削

除
を
行
っ
た
。

―
な
か
た　

わ
か
ば
・
東
洋
大
学
法
学
部
教
授
―
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