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（
十
一
・
二
五
一
〇
）

Ｂ 

こ
も
り
く
の
豊
泊
瀬
道
は
常
滑
の
恐
き
道
そ
汝
が
心
ゆ
め

（
十
一
・
二
五
一
一
）

Ｃ 

う
ま
さ
け
の
三
諸
の
山
に
立
つ
月
の
見
が
欲
し
君
が
馬
の
音
そ

す
る 

（
十
一
・
二
五
一
二
）

　
　
　
　

右
の
三
首（
１
）

　

Ａ
は
「
私
の
赤
駒
の
足
は
速
く
、
す
ぐ
に
雲
に
隠
れ
て
し
ま
う
の
で
、

袖
を
巻
き
な
さ
い
。
愛
し
い
人
よ
」
と
い
う
男
の
歌
、
Ｂ
は
「
泊
瀬
の
道

は
常
滑
の
恐
ろ
し
い
道
な
の
で
、
物
思
い
を
し
て
油
断
な
さ
い
ま
す
な
」

一
、
は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
巻
十
一
に
は
二
十
九
首
の
「
問
答
」
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
前
半
の
九
首
は
柿
本
人
麻
呂
歌
集
歌
で
あ
る
。
こ
の
九
首
は
、
①
二

首
（
二
五
〇
八
・
二
五
〇
九
）、
②
三
首
（
二
五
一
〇
～
二
五
一
二
）、
③

二
首
（
二
五
一
三
～
二
五
一
四
）、
④
二
首
（
二
五
一
五
～
二
五
一
六
）

の
四
組
の
問
答
歌
で
あ
り
、
②
の
み
三
首
一
組
と
な
っ
て
い
る
。

②
Ａ 

赤
駒
が
足
掻
き
速
け
ば
雲
居
に
も
隠
り
行
か
む
ぞ
袖
ま
け
我
妹

柿
本
人
麻
呂
歌
集
の
問
答
歌
三
首

―
「
赤
駒
」
を
め
ぐ
る
恋
の
掛
け
合
い
歌
―

加
藤
千
絵
美
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と
い
う
女
の
歌
、
そ
し
て
Ｃ
は
「
三
諸
の
山
に
出
る
月
を
待
ち
か
ね
る
よ

う
に
逢
い
た
い
と
思
う
、
あ
な
た
の
乗
る
馬
の
足
音
が
聞
こ
え
て
き
た
」

と
い
う
女
の
歌
で
あ
る
。

「
問
答
」
は
、『
万
葉
集
』
で
は
①
・
③
・
④
の
よ
う
に
、
二
首
一
組
で

あ
る
場
合
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
対
象
作
品
が
三
首
一
組

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、「
問
答
」
が
必
ず
し
も
二
首
一
組
で
成
立
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
他
に
も
、
安
倍
朝
臣
虫
麻
呂
と
大

伴
坂
上
郎
女
（
四
・
六
六
五
～
六
六
七
）
と
の
贈
答
歌
三
首
が
、
左
注
に

て
「
問
答
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

「
問
答
」
と
は
、
歌
の
場
に
て
歌
を
相
手
に
歌
い
か
け
、
そ
の
相
手
が

歌
い
返
す
と
い
う
、
歌
の
掛
け
合
い
の
詠
歌
方
法
を
抱
え
込
む
も
の
で
あ

る
。
そ
の
歌
の
掛
け
合
い
は
必
ず
し
も
一
首
ず
つ
の
歌
の
交
換
で
完
結
す

る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
三
首
一
組
の
「
問
答
」
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
対
象
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
本
当
に
問
答
と
し
て
繋
が
り

を
持
つ
歌
で
あ
る
の
か
、
問
題
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、『
全

釈
』
は
「
こ
の
歌
（
Ｃ
／
論
者
注
）
は
前
の
答
で
も
な
く
、
赤
駒
之
の
歌

に
も
関
係
が
な
い
や
う
だ
。
問
答
の
部
に
入
れ
た
の
は
ど
う
し
た
の
だ
ら

う
」
と
述
べ
て
お
り（
２
）、
Ａ
・
Ｂ
と
Ｃ
と
の
繋
が
り
を
疑
問
視
す
る
。
或
い

は
『
全
注
』
は
、「
三
首
は
、
も
と
別
々
の
新
体
歌
で
あ
っ
た
も
の
を
、

巻
十
一
に
問
答
の
部
立
を
作
っ
た
さ
い
に
選
出
さ
れ
、
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
お
り（
３
）、

一
首
一
首
は
元
来
、
繋
が
り
の

な
い
歌
々
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る（
４
）。

『
全
釈
』
や
『
全
注
』
の
指
摘
は
、『
万
葉
集
』
の
編
纂
論
を
視
野
に
入

れ
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
首
が
『
万
葉
集
』
に
「
問
答
」

と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
三
首
を
「
問
答
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
対
象
作
品
は
、
Ｃ
に
つ
い
て
『
略
解
』
が
「
此
次
に
答
歌
の

有
り
け
ん
が
落
失
せ
た
る
か
」
と
述
べ（
５
）、
井
上
『
新
考
』
が
「
前
又
は
後

に
一
首
あ
り
し
が
お
ち
た
る
な
ら
む
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に（
６
）、

Ｃ
の
前

後
に
脱
落
し
た
歌
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る（
７
）。

対
象
作
品
は
、
三
首
以

上
の
歌
か
ら
な
る
歌
の
掛
け
合
い
が
あ
り
、
そ
の
歌
が
『
万
葉
集
』
に
収

載
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
で
、
三
首
一
組
の
「
問
答
」
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
過
程
が
予
想
さ
れ
る
対
象
作
品
に
お
い
て
、
考
察
さ
れ
る

べ
き
問
題
は
二
つ
あ
る
。
一
は
、
三
首
は
ど
の
よ
う
な
繋
が
り
を
持
つ
の

か
。
二
は
、
こ
の
三
首
が
ど
の
よ
う
な
設
定
の
中
で
歌
わ
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
麻
呂
歌
集
歌
を
歌
の
場
に
戻
し
、
そ

の
歌
が
詠
ま
れ
た
詳
細
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
人
麻
呂
歌
集
歌
の
持

つ
、
遊
戯
的
な
歌
の
性
質
を
確
認
す
る
こ
と
に
繋
が
ろ
う
。
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歌
の
場
に
対
象
作
品
を
置
き
、
解
釈
を
試
み
た
時
、
こ
こ
に
は
ど
の
よ

う
な
歌
世
界
の
展
開
が
読
み
取
れ
る
の
か
。
以
下
、
三
首
の
「
問
答
」
と

し
て
の
構
成
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、
対
象
作
品
の
問
答
性

「
問
答
」
と
は
、
歌
の
掛
け
合
い
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
な
れ

ば
歌
で
の
会
話
で
あ
る
。
掛
け
合
わ
さ
れ
る
歌
と
歌
に
は
意
味
上
の
繋
が

り
が
あ
り
、
そ
の
繋
が
り
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
「
問
答
」
た
ら
し
め
る
。

そ
れ
は
人
麻
呂
歌
集
歌
の
「
問
答
」
か
ら
確
認
で
き
る
。

① 

天
皇
の
神
の
御
門
を
恐
み
と
さ
も
ら
ふ
時
に
逢
へ
る
君
か
も

（
十
一
・
二
五
〇
八
）

ま
そ
鏡
見
と
も
言
は
め
や
玉
か
ぎ
る
磐
垣
淵
の
隠
り
た
る
妻

（
十
一
・
二
五
〇
九
）

③ 

鳴
る
神
の
し
ま
し
と
よ
も
し
さ
し
曇
り
雨
も
降
ら
ぬ
か
君
を
留
め

む 

（
十
一
・
二
五
一
〇
）

鳴
る
神
の
し
ま
し
と
よ
も
し
降
ら
ず
と
も
我
は
留
ま
ら
む
妹
し
留

め
ば 

（
十
一
・
二
五
一
一
）

④ 

し
き
た
へ
の
枕
動
き
て
夜
も
寝
じ
思
ふ
人
に
は
後
も
縫
ふ
も
の
を

（
十
一
・
二
五
一
二
）

し
き
た
へ
の
枕
は
人
に
言
問
へ
や
そ
の
枕
に
は
苔
生
し
に
た
り

（
十
一
・
二
五
一
三
）

①
は
女
が
、
天
皇
の
御
所
近
く
に
謹
ん
で
お
仕
え
し
て
い
る
時
に
逢
瀬

を
交
わ
し
た
あ
な
た
よ
、
と
歌
っ
た
の
に
対
し
、
男
が
、
逢
瀬
を
交
わ
し

た
こ
と
は
誰
に
も
言
わ
な
い
。
磐
垣
淵
の
隠
り
妻
よ
、
と
歌
う
も
の
で
あ

る
。
禁
中
で
の
勤
務
中
、
逢
瀬
を
交
わ
し
た
男
女
が
、
そ
の
逢
瀬
の
秘
密

を
共
有
し
、
互
い
に
そ
の
こ
と
を
歌
い
交
わ
す
「
問
答
」
と
な
っ
て
い

る
。
③
は
、
女
が
、
雷
が
少
し
で
も
鳴
り
、
雨
で
も
降
っ
た
の
な
ら
ば
、

そ
れ
を
理
由
に
あ
な
た
を
引
き
留
め
ま
し
ょ
う
も
の
を
、
と
歌
う
の
に
対

し
、
男
が
、
雷
が
少
し
で
も
鳴
り
、
雨
な
ど
降
ら
な
く
と
も
、
あ
な
た
が

引
き
留
め
る
な
ら
私
は
留
ま
ろ
う
、
と
歌
う
も
の
で
あ
る
。
恋
人
同
士
の

別
れ
が
た
さ
を
、
雷
雨
を
織
り
交
ぜ
て
詠
み
合
う
「
問
答
」
と
な
っ
て
い

る
。
④
は
、
男
が
、
私
の
枕
が
し
き
り
に
動
い
て
夜
も
眠
れ
な
い
。
恋
し

く
思
う
人
に
は
後
で
会
え
る
も
の
で
す
、
と
歌
う
。
逢
わ
な
く
て
も
心
は

通
い
合
っ
て
い
る
、
と
、
通
い
の
途
切
れ
た
言
い
訳
を
歌
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
女
が
、
枕
が
人
に
物
を
い
う
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た

の
訪
れ
が
な
い
の
で
、
そ
の
枕
に
は
苔
が
生
え
て
い
ま
す
、
と
い
い
、
男

を
な
じ
る
。「
枕
」
を
介
し
た
、
妻
問
い
を
め
ぐ
る
男
女
の
「
問
答
」
で
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あ
る
。

①
・
③
・
④
の
問
答
歌
二
首
は
、
①
秘
密
の
逢
瀬
、
③
別
れ
が
た
さ
、

④
妻
問
い
と
い
う
内
容
を
め
ぐ
り
、
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
問
答
」
と
し
て
解
せ
る
。

対
象
作
品
は
、
①
・
③
・
④
の
問
答
歌
と
は
異
な
り
、
三
首
一
組
で
成

立
し
、
ま
た
、
③
・
④
の
よ
う
な
明
確
な
語
句
の
対
応
を
持
た
な
い
。
し

か
し
、
三
首
に
は
馬
に
乗
る
男
が
共
通
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
を
共

通
項
と
し
、
三
首
は
「
問
答
」
と
し
て
繋
が
り
を
持
つ
歌
と
解
せ
る
の
で

あ
る
。

三
、
赤
駒
に
乗
る
男
の
歌
い
掛
け

以
上
、
対
象
作
品
の
「
問
答
」
と
し
て
の
繋
が
り
を
確
認
し
た
。
次

に
、
Ａ
の
男
が
ど
の
よ
う
な
男
と
し
て
歌
に
描
か
れ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う

な
思
い
を
女
に
歌
い
か
け
て
い
る
の
か
、
分
析
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ａ
の
男
は
、
自
身
の
乗
る
馬
の
足
は
速
く
、
雲
居
に
も
す
ぐ
に
隠
れ
て

し
ま
う
の
で
、
恋
人
よ
袖
を
巻
け
、
と
い
う
。「
巻
く
」
と
い
う
表
現
は
、

「
妹
が
手
を
巻
く
」「
児
ら
が
手
を
巻
く
」
と
、
女
の
手
を
枕
と
す
る
表
現

に
見
出
せ
る
よ
う
に
、
常
に
共
寝
の
中
で
発
想
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
こ
に
見
え
る
「
袖
」
を
「
巻
」
く
と
い
う
表
現
も
ま
た
、
女

の
袖
を
枕
と
す
る
、
共
寝
を
示
す
表
現
と
い
え
る（
８
）。
例
え
ば
以
下
の
歌
の

よ
う
に
、
こ
の
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

１ 

ま
日
長
く
川
に
向
き
立
ち
あ
り
し
袖
今
夜
ま
か
む
と
思
は
く
の
良

さ 

（
十
・
二
〇
七
三
）

こ
れ
は
七
夕
歌
で
あ
り
、
七
月
七
日
を
待
ち
続
け
、
今
夜
よ
う
や
く
妻

の
袖
を
巻
い
て
枕
と
す
る
と
思
う
と
嬉
し
い
、
と
歌
う
。
こ
こ
か
ら
、

「
袖
」
を
「
巻
く
」
と
い
う
表
現
が
共
寝
を
示
す
表
現
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
Ａ
が
「
袖
巻
け
我
妹
」
と
い
う
の
は
、
共
寝
を
誘
う
表
現
な

の
で
あ
る
。

こ
の
「
袖
巻
け
我
妹
」
と
い
う
表
現
は
、『
略
解
』
が
「
遠
き
所
へ
旅

立
た
ん
と
す
る
時
詠
め
る
な
り
」
と
述
べ
た
の
を
初
め
と
し
、
一
緒
に
い

る
女
と
の
別
れ
に
際
し
て
、
男
が
女
に
呼
び
か
け
た
歌
と
解
さ
れ
る（
９
）。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
Ｃ
の
歌
と
の
関
連
性
が
失
わ
れ
て
し
ま

う
。
Ａ
を
女
の
許
を
去
ろ
う
と
す
る
際
の
、
別
れ
が
た
さ
を
詠
ん
だ
男
の

歌
だ
と
す
る
と
、
Ｂ
は
逢
瀬
の
終
わ
り
を
告
げ
る
、
女
が
男
を
見
送
る
歌

と
な
り
、
逢
瀬
が
完
結
し
て
し
ま
う
。
恋
人
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
歌
う

Ｃ
と
Ａ
と
は
、
問
答
と
し
て
の
対
応
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
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多
く
の
注
釈
書
が
、
な
ぜ
Ａ
を
旅
立
ち
の
直
前
に
詠
ま
れ
た
歌
と
解
し

た
の
か
と
い
え
ば
、
歌
は
現
実
の
生
活
の
中
で
実
体
験
的
に
詠
ま
れ
る
も

の
だ
と
す
る
考
え
が
前
提
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
前
提
で
Ａ
を
理

解
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
相
手
が
眼
前
に
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え

ら
れ
、
別
れ
の
時
の
歌
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
の
研
究
で
は
、
歌
は
歌
垣
や
宴
、
儀
式
の
場
と
い
っ

た
、
生
活
空
間
と
は
区
別
さ
れ
た
場
で
歌
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
歌
の
掛
け

合
い
は
元
来
、
男
女
、
あ
る
い
は
男
男
、
女
女
に
よ
り
聴
衆
の
前
で
披
露

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
対
象
作
品
を
現
実
生
活

の
場
か
ら
離
れ
た
歌
の
場
の
中
に
置
き
、
改
め
て
再
考
す
る
必
要
が
あ

る
）
（（
（

。そ
の
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、『
集
成
』
で
あ
る
。
多
く
の
注
釈
書
が

Ａ
を
別
れ
の
際
の
歌
と
解
す
る
中
で
、『
集
成
』
は
「
女
を
訪
れ
る
前
の

は
や
り
た
つ
気
持
を
述
べ
た
、
男
の
歌
」
と
解
す
る
）
（（
（

。
Ａ
が
女
の
許
へ

や
っ
て
く
る
男
の
歌
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
そ
の
遠
方
か
ら
の
道
中
を

気
遣
う
女
の
歌
で
、
Ｃ
は
無
事
男
が
女
の
許
へ
や
っ
て
き
た
時
の
喜
び
の

思
い
を
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
首
を
、
男
の

妻
問
い
を
テ
ー
マ
と
す
る
一
連
の
「
問
答
」
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
可
能

だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
た
な
解
釈
を
展
開
し
た
の
は
岡
嶌
秀
仁
氏
で
）
（（
（

、
氏
は
、

馬
の
速
さ
を
詠
む
歌
は
「
逢
い
た
い
一
心
の
性
急
る
心
を
自
己
の
恋
情
の

証
と
し
て
い
る
往
路
作
」
で
あ
る
た
め
、
Ａ
は
女
の
許
へ
向
か
う
男
の
歌

で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
岡
嶌
氏
は
、『
集
成
』
の
馬
の
描
写
と
男
の
心

理
を
重
ね
合
わ
せ
る
『
集
成
』
の
理
解
に
基
づ
き
、「
雲
居
に
も
隠
り
行

か
む
ぞ
」
の
句
の
分
析
を
主
軸
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
逢
い
た
い
と
い
う
切
実
な
欲
求
の
ま
ま
に
、
我
が
駿
馬
を
駆
っ
て

妹
の
許
へ
急
ぐ
」
と
い
う
の
は
、
恋
す
る
男
の
自
然
な
行
為
で
、
一

つ
の
歌
と
し
て
の
体
を
な
そ
う
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
自
慢
の
駿

馬
で
あ
れ
ば
、「
吾
が
心
、
恒
は
虚
よ
り
翔
り
行
か
む
と
念
ひ
つ
る
」

（
記
・
中
巻
）
や
「
空
ゆ
と
来
ぬ
よ
」（
14
三
四
五
四
）
の
如
く
、
男

の
心
情
と
し
て
は
「
大
空
を
翔
て
ゆ
く
」
こ
と
に
も
な
り
う
る
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
隠
る
」
の
語
は
、「
雲
居
に
も
瞬
時
に
隠
れ
る

程
に
速
い
」
と
い
う
意
と
、「
雲
に
隠
れ
て
（
空
を
翔
て
）」
と
い
う

意
と
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

「
雲
居
に
も
隠
り
行
か
む
ぞ
」
に
つ
い
て
岡
嶌
氏
は
、
こ
れ
は
赤
駒
が

「
雲
居
」
に
す
ぐ
に
隠
れ
て
し
ま
う
程
速
く
走
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
、

ま
た
、
こ
の
馬
の
速
さ
の
描
写
は
、
男
の
心
が
大
空
を
翔
け
て
ゆ
く
よ
う

な
、
女
へ
の
「
性
急
る
心
」
と
重
な
る
も
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

「
性
急
る
心
」
は
女
の
も
と
か
ら
の
帰
路
で
は
な
く
、
往
路
で
男
が
抱
く

も
の
と
考
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
、
Ａ
を
往
路
の
歌
と
位
置
づ
け
る
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の
で
あ
る
。

『
集
成
』
は
Ａ
を
、
従
来
の
説
と
は
異
な
る
、
新
た
な
解
釈
の
中
で
理

解
し
な
が
ら
、
そ
の
理
由
を
述
べ
な
い
。
そ
の
点
で
岡
嶌
氏
が
『
集
成
』

の
理
解
を
展
開
し
、
論
じ
た
こ
と
は
看
取
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
し
か

し
、
馬
の
足
の
速
さ
を
歌
う
も
の
が
必
ず
し
も
女
の
許
へ
向
か
う
歌
で
あ

る
訳
で
は
な
い
。
男
が
女
へ
の
強
い
恋
情
を
抱
く
か
ら
こ
そ
、
馬
を
速
く

走
ら
せ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
違
い
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
以
上
の
点

を
考
慮
し
つ
つ
、
本
論
に
お
い
て
も
今
一
度
、
Ａ
の
歌
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。

ま
ず
、
Ａ
の
馬
の
「
足
掻
き
」
の
速
さ
に
注
目
す
れ
ば
、
例
え
ば
以
下

の
よ
う
な
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

２ 

青
駒
が
足
掻
き
を
速
み
雲
居
に
そ
妹
が
あ
た
り
を
過
ぎ
て
来
に
け

る
〈
一
に
云
ふ
、「
あ
た
り
は
隠
り
来
に
け
る
」〉 （
二
・
一
三
六
）

２
は
青
駒
の
足
が
速
い
の
で
、
恋
人
の
家
の
あ
た
り
を
離
れ
て
き
た
こ

と
だ
、
と
い
う
。
こ
こ
で
の
馬
の
「
足
掻
き
」
は
、
男
の
心
と
は
裏
腹

に
、
妹
の
許
か
ら
す
ぐ
に
離
れ
て
し
ま
っ
た
原
因
で
あ
り
、
乗
り
手
の
思

い
通
り
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
俊
足
を
い
う
。

ま
た
、
Ａ
の
馬
は
「
赤
駒
」
で
あ
る
。「
赤
駒
」
は
「
大
君
は
神
に
し

ま
せ
ば
赤
駒
の
腹
這
ふ
田
居
を
都
と
成
し
つ
（
十
九
・
四
二
六
〇
）」
と

い
っ
た
用
例
も
見
え
、
必
ず
し
も
俊
足
の
馬
と
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、

Ａ
で
は
以
下
の
よ
う
な
「
赤
駒
」
と
類
想
の
も
の
を
詠
ん
で
い
る
と
い
え

る
。３ 

左
和
多
里
の
手
児
に
い
行
き
逢
ひ
赤
駒
が
足
掻
き
を
速
み
言
問
は

ず
来
ぬ 

（
一
四
・
三
五
四
〇
）

４ 

赤
駒
を
山
野
に
は
が
し
捕
り
か
に
て
多
摩
の
横
山
徒
歩
ゆ
か
遣
ら

む 

（
二
十
・
四
四
一
七
）

赤
駒
の
足
の
速
さ
は
、
３
で
は
、
せ
っ
か
く
「
左
和
多
里
」
の
有
名
な

美
女
に
出
会
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
す
ぐ
に
は
止
ま
る
こ
と
の
で
き
な
い

ほ
ど
で
あ
っ
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
４
で
は
、
放
牧
さ
れ
た
赤
馬
を
捕
ま

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
だ
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
二
首
の
よ
う
な
赤

駒
と
し
て
、
Ａ
の
赤
駒
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
俊
足
の
様
は
む
し
ろ
そ
れ
以
上
で
、
雲
居
に
さ
え
も
す
ぐ

に
隠
れ
て
し
ま
う
程
で
あ
る
と
続
け
ら
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
、
雲
居
を
駆
け
る
よ
う
な
類
稀
な
る
俊
足
の
馬
を
、『
万

葉
集
』
は
他
に
「
竜
馬
」
と
称
す
る
。
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伏
し
て
来
書
を
辱
な
み
し
、
具
に
芳
旨
を
承
り
ぬ
。
忽
ち
に

漢
を
隔
つ
る
恋
を
成
し
、
ま
た
梁
を
抱
く
意
を
傷
ま
し
む
。

た
だ
羨
は
く
は
、
去
留
恙
な
く
、
遂
に
披
雲
を
待
た
ま
く
の

み
。

歌
詞
両
首　

大
宰
帥
大
伴
卿

５ 

竜
の
馬
も
今
も
得
て
し
か
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
行
き
て
来
む

た
め 

（
五
・
八
〇
六
）

６ 

現
に
は
逢
ふ
よ
し
も
な
し
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
夢
に
を
継
ぎ
て
見
え

こ
そ 

（
五
・
八
〇
七
）

　
　
　

答
ふ
る
歌
二
首

７ 

竜
の
馬
を
我
は
求
め
む
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
来
む
人
の
た
に

（
五
・
八
〇
八
）

８ 

直
に
逢
は
ず
あ
ら
く
も
多
く
し
き
た
へ
の
枕
去
ら
ず
て
夢
に
し
見

え
む 

（
五
・
八
〇
九
）

「
竜
馬
」
を
歌
う
右
の
歌
に
は
序
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
大
伴

卿
が
某
と
離
れ
て
い
る
こ
と
の
せ
つ
な
さ
が
語
ら
れ
、
相
手
を
慕
う
思
い

は
七
夕
の
二
星
や
尾
生
の
故
事
と
同
じ
で
あ
り
、
某
に
会
え
る
日
を
待
ち

望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

５
・
６
の
歌
に
お
い
て
大
伴
卿
は
、
某
の
い
る
奈
良
に
す
ぐ
さ
ま
行
き

た
い
の
で
竜
馬
が
あ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
７
・
８
の
某

の
答
え
の
歌
で
は
、
奈
良
に
来
た
い
と
言
っ
て
い
る
あ
な
た
の
た
め
に
竜

馬
を
探
そ
う
、
と
い
う
。
天
を
駆
け
る
よ
う
に
足
の
速
い
馬
が
「
竜
馬
」

な
の
で
あ
る
。

雲
居
に
す
ぐ
に
隠
れ
て
し
ま
う
対
象
作
品
の
「
赤
駒
」
は
、
こ
の
天
を

翔
る
「
竜
馬
」
の
よ
う
な
駿
馬
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。Ａ

の
男
の
乗
る
馬
は
、
俊
足
の
、
非
常
に
優
れ
た
馬
で
あ
る
。
そ
し
て

馬
は
当
時
、「
…
た
ら
ち
ね
の　

母
が
形
見
と　

我
が
待
て
る　

ま
そ
み

鏡
に　

蜻
蛉
領
巾　

負
ひ
並
め
持
ち
て　

馬
買
へ
我
が
背
（
十
三
・
三
三

一
四
）」
と
詠
ま
れ
る
通
り
、「
ま
そ
み
鏡
」
と
「
蜻
蛉
領
巾
」
と
い
う
宝

物
二
つ
を
以
て
し
て
や
っ
と
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
、
高
価
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
馬
は
高
級
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
所
有

し
乗
る
こ
と
は
、
富
や
身
分
を
象
徴
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
よ
う
。
そ
の
た
め
、
良
馬
を
持
つ
こ
と
は
人
々
の
あ
こ
が
れ
で
あ
っ
た

に
違
い
あ
る
ま
い
。
Ａ
の
男
は
、
当
時
の
人
々
の
理
想
像
と
い
え
る
。
そ

し
て
そ
の
理
想
像
は
、
当
時
の
女
性
た
ち
の
理
想
的
な
恋
の
相
手
で
も

あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
馬
の
足
の
速
さ
は
、
男
の
女
に
対
す
る
恋
情
の
強
さ
に
も
繋

が
っ
て
い
る
こ
と
が
以
下
の
歌
よ
り
知
ら
れ
る
。
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９ 
い
で
我
が
駒
早
く
行
き
こ
そ
真
土
山
待
つ
ら
む
妹
を
行
き
て
は
や

見
む 

（
一
二
・
三
一
五
四
）

９
は
、
さ
あ
、
我
が
駒
よ
早
く
行
こ
う
。
真
土
山
で
私
を
待
っ
て
い
る

だ
ろ
う
妹
を
、
行
っ
て
早
く
見
よ
う
、
と
い
う
。
こ
れ
は
妹
逢
い
た
さ
に

心
を
は
や
ら
せ
、
馬
を
せ
か
す
男
の
歌
で
あ
る
。
馬
を
せ
か
し
、
走
ら
せ

る
速
度
は
、
そ
の
妹
逢
い
た
さ
に
比
例
し
、
速
く
な
る
。

Ａ
の
男
も
ま
た
「
袖
巻
け
我
妹
」
と
、
妹
と
の
逢
瀬
の
時
を
思
い
な
が

ら
極
め
て
優
れ
た
駿
馬
を
走
ら
せ
る
。
そ
れ
は
Ａ
の
男
が
女
に
対
し
、
狂

お
し
い
ほ
ど
の
強
い
恋
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
Ａ
の
男

は
、
妹
の
許
へ
少
し
で
も
早
く
行
く
た
め
に
、
必
死
に
馬
を
駆
け
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。

Ａ
の
男
は
、
財
を
持
ち
、
俊
足
の
立
派
な
馬
に
乗
る
、
当
時
の
人
々
が

あ
こ
が
れ
る
よ
う
な
男
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
男
が
狂
お
し
い
ほ
ど
の

恋
情
を
抱
き
、
女
の
許
へ
駆
け
て
い
く
こ
と
が
Ａ
に
は
歌
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
男
へ
の
歌
い
返
し
が
、
Ｂ
・
Ｃ
な
の
で
あ
る
。

四
、
泊
瀬
の
女
の
歌
い
返
し

Ｂ
の
歌
は
、
Ａ
の
男
が
赤
駒
に
乗
り
、
直
ぐ
に
も
女
の
許
を
訪
れ
る
こ

と
を
告
げ
る
の
を
受
け
て
、
あ
な
た
の
通
る
泊
瀬
の
道
は
常
滑
の
危
な
い

道
だ
か
ら
、
滑
ら
な
い
よ
う
お
気
を
つ
け
な
さ
い
、
と
歌
う
。『
全
釈
』

は
「
道
中
を
気
遣
ふ
女
心
が
あ
は
れ
で
あ
る
」
と
、
女
の
心
理
を
解
し
て

お
り
、
窪
田
『
評
釈
』
も
、「
女
も
男
の
心
を
信
頼
し
て
、
自
身
の
こ
と

は
全
く
閑
却
し
、
男
が
自
分
を
思
ふ
と
て
、
泊
瀬
道
の
危
険
を
冒
し
て
怪

我
で
も
す
る
こ
と
が
あ
つ
て
は
大
事
」
だ
と
い
う
女
の
思
い
を
読
み
と

り
、「
関
係
の
久
し
い
、
信
頼
し
合
つ
た
、
互
に
相
手
の
上
ば
か
り
思
ひ

合
つ
て
ゐ
る
特
殊
な
歌
」
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
）
（（
（

。

男
の
道
中
を
気
遣
う
女
の
思
い
は
、
以
下
の
よ
う
な
歌
に
み
え
る
。

１ 

信
濃
路
は
今
の
墾
り
道
刈
り
ば
ね
に
足
踏
ま
し
む
な
沓
履
け
我
が

背 

（
十
四
・
三
三
九
九
）

２ 

夏
草
の
阿
比
泥
の
浜
の
掻
き
貝
に
足
踏
ま
す
な
明
し
て
通
れ

（
古
事
記
八
六
番
歌
謡
））

（（
（　

１
は
、
新
し
く
切
り
開
か
れ
た
道
を
通
り
信
濃
へ
向
か
う
男
に
、
そ
の
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道
は
切
り
株
が
あ
っ
て
危
な
い
の
で
足
に
怪
我
を
し
な
い
よ
う
、
沓
を
履

い
て
通
る
よ
う
に
、
と
い
う
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
２
は
軽
太
子
が
伊
予
に

流
さ
れ
る
際
に
軽
大
郎
女
が
歌
う
歌
だ
が
、
歌
意
の
み
を
捉
え
れ
ば
、
夜

に
阿
比
泥
の
浜
を
通
ろ
う
と
す
る
男
に
対
し
、
女
が
貝
の
殻
を
踏
ん
で
足

に
怪
我
を
す
る
と
大
変
だ
か
ら
、
こ
こ
で
夜
を
明
か
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

と
、
男
に
優
し
く
一
晩
の
宿
を
勧
め
る
歌
で
あ
る
。
沓
を
履
く
よ
う
に
い

い
、
一
晩
泊
ま
る
よ
う
に
勧
め
る
こ
と
が
、
危
険
な
道
を
通
る
男
に
対
し

て
の
女
の
気
遣
い
と
な
っ
て
い
る
。

Ｂ
の
女
も
、
自
身
の
許
へ
馬
を
駆
っ
て
や
っ
て
く
る
男
に
対
し
、
常
滑

の
道
で
滑
り
、
怪
我
を
し
な
い
よ
う
気
を
つ
け
て
ほ
し
い
、
と
歌
う
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
諸
注
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
は
信
頼

し
あ
っ
た
、
相
愛
の
男
女
の
問
答
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

Ｂ
で
女
が
歌
い
返
す
の
は
、
Ａ
の
、
自
身
に
狂
お
し
い
ま
で
の
恋
情
を

抱
え
る
男
で
あ
り
、
共
寝
を
求
め
る
歌
を
歌
い
か
け
て
き
た
男
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
女
は
Ｂ
で
、
道
が
滑
り
や
す
い
か
ら
、
気
を
つ
け
て
ほ
し

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

Ａ
の
趣
旨
は
、
共
寝
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
Ｂ
は
、
男

が
足
の
速
い
「
赤
駒
」
に
乗
る
こ
と
に
着
目
し
、
馬
を
と
ば
す
あ
ま
り
滑

ら
ぬ
よ
う
に
、
と
い
う
注
意
の
歌
を
返
す
。
そ
れ
は
、
暗
に
男
の
訪
れ
を

受
け
入
れ
、
共
寝
を
承
諾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｃ
で
、
三
諸
山

に
出
る
月
の
よ
う
に
、
逢
い
た
い
と
願
う
あ
な
た
の
乗
る
馬
の
足
音
が
し

て
き
た
、
と
い
う
、
男
が
女
の
近
く
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を
い
う
歌
に

繋
が
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
が
歌
う
月
は
恋
人
を
比
喩
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
月
の
在

り
方
は
人
麻
呂
歌
集
に
他
に
も
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

３ 

朝
づ
く
日
向
ひ
の
山
に
月
立
て
り
見
ゆ
遠
妻
を
持
ち
た
る
人
は
見

つ
つ
偲
は
む 

（
七
・
一
二
九
四
）

４ 

遠
き
妹
が
振
り
放
け
見
つ
つ
偲
ふ
ら
む
こ
の
月
の
面
に
雲
な
た
な

び
き 

（
十
一
・
二
四
六
〇
）

５ 

ひ
さ
か
た
の
天
照
る
月
の
隠
り
な
ば
何
に
な
そ
へ
て
妹
を
偲
は
む

（
十
一
・
二
四
六
三
）

６ 

我
妹
子
や
我
を
思
は
ば
ま
そ
鏡
照
り
出
づ
る
月
の
影
に
見
え
来
ね

（
十
一
・
二
四
六
二
）

７ 

三
日
月
の
さ
や
に
も
見
え
ず
雲
隠
り
見
ま
く
そ
欲
し
き
う
た
て
こ

の
こ
ろ 

（
十
一
・
二
四
六
四
）

３
は
遠
く
に
愛
し
い
妻
を
持
つ
人
が
、
向
か
い
の
山
に
立
つ
月
を
見
て

そ
の
愛
人
を
思
う
歌
で
、
４
は
遠
く
に
い
る
妹
が
こ
の
月
を
仰
ぎ
見
て
私

を
偲
ん
で
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
歌
う
。
５
は
月
が
隠
れ
た
ら
何
を
よ
す
が
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と
し
て
妹
を
思
え
ば
よ
い
の
か
と
歌
い
、
６
は
我
妹
子
に
、
私
を
思
う
の

な
ら
ば
そ
の
面
影
を
月
影
に
移
し
て
欲
し
い
と
歌
う
。

こ
の
よ
う
に
月
は
恋
人
を
思
い
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
を
内
包
す
る
た
め
、
７
の
よ
う
な
歌
が
成
立
し
て

く
る
。
７
は
三
日
月
が
雲
に
隠
れ
て
は
っ
き
り
見
え
ず
、
そ
の
月
の
よ
う

に
、
最
近
姿
を
見
せ
な
い
あ
な
た
を
見
た
い
と
思
っ
て
い
る
私
だ
、
と
い

う
の
で
あ
り
、
月
と
恋
人
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

７
の
歌
の
よ
う
に
、
Ｃ
も
、「
う
ま
さ
け
の
三
諸
の
山
に
立
つ
月
」
と

「
君
」
と
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
美
し
い
月
の
よ
う
に
見
た
い
（
逢

い
た
い
）
と
思
っ
た
あ
な
た
の
乗
る
馬
の
音
が
し
て
き
た
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

Ｃ
に
お
い
て
、
男
を
待
つ
思
い
は
「
月
」
の
譬
喩
だ
け
に
詠
ま
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
男
が
通
っ
て
き
た
際
の
、
何
ら
か
の
音
が
聞
こ
え
た
と

歌
う
こ
と
も
、
そ
れ
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

８ 

海
人
小
舟
泊
瀬
の
山
に
降
る
雪
の
日
長
く
恋
ひ
し
君
が
音
そ
す
る

（
十
・
二
三
四
七
）

９ 

馬
の
音
の
と
ど
と
も
す
れ
ば
松
陰
に
出
で
て
そ
見
つ
る
け
だ
し
君

か
と 

（
十
一
・
二
六
五
三
）

10 

神
奈
備
の
浅
篠
原
の
愛
し
み
我
が
思
ふ
君
が
声
の
著
け
く

（
十
一
・
二
七
七
四
）

11 

我
が
背
子
に
う
ら
恋
ひ
居
れ
ば
天
の
川
夜
舟
漕
ぐ
な
る
梶
の
音
聞

こ
ゆ 

（
十
・
二
〇
一
五
）

12 

天
の
川
渡
り
瀬
深
み
舟
浮
け
て
漕
ぎ
来
る
君
が
梶
の
音
聞
こ
ゆ

（
十
・
二
〇
一
五
）

８
は
、
泊
瀬
山
に
降
る
雪
の
解ケ

で
は
な
い
が
、
日ケ

長
く
恋
し
く
思
っ
て

い
た
あ
な
た
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
音
が
す
る
、
と
い
う
。
９
は
、
馬
の
足
音

が
聞
こ
え
よ
う
も
の
な
ら
、
す
ぐ
に
松
の
木
陰
に
飛
ん
で
出
て
見
て
い

る
。
も
し
や
あ
な
た
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
、
と
い
う
。
10
は
、
神
々

し
い
神
域
で
あ
る
浅
篠
原
が
見
事
で
心
引
か
れ
る
よ
う
に
、
私
が
思
う
あ

な
た
の
声
が
、
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
て
く
る
、
と
い
う
。
11
・
12
は
七
夕

歌
で
あ
り
、
織
女
の
立
場
で
、
牽
牛
が
天
の
川
を
渡
る
音
が
す
る
、
と
い

う
歌
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
男
を
待
つ
女
が
、
男
が
来
た
の
を
音
で
知
り
、
そ
の
喜
び
を

歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
同
様
に
、
馬
の
音
を
聞
き
、
男
の
訪
れ

に
気
づ
く
Ｃ
も
ま
た
、
ひ
た
す
ら
男
を
待
っ
て
い
た
女
の
、
男
の
訪
れ
を

知
っ
た
喜
び
を
歌
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

Ａ
は
、
男
が
駿
馬
に
乗
り
、
女
の
許
へ
向
か
う
際
に
、
は
や
る
心
の
ま

ま
共
寝
を
歌
い
か
け
る
歌
で
あ
る
。
Ｂ
は
そ
ん
な
男
に
、
道
中
の
危
険
を
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気
遣
う
こ
と
で
、
男
と
同
様
、
自
身
も
焦
が
れ
、
共
寝
の
時
を
心
待
ち
に

し
て
い
る
こ
と
を
暗
に
歌
う
。
そ
し
て
Ｃ
は
、
男
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を

素
直
に
喜
ぶ
思
い
を
歌
い
、
共
寝
の
時
を
迎
え
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
歌
の
構
成
か
ら
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
が
、
相
愛
の
二
人
が
歌

の
掛
け
合
い
の
中
で
互
い
の
思
い
を
確
か
め
、
そ
し
て
逢
瀬
を
遂
げ
る
ま

で
を
歌
い
合
っ
た
、
恋
の
掛
け
合
い
歌
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

五
、
恋
の
掛
け
合
い
歌

以
上
、
対
象
作
品
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
内
容
を
分
析
し

た
。
そ
こ
か
ら
は
、
相
愛
の
男
女
が
歌
を
掛
け
合
う
こ
と
で
、
お
互
い
の

思
い
を
確
認
し
合
い
、
そ
し
て
逢
瀬
を
遂
げ
る
と
い
う
構
成
を
持
つ
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

こ
う
い
っ
た
、
男
女
が
互
い
の
思
い
を
確
認
し
合
い
な
が
ら
、
最
終
的

に
結
ば
れ
る
こ
と
は
、
歌
の
掛
け
合
い
の
構
成
と
し
て
理
想
的
な
も
の
と

い
え
る
。
そ
の
構
成
を
知
る
た
め
に
、
同
じ
く
歌
の
掛
け
合
い
が
現
れ
る

『
詩
経
』
の
例
を
も
と
に
、
こ
の
こ
と
を
見
て
い
く
。

『
詩
経
』
に
は
、
黄
河
流
域
で
開
か
れ
た
歌
の
場
に
お
け
る
歌
々
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
歌
の
掛
け
合
い
の
構
成
が
記
さ
れ
る
も
の

も
あ
り
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
、
古
代
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
歌
の
掛
け

合
い
の
構
成
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
に
挙
げ
る
の
は
、『
詩
経
』「

」（
鄭
風
）
で
あ
る
）
（（
（

。

與
　
　

方
渙
渙
兮 

と

と　

方
に
渙
渙
た
り

士
與
女　
　

方
秉

兮 

士
と
女
と　

方
に

を
秉
る

女
曰
觀
乎　

士
曰

且 

女
曰
く　

觀
ん
か　

士
曰
く　

に
す

且
往
觀
乎 

且
つ
往
き
觀
ん
か

之
外　

洵
訏
且
樂 

の
外　

洵
に
訏
に
し
て
且
つ
樂
し
と

維
士
與
女　

伊
其
相
謔 

維
れ
士
と
女
と　

伊
れ
其
れ
相
謔
し

贈
之
以
勺
藥 

之
に
贈
る
に
勺
藥
を
以
て
す

と

の
川
は
、
雪
解
け
水
で
水
か
さ
を
増
し
、
盛
ん
に
流
れ
て
お

り
、
そ
の
水
辺
に
男
女
は
藤
袴
（

）
を
取
り
に
行
く
。
そ
こ
で
女
は
男

に
、「
見
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
誘
う
。
男
は
、「
も
う
見
ま
し
た
」
と
答

え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
は
、「
そ
れ
で
も
一
緒
に
見
に
行
き
ま
し
ょ
う
。

の
ほ
と
り
は
広
々
と
し
て
い
て
、
と
て
も
楽
し
い
所
で
す
よ
」
と
誘

う
。
か
く
し
て
男
女
は
戯
れ
契
り
合
い
、
互
い
に
芍
薬
の
花
を
贈
り
合
う

の
だ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
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「

」
と
「

」
と
は
、
鄭
国
を
流
れ
る
川
名
で
あ
り
、
黄
河
流
域
の

支
流
で
あ
る
。
こ
の
近
辺
に
は
三
月
の
上
巳
に
村
人
た
ち
が
「

」
と

「

」
の
川
へ
出
か
け
、
禊
ぎ
を
し
、
薬
草
を
採
っ
て
汚
れ
を
は
ら
う
習

俗
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
の
際
の
祭
り
に
興
じ
る
男
女

の
様
子
を
歌
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
（（
（

。

生
命
力
の
復
活
す
る
春
の
祭
り
に
、
男
女
が
言
葉
の
や
り
と
り
を
し
、

戯
れ
結
ば
れ
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
り
は
豊
穣
を
祈
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
で
な
さ
れ
る
恋
愛
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
擬
似

恋
愛
で
あ
る
。
祭
り
の
場
で
擬
似
恋
愛
は
歌
を
以
て
な
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
こ
こ
で
会
話
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
祭
り
の
場
に
お
い
て

は
歌
の
や
り
と
り
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
は
歌
の

掛
け
合
い
の
構
成
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、『
詩
経
』
の
歌
に
は
、
二
人
は
芍
薬
の
花
を
交
換
す
る
と
あ
る
。

こ
の
行
為
は
、
歌
の
掛
け
合
い
の
中
で
相
愛
の
関
係
が
成
立
せ
ね
ば
な
さ

れ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
二
人
の
相
愛
を
象
徴
し
た
行
為
で
あ
る
）
（（
（

。
二

人
が
結
ば
れ
る
、
対
象
作
品
で
い
う
と
こ
ろ
の
Ｃ
の
よ
う
な
歌
は
載
せ
ら

れ
て
い
な
い
。
が
、
し
か
し
、
芍
薬
の
花
が
交
換
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か

ら
、
歌
い
掛
け
、
歌
い
返
す
と
い
う
掛
け
合
い
の
中
で
、
二
人
が
相
愛
の

歌
を
交
わ
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

女
は
男
を
誘
い
、
男
は
そ
れ
を
断
る
。
そ
し
て
、
女
が
再
び
誘
い
を
か

け
る
の
で
あ
り
、
こ
の
や
り
と
り
が
、
歌
の
掛
け
合
い
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
男
女
は
や
り
と
り
を
重
ね
、
最
終
的
に
芍
薬
の
花
を
贈
り
合
う
と
い

う
。
そ
れ
は
二
人
が
歌
の
掛
け
合
い
の
中
で
、
相
愛
の
仲
と
な
っ
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
男
女
は
歌
の
場
に
お
い
て
、
歌
を
掛
け
合
い
、
そ

し
て
最
終
的
に
結
ば
れ
る
こ
と
が
こ
の
詩
よ
り
読
み
解
か
れ
る
の
で
あ

る
。こ

こ
に
、
男
女
の
恋
の
掛
け
合
い
歌
に
は
、
歌
い
掛
け
、
歌
い
返
す
こ

と
で
互
い
の
思
い
を
探
り
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
思
い
を
通
じ
さ

せ
、
二
人
が
結
ば
れ
る
こ
と
で
終
焉
す
る
と
い
う
構
成
の
存
在
が
見
出
せ

る
。男

女
が
歌
い
合
う
こ
と
の
根
底
に
は
、
祭
り
の
場
で
の
豊
穣
や
子
孫
繁

栄
の
祈
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
歌
の
掛
け
合
い
の
中
で
男
女
が
結
ば
れ

る
こ
と
が
予
祝
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
歌
の
掛
け
合
い
で
、
男
女
が
結

ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
恋
の
掛
け
合
い
歌
に
お
い
て
、
男
女
が
結

ば
れ
る
こ
と
は
、
理
想
の
構
成
と
し
て
潜
在
的
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

対
象
作
品
の
歌
の
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は

『
詩
経
』
の
よ
う
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
三
首
が
、
最
終
的
に

二
人
が
結
ば
れ
る
ま
で
を
歌
い
合
っ
た
「
問
答
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
中
で
対
象
作
品
を
見
れ
ば
、
男
女
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が
逢
瀬
の
時
を
迎
え
る
ま
で
の
交
流
を
歌
っ
た
、
恋
の
掛
け
合
い
歌
で
あ

る
こ
と
が
読
み
解
か
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

以
上
、
人
麻
呂
歌
集
の
問
答
歌
三
首
の
歌
内
部
の
設
定
、
お
よ
び
構
成

を
見
て
き
た
。

諸
注
釈
に
お
い
て
Ａ
は
、
旅
立
つ
際
に
男
が
そ
の
別
れ
が
た
さ
を
詠
ん

だ
歌
で
あ
り
、
Ｂ
は
そ
ん
な
男
を
送
り
出
す
歌
、
Ｃ
は
男
の
再
び
の
訪
問

を
喜
ぶ
歌
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
Ｃ
は
Ａ
と
対
応
し
な

い
。
そ
れ
で
は
歌
の
掛
け
合
い
で
あ
る
、「
問
答
」
と
し
て
三
首
は
成
立

し
な
い
の
で
あ
る
。

Ｃ
を
含
め
て
「
問
答
」
と
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
「
問
答
」
は
男
の
訪
れ

で
終
焉
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
詩
経
』
に
見

る
よ
う
な
、
男
女
が
相
愛
と
な
り
、
完
結
す
る
恋
の
掛
け
合
い
歌
と
し

て
、
対
象
作
品
の
構
成
を
再
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

そ
の
場
合
Ａ
は
、「
私
が
乗
る
赤
駒
の
足
は
速
い
の
で
、
す
ぐ
に
雲
居

に
隠
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
共
寝
の
用
意
を
し
て
ほ
し
い
」
と
妹
に
歌
う

歌
と
な
る
。
そ
し
て
Ｂ
は
、
そ
の
遠
方
か
ら
や
っ
て
く
る
男
か
ら
の
問
い

掛
け
に
対
し
て
、「
泊
瀬
の
道
は
常
滑
の
危
険
な
道
な
の
で
、
転
ん
で
怪

我
を
し
な
い
よ
う
に
」
と
歌
う
歌
と
な
ろ
う
。
Ａ
・
Ｂ
は
、
歌
を
交
わ
す

こ
と
に
よ
り
互
い
の
思
い
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
構
成

の
「
問
答
」
だ
か
ら
こ
そ
、
Ｃ
の
、
危
険
な
道
中
を
通
り
、
男
が
や
っ
て

き
た
こ
と
に
気
付
き
、
喜
ぶ
女
の
歌
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

対
象
作
品
は
、
遠
方
よ
り
駿
馬
に
乗
り
、
や
っ
て
く
る
男
と
、
そ
れ
を

待
つ
泊
瀬
の
女
と
い
う
設
定
の
も
と
、
交
わ
さ
れ
た
恋
の
掛
け
合
い
歌
で

あ
る
と
し
、
結
論
付
け
る
。

注１　
『
万
葉
集
』
の
訓
読
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

万
葉
集
』（
一
九
九
四
年

五
月
～
一
九
九
六
年
八
月
、
小
学
館
）
に
依
っ
た
。
し
か
し
、
対
象
作
品
の
Ｂ
の
結

句
を
改
め
て
い
る
。『
新
全
集
』
は
こ
こ
を
「
恋
ふ
ら
く
は
ゆ
め
」
と
し
て
い
る
。
結

句
の
原
文
を
諸
写
本
は
「
戀
由
眼
」
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
西
本
願
寺
本
が
「
コ
フ

ラ
ク
ハ
ユ
メ
」
と
訓
じ
た
こ
と
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
に
お

い
て
「
コ
フ
ラ
ク
」
を
「
戀
」
の
み
で
記
し
た
と
思
し
き
用
例
は
な
い
。
ま
た
、「
コ

フ
ラ
ク
」
に
副
詞
が
接
続
し
た
用
例
は
な
く
、
本
当
に
「
戀
」
を
「
コ
フ
ラ
ク
」
と

読
む
べ
き
か
、
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
、
副
詞
「
ユ
メ
」
に
上
接
す
る
体
言
は
「
心
」

の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
古
義
』
が
「
戀
」
は
「
爾
心
」
の
誤
字
説
を
提
示
し
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
本
論
で
は
試
み
に
『
古
義
』
に
従
い
、
訓
読
を
提
示
し
た

（
窪
田
『
評
釈
』、『
全
註
釈
』、『
集
成
』、『
釈
注
』、『
全
注
』
等
）。

２　

鴻
巣
盛
広
『
万
葉
集
全
釈　

第
三
冊
上
巻
』
四
八
四
頁
（
一
九
八
七
年
四
月
、
秀

英
書
房
）。

３　
『
万
葉
集
全
注　

巻
第
十
一
』
三
八
六
頁
（
担
当
者:

稲
岡
耕
二
氏
、
一
九
九
八
年

九
月
、
有
斐
閣
）。
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４　
『
新
全
集
』
も
「
以
上
三
首
も
、
も
と
別
個
の
歌
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
歌
物　

語
の
歌
だ
け
抜
き
並
べ
た
か
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
立

場
か
ら
対
象
作
品
を
論
じ
た
も
の
に
、
村
瀬
憲
夫
氏
「
人
麻
呂
歌
集
問
答
歌
三
首

（
二
五
一
〇
～
二
五
一
二
）
に
つ
い
て
」（『
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
科

学
）』
第
三
十
四
号
、
一
九
八
四
年
十
二
月
）
が
あ
る
。

５　

橘
千
蔭
『
萬
葉
集
略
解　

下
』
六
六
頁
（
一
九
一
二
年
二
月
、
博
文
館
）。

６　

井
上
通
泰
『
万
葉
集
新
考　

第
四
』
二
三
三
八
頁
（
一
九
二
八
年
七
月
、
国
民
図

書
株
式
会
社
）。

７　

窪
田
『
評
釈
』、『
全
註
釈
』、『
注
釈
』、『
集
成
』、『
新
大
系
』
は
、
対
象
作
品
を

問
答
歌
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

８　
「
袖
巻
く
」
の
語
は
、
腕
を
巻
く
、
即
ち
共
寝
を
す
る
意
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
宣

長
が
「
巻
は
挙
の
誤
に
て
、
ソ
デ
フ
レ
な
ら
ん
。
古
事
記
に
羽
挙
を
ハ
フ
リ
を
訓
め

る
例
な
り
と
言
へ
り
」
と
述
べ
た
こ
と
が
『
略
解
』
に
よ
り
知
ら
れ
る
。
宣
長
は

「
巻
」
と
あ
る
の
は
「
挙
」
の
誤
り
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
『
古
事
記
』
神
武
天

皇
条
に
槁さ
お

根
津
日
子
の
羽
を
ば
た
つ
か
せ
る
様
子
を
示
し
た
「
羽ハ
フ
リ挙

」
の
用
例
を
挙

げ
た
。
こ
の
訓
を
井
上
『
新
考
』
も
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
、『
全
註
釈
』
は
「
巻

く
」
を
枕
く
動
作
と
捉
え
ず
、「
袖
を
ふ
る
の
を
や
め
て
巻
い
て
お
し
ま
い
な
さ
い
」

と
訳
し
、
袖
を
ま
く
る
意
で
捉
え
る
。
し
か
し
用
字
は
諸
写
本
一
致
し
て
「
巻
」
で

あ
り
、
か
つ
袖
を
ま
く
る
意
を
示
す
「
巻
く
」
は
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の

説
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。

９　
『
略
解
』
の
他
、『
新
考
』、『
全
釈
』、『
全
註
釈
』、
窪
田
『
評
釈
』、『
全
釈
』、『
全

注
』、『
新
全
集
』、『
全
歌
講
義
』。

10　

こ
こ
で
い
う
対
象
作
品
の
「
現
実
生
活
の
場
か
ら
離
れ
た
歌
の
場
」
と
は
、
歌
が

掛
け
合
わ
さ
れ
る
、
祭
り
や
市
、
歌
会
を
い
う
。
そ
う
い
っ
た
場
で
は
、
相
手
が
歌

で
示
し
た
設
定
を
瞬
時
に
理
解
し
、
対
応
し
た
歌
を
詠
む
こ
と
が
、
歌
い
手
の
機
知

と
さ
れ
た
。

11　

青
木
生
子
氏
他
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

万
葉
集
三
』（
一
九
八
二
年
十
一
月
、
新

潮
社
）。
橋
本
達
雄
氏
も
「
人
麻
呂
歌
集
巻
向
歌
群
の
歌
」（『
専
修
国
文
』
第
三
十
四

巻
、
一
九
八
四
年
一
月
、
専
修
大
学
国
語
国
文
学
会
）
内
に
お
い
て
、
こ
の
説
を
支

持
さ
れ
て
い
る
。

12　

岡
嶌
秀
仁
氏
「
巻
十
一
、
二
五
一
〇
～
二
の
問
答
歌
三
首
に
つ
い
て
」（『
萬
葉
』

第
一
〇
九
号
、
一
九
八
二
年
二
月
）。

13　

尾
生
の
故
事
と
は
、『
文
選
』
琴
賦
の
李
善
注
に
よ
れ
ば
、
尾
生
と
い
う
男
が
、
女

と
橋
の
下
で
逢
お
う
と
約
束
し
た
が
、
い
く
ら
待
っ
て
も
女
は
来
ず
、
そ
の
う
ち
に

川
の
水
か
さ
が
増
し
、
尾
生
は
橋
脚
を
抱
い
て
死
ん
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
七

夕
の
二
星
と
同
様
、
逢
い
た
い
と
強
く
願
っ
た
こ
と
が
主
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

14　

窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』（
一
九
八
五
年
四
月
、
東
京
堂
出
版
）。
他
、『
全
注
釈
』

や
『
集
成
』、『
釈
注
』、『
全
注
』
が
男
を
気
遣
う
歌
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
見

受
け
ら
れ
る
。

15　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
事
記
』（
一
九
九
七
年
六
月
、
小
学
館
）。

16　
『
漢
詩
大
系　

詩
経　

上
』（
一
九
六
六
年
六
月
、
集
英
社
）。

17　

こ
の
漢
詩
は
、『
後
漢
書
』
礼
儀
志
よ
り
上
巳
習
俗
の
起
源
、
あ
る
い
は
根
拠
と
さ

れ
る
歌
で
あ
る
。

18　

こ
う
い
っ
た
男
女
間
で
の
贈
り
物
の
風
習
は
、
他
に
『
詩
経
』「
木
瓜
」（
衛
風
）、

「
静
女
」（

風
）
に
も
歌
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
贈
り
物
は
相
愛
の
相
手
か
ら

の
贈
り
物
と
し
て
歌
わ
れ
る
。
古
代
日
本
に
お
い
て
も
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
「
俗

の
諺
に
云
へ
ら
く
、
筑
波
峰
の
会
に
、
娉
の
財
を
得
ざ
れ
ば
、
児
女
と
為
ず
と
い
へ

り
」
と
あ
る
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

風
土
記
』
一
九
九
七
年
六
月
、
小
学

館
）。
歌
垣
で
贈
り
物
を
も
ら
え
な
い
よ
う
で
は
一
人
前
の
男
女
と
は
い
え
な
い
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
歌
垣
の
場
で
一
人
前
の
男
女
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
歌
で
相
愛

の
相
手
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
歌
を
歌
い
合
う
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
贈
り
物

の
交
換
は
、
二
人
が
歌
の
中
で
相
通
じ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。


