
樋
　
口
一
葉
　
「
閣
桜
」
　
考

－
　
同
時
代
の
　
「
恋
」
　
を
め
ぐ
る
言
説
の
中
で

は
じ
め
に

「
閤
桜
」
（
明
治
二
五
年
三
月
「
武
蔵
野
」
）
は
、
樋
口
一
葉
の
デ
ビ
ュ
ー
作

で
あ
る
。
し
か
し
長
い
間
、
少
女
趣
味
の
稚
拙
な
初
恋
物
語
と
見
ら
れ
、
評
価

は
低
く
、
師
で
あ
る
半
井
桃
水
へ
の
一
葉
の
恋
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
読
ま

れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
「
暗
夜
」
や
「
大
つ
ご
も
り
」
と
い
っ

た
、
作
家
と
し
て
の
転
機
を
迎
え
る
ま
で
の
習
作
と
し
て
、
他
の
初
期
の
テ
ク

ス
ト
群
と
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。

し
か
し
、
近
年
少
し
ず
つ
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
論
も
出

（

1

一

て
来
て
い
る
。
橋
本
成
氏
は
、

『
伊
勢
物
語
』
第
四
十
五
段
に
筋
の
展
開
を
借
り
乍
ら
、
『
伊
勢
物
語
』
の

そ
れ
が
全
く
表
現
し
な
か
っ
た
「
む
す
め
」
の
心
理
を
、
こ
の
短
い
中
に
、

か
な
り
精
緻
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
寧
ろ
「
専
ら
千

∵
．

代
の
心
理
描
写
だ
け
に
頼
っ
て
ゐ
る
。
」
と
こ
ろ
に
、
『
聞
桜
』
の
価
値
は
、

塚
　
　
本
　
章
　
　
子

先
ず
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

－
J

ま
た
関
礼
子
氏
は
、

片
恋
を
自
覚
し
、
自
覚
し
た
と
た
ん
世
界
に
た
い
す
る
自
分
の
感
じ
方
が

ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
驚
く
者
は
け
っ
こ
う
い
る
は
ず
で
あ

る
。
ひ
と
の
声
を
お
も
い
だ
す
に
つ
け
て
「
身
も
ふ
る
は
れ
」
、
ひ
と
を

「
恋
し
い
」
と
お
も
う
に
つ
け
、
「
恥
か
し
」
さ
や
「
つ
、
ま
し
」
さ
、
は

て
は
「
恐
ろ
し
」
さ
な
ど
の
感
覚
が
蘇
る
と
い
う
経
験
。
一
葉
の
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
は
、
い
ま
で
は
す
で
に
死
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
、

こ
の
よ
う
な
感
覚
の
あ
れ
こ
れ
が
、
古
風
な
意
匠
（
衣
装
）
　
の
も
と
に
内

包
さ
れ
、
息
づ
い
て
い
る
の
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
こ
の
物
語
で
一
葉
が
試
み
た
の
は
、
対
な
る

関
係
や
幻
想
な
ど
で
は
な
く
、
相
手
と
は
別
個
に
存
在
す
る
思
い
で
あ
り
、
恋

す
る
主
体
と
し
て
そ
れ
ら
の
思
い
の
つ
づ
れ
お
り
を
織
る
＝
織
り
あ
げ
て
み
る
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こ
と
で
あ
っ
た
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ど
ち
ら
も
、
「
恋
す
る
主
体
」
と
し
て
の
千
代
の
自
意
識
の
葛
藤
に
、
捨
て

き
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
が
書
か
れ
た
明
治
二
五
年
頃
に
は
、
「
恋
」
や
「
愛
」
と
い

う
も
の
が
真
正
面
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
の
「
色
」
か
らか

ム

「
愛
」
・
「
恋
愛
」
　
へ
と
い
う
転
換
が
な
さ
れ
て
い
く
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
丁
等

『
女
学
雑
誌
』
は
、
近
代
国
家
の
構
成
単
位
と
し
て
、
西
欧
に
恥
じ
な
い
夫
婦

関
係
・
家
庭
を
作
り
だ
そ
う
と
し
、
「
色
」
か
ら
「
愛
」
　
へ
、
更
に
「
愛
」
か

ら
「
ハ
ッ
ピ
ー
・
ホ
ー
ム
」
　
へ
と
い
う
主
張
を
、
継
続
的
に
紡
ぎ
出
し
て
い
た
。

ま
た
、
北
村
透
谷
の
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
（
明
治
二
五
年
二
月
『
女
学
雑
誌
』
）

や
、
「
処
女
の
純
潔
を
論
ず
」
　
（
明
治
二
五
年
一
〇
月
『
女
学
雑
誌
』
）
と
い
っ

た
評
論
は
、
当
時
の
若
者
達
に
強
烈
な
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
の
透
谷
の
一
連
の

「
恋
愛
」
観
は
、
そ
の
後
の
多
く
の
作
家
た
ち
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
「
間
桜
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
新
し

い
　
「
恋
」
　
の
形
成
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
閻
桜
」
　
の
構
想
そ
の
も
の
、
そ
し
て
橋
本
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
伊

勢
物
語
』
第
四
五
段
で
は
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
主
人
公
千
代
の

「
恋
す
る
主
体
」
と
し
て
の
葛
藤
す
る
心
を
書
き
綴
ろ
う
と
す
る
試
み
に
は
、

こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
「
恋
」
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
深
い
結
び
付
き
を
見
出
す

こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
様
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
千
代

の
「
恋
」
　
の
あ
り
よ
う
は
、
一
葉
と
い
う
個
人
の
恋
心
に
還
元
す
る
だ
け
で
は

済
ま
さ
れ
な
い
問
題
を
も
、
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

′

・

U

一

山
根
賢
書
氏
は
、
「
閤
桜
」
　
（
下
）
　
に
つ
い
て
、
「
伊
勢
物
語
」
第
四
五
段
や

「
源
氏
物
語
」
と
い
っ
た
古
典
文
学
の
影
響
と
と
も
に
、
「
軌
を
一
に
す
る
」
同

時
代
の
小
説
と
し
て
、
幸
田
露
伴
の
　
「
対
偶
腰
」
　
（
明
治
二
三
年
一
～
二
月

『
日
本
之
文
筆
』
）
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
良
之
助
に
対
す
る
片
恋
ゆ
え
に
病
臥
し
、
や
が
て
死
に
至
る
お

千
代
を
措
い
た
　
（
下
）
　
の
部
分
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。
こ
の
部
分
も

古
典
文
学
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、
「
伊
勢
物
語
」
　
（
第
四
十
五
段
）
　
や

「
源
氏
物
語
」
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
軌
を
一
に
す
る
も
の

を
同
時
代
の
作
品
に
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
露
伴
の
「
対
偶
倭
」
で
は

な
か
ろ
う
か
。
「
対
欄
按
」
　
の
若
殿
は
ふ
と
耳
に
し
た
噂
話
か
ら
お
妙
を

思
慕
し
、
そ
の
片
恋
ゆ
え
に
病
み
衰
え
て
死
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
「
閤

桜
」
　
の
良
之
助
が
自
ら
に
対
す
る
恋
ゆ
え
に
死
ん
で
行
く
お
千
代
を
如
何

と
も
な
し
難
い
よ
う
に
、
若
殿
の
臨
終
に
か
け
つ
け
た
お
妙
は
な
す
所
を

知
ら
ず
失
神
す
る
。
男
女
と
こ
ろ
を
異
に
す
る
と
は
言
え
、
両
者
は
ほ
ぼ

同
じ
道
行
き
を
た
ど
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
確
か
に
「
対
欄
腰
」
は
、
「
閻
桜
」
　
（
下
）
　
の
形
象

に
大
ま
か
な
輪
郭
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
「
閤
桜
」
は
「
対
欄
懐
」
　
に
と

ど
ま
ら
ず
、
露
伴
の
「
恋
」
　
に
関
す
る
思
想
に
、
も
う
一
歩
深
く
踏
み
入
っ
て
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い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
類
似
し
っ
つ
も
、
異
な
っ
た
方
向
性
を
内

在
さ
せ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

「
対
偶
牒
」
で
は
、
お
妙
に
求
婚
し
て
拒
ま
れ
た
若
殿
が
、
「
恋
」
の
苦
悩

か
ら
肺
病
を
進
行
さ
せ
て
死
ぬ
と
い
う
、
「
閻
桜
」
と
比
べ
る
と
比
較
的
分
か

り
や
す
い
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
お
妙
を
中
心
に
し
て
描
か
れ
て
お

り
、
若
殿
の
様
子
は
、
お
妙
の
も
と
を
訪
れ
る
使
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
遠
く

か
ら
一
通
り
な
ぞ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

活
発
に
聡
明
に
渡
ら
せ
玉
ひ
し
若
殿
御
動
静
ガ
ラ
リ
と
変
り
玉
ひ
、
外
出

も
仕
玉
は
ず
書
見
も
仕
玉
は
で
、
花
に
も
月
に
も
嗟
嘆
の
御
声
ば
か
り
、

望
み
は
絶
し
此
世
に
絶
ぬ
玉
の
緒
の
あ
る
は
悲
し
き
事
の
限
り
ぞ
、
あ
る

に
甲
斐
な
き
生
命
誰
が
為
に
か
な
が
ら
へ
ん
な
ど
と
嘲
ち
玉
ひ
て
、
次

第
、
、
に
三
度
の
御
食
す
、
ま
ず
、
畳
は
う
と
う
と
眠
り
玉
ひ
て
夜
は
寝

難
に
輯
転
玉
ふ
、

「
間
桜
」
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
命
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
を
吹
き
込
ん
だ
の

は
、
同
じ
露
伴
の
「
風
流
悟
」
（
明
治
二
四
年
八
月
r
国
民
之
友
」
付
録
　
筆

号
こ

者
名
は
雷
普
洞
主
）
　
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
風
流
悟
」
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
少
々
長
く
な
る

が
、
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
引
用
す
る
。

恋
と
名
の
つ
い
た
る
も
の
は
即
ち
牢
獄
な
る
か
、
我
は
そ
れ
を
牢
獄
な
り

と
敢
て
断
定
す
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
、
恋
の
範
囲
内
に
入
り
し
も
の
は
皆

必
ら
ず
自
由
を
奪
は
る
れ
ば
、
恋
を
牢
獄
と
い
ふ
も
或
は
当
然
な
ら
む
。

我
恋
せ
ざ
り
し
以
前
は
林
の
中
の
鳥
の
如
く
海
の
中
の
魚
の
如
く
行
か
ん

と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
行
き
得
し
、
又
草
の
上
の
羊
の
如
く
抄
の
上
の
亀
の

如
く
止
ま
り
休
ま
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
止
ま
り
休
み
得
L
が
、
今
は
全
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く
牢
獄
の
中
に
投
ぜ
ら
れ
し
て
同
じ
く
、
我
が
労
働
す
べ
き
地
に
行
か
む

と
欲
す
る
も
行
く
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
、
我
が
静
か
に
眠
ら
む
と
す
る
通

当
な
る
地
に
止
ま
る
こ
と
を
も
得
ざ
る
な
り
。
彼
女
は
我
が
随
意
に
運
動

若
殿
終
に
浮
世
を
あ
ぢ
き
な
く
思
は
れ
し
あ
ま
り
、
う
つ
ら
〈
と
病
ひ

の
床
に
打
臥
さ
れ
て
其
後
御
枕
上
ら
ず
、
療
治
の
詮
方
も
な
く
父
君
母
君

今
は
共
に
最
愛
の
御
嫡
子
に
引
さ
れ
て
心
よ
わ
く
、

と
措
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
恋
心
を
主
体
化
し
、
そ
の
心
の
変
化
を
つ
ぶ
さ
に
辿
ろ
う
と
す

る
言
葉
は
な
い
。
若
殿
の
立
場
を
主
体
化
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
そ
れ
を

さ
ら
に
膨
ら
ま
す
か
の
よ
う
に
、
恋
す
る
者
の
心
の
葛
藤
を
措
こ
う
と
し
た

せ
む
と
す
る
を
別
す
る
獄
丁
な
り
、
彼
女
は
我
が
快
く
憩
は
む
と
す
る
を

叱
咤
し
迫
ひ
立
る
惨
忍
な
る
獄
丁
な
り
。
而
し
て
我
普
通
の
牢
獄
に
あ
ら

ば
そ
の
獄
丁
を
充
分
恨
む
こ
と
を
得
て
、
幾
分
か
尚
は
苺
の
満
ち
た
る
一

睨
に
胸
中
の
気
を
吐
く
こ
と
を
せ
め
て
も
の
腹
癒
せ
と
せ
ん
な
れ
と
、
恨

み
憤
る
と
い
ふ
自
由
さ
へ
も
恋
の
牢
獄
に
て
は
奪
は
れ
た
る
な
り
。
（
略
）

我
が
魂
塊
は
実
に
他
の
一
端
は
彼
女
の
手
中
に
あ
る
と
こ
ろ
の
鉄
鎖
に
つ

な
が
れ
、
狗
の
如
く
牽
か
れ
つ
・
あ
る
な
り
、
孜
が
心
に
は
彼
女
の
名
の



刻
ま
れ
た
る
石
の
伽
の
か
、
り
居
る
な
り
。
（
略
）
　
悲
夫
、
今
は
断
ち
除

く
こ
と
の
力
を
も
奪
は
れ
た
る
な
り
、
断
ち
除
か
ん
と
願
ふ
意
志
の
自
由

さ
へ
亡
び
た
る
ま
で
衰
弱
し
た
る
な
り
。
（
略
）
鳴
呼
、
我
が
我
と
い
ふ

も
の
は
竜
に
此
牢
獄
内
に
復
び
無
邪
気
の
晴
天
、
光
明
正
大
の
白
日
を
見

る
こ
と
無
く
し
て
死
す
べ
き
か
況
ぶ
べ
き
か
、
（
傍
線
・
塚
本
）

こ
こ
に
は
、
形
の
上
で
は
「
対
欄
腰
」
の
若
殿
の
姿
と
も
重
な
り
は
す
る
が
、

し
か
し
、
よ
り
主
体
的
な
視
点
か
ら
、
恋
す
る
者
の
心
の
悶
え
が
表
現
さ
れ
て

い
る
。
恨
も
う
と
し
て
恨
め
ず
、
断
と
う
と
し
て
断
て
ぬ
苦
し
さ
も
付
け
加
え

ら
れ
て
い
る
。

「
閤
桜
」
の
（
上
一
に
お
い
て
は
、
快
活
で
あ
ど
け
な
か
っ
た
千
代
も
ま
た
、

兄
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
良
之
助
に
対
す
る
想
い
が
、
「
恋
」
　
に
変
わ
っ
た
時

か
ら
一
変
し
て
、
ま
る
で
良
之
助
に
取
り
付
か
れ
た
よ
う
に
な
る
。
（
中
）
　
で

は
、
千
代
の
心
は
、
「
か
く
云
は
ゞ
笑
は
れ
ん
か
く
振
舞
は
ヾ
厭
は
れ
ん
と
仮

初
の
返
答
さ
へ
は
か
ぐ
し
く
は
云
ひ
も
得
せ
ず
」
、
「
胸
の
あ
た
り
の
燃
ゆ
べ

く
覚
え
て
夜
は
す
が
ら
に
眠
ら
れ
ず
恩
に
疲
れ
て
と
ろ
く
と
す
れ
ば
夢
に
も

見
ゆ
る
其
人
の
面
影
」
、
「
畳
は
手
ず
さ
び
の
針
仕
事
に
み
だ
れ
そ
の
乱
る
、
心

縫
ひ
と
ゞ
め
て
」
と
、
片
時
も
な
く
激
し
く
乱
れ
続
け
る
。
幾
度
か
「
い
さ
ざ

よ
く
断
念
め
」
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
「
思
案
の
よ
り
糸
あ
と
に
戻
り

ぬ
」
と
、
諦
め
ら
れ
な
い
。
「
其
の
お
や
さ
し
き
が
恨
み
ぞ
か
し
（
略
）
忘
ら

れ
ぬ
は
我
身
の
罪
か
人
の
答
か
恩
へ
ば
憎
き
は
君
様
な
り
」
と
、
良
之
助
が
恨

め
し
く
も
な
り
、
「
今
日
よ
り
は
お
目
に
も
か
、
ら
じ
も
の
も
い
は
じ
お
気
に

障
ら
ば
そ
れ
が
本
望
ぞ
」
と
思
い
も
す
る
の
に
、
「
隣
の
声
を
其
の
人
と
聞
け

ば
決
心
ゆ
ら
〈
と
し
て
　
（
略
）
逢
ひ
た
し
の
心
一
途
に
」
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
し
て
煩
悶
す
る
う
ち
に
、
（
下
）
　
に
至
っ
て
、
千
代
は
痩
せ
衰
え
て
、
死

ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
問
桜
」
の
全
体
の
構
成
は
、
「
恋
」
に
堕
ち
る
以
前
の
気
楽
な
状
態
か
ら
、

「
亦
巴
に
目
覚
め
る
と
一
変
し
て
鬱
々
と
な
り
、
寝
て
も
覚
め
て
も
相
手
へ
の

想
い
に
取
り
付
か
れ
、
恨
も
う
と
し
て
も
恨
め
ず
、
や
が
て
死
ぬ
ほ
ど
ま
で
に

衰
弱
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
は
「
風
流
悟
」
　
の
冒
頭
部
分
を
忠
実
に

た
ど
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
風
流
悟
」
の
「
我
」
の
「
恋
」
は
、
「
彼
女
」
と
互
い
の
気
持
ち

を
知
り
合
っ
て
、
愛
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
「
彼
女
が
我
を

愛
せ
し
こ
と
は
他
の
意
味
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
し
て
、
全
く
乞
食
を
愛
し
盲
者
を

愛
し
、
罪
に
壊
れ
た
る
道
路
を
繕
ひ
っ
、
あ
る
囚
人
を
愛
す
る
ご
と
き
有
様
に

て
我
を
愛
せ
し
の
み
な
れ
ば
な
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
我
」
は
、
「
彼
女
」

が
自
分
を
異
性
と
し
て
「
愛
」
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、

我
は
い
ま
だ
片
言
隻
語
も
彼
女
に
対
し
て
我
が
恋
を
ほ
の
め
か
す
こ
と
を

得
ざ
り
し
。
実
に
彼
女
に
向
つ
て
其
の
面
を
さ
へ
尚
は
能
く
見
る
あ
た
は

ざ
り
し
我
が
、
如
何
に
し
て
か
胸
中
の
真
情
を
吐
毘
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。

さ
れ
ば
彼
女
は
我
が
恋
に
沈
め
る
こ
と
を
或
は
知
ら
ざ
る
な
ら
む
、
走

れ
彼
女
に
在
っ
て
は
至
当
の
事
な
り
、
我
に
在
っ
て
は
幸
福
な
ら
ざ
る
こ
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と
か
。
云
は
ん
か
語
ら
ん
か
、
我
は
卿
を
恋
へ
り
と
い
ふ
こ
と
を
云
ひ
出

さ
ん
か
。
（
略
）
彼
女
が
果
し
て
如
何
な
る
語
を
も
っ
て
如
何
な
る
情
を

も
っ
て
我
を
待
つ
べ
き
か
、
是
れ
素
よ
り
知
る
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
我
」
の
「
亦
巴
は
、
「
彼
女
」
の
自
分
に
対
す
る
「
恋
」
を

確
認
で
き
ぬ
、
一
方
的
な
片
恋
と
し
て
あ
り
、
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
苦
し
み
を
伴
っ
て
措
か
れ
て
い
る
。

「
閻
桜
」
に
お
い
て
も
、
千
代
の
「
恋
」
は
片
恋
で
あ
る
。
千
代
と
良
之
助

の
互
い
の
感
情
は
大
き
く
ず
れ
て
い
る
。
良
之
助
は
、
「
愛
ら
し
と
思
ふ
外
一

点
の
に
ご
り
な
け
れ
ば
我
恋
ふ
人
世
に
あ
り
と
も
知
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、

千
代
に
対
し
て
異
性
と
し
て
の
「
恋
」
　
の
感
情
は
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
。
そ
し

て
千
代
に
も
、
「
妹
と
思
せ
ば
こ
そ
隔
て
も
な
く
愛
し
給
ふ
な
れ
」
と
、
そ
れ

は
分
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
千
代
も
、
夢
に
見
る
ほ
ど
、

良
之
助
に
自
分
の
思
い
を
打
ち
明
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
、
打
ち
明
け
ら
れ

な
い
と
い
う
気
持
ち
の
間
で
激
し
く
揺
れ
て
い
る
。

夢
に
も
見
ゆ
る
其
人
の
面
影
優
し
き
手
に
背
を
撫
で
つ
、
何
を
思
ひ
給
ふ

ぞ
と
さ
し
の
ぞ
か
れ
君
様
ゆ
ゑ
と
口
元
ま
で
現
の
折
の
心
な
ら
ひ
に
い
ひ

も
出
で
ず
し
て
う
つ
む
け
ば
隠
し
給
ふ
は
隔
て
が
ま
し
大
方
は
見
て
知
り

ぬ
誰
れ
ゆ
ゑ
の
恋
ぞ
う
ら
山
L
と
憎
や
知
ら
ず
顔
の
か
こ
ち
言
余
の
人
恋

ふ
る
ほ
ど
な
ら
ば
思
ひ
に
身
の
痩
せ
も
せ
じ
御
覧
ぜ
よ
や
と
さ
し
出
す
手

を
軽
く
押
へ
て
に
こ
や
か
に
さ
ら
ば
誰
を
と
問
は
る
・
に
答
へ
ん
と
す
れ

ば
暁
の
鐘
枕
に
ひ
び
き
て
党
む
る
外
な
き
思
ひ
寝
の
夢
鳥
が
ね
つ
ら
き
は

き
ぬ
ぐ
の
空
の
み
か
は
惜
し
か
り
し
名
残
に
心
地
常
な
ら
ず

思
い
は
こ
の
よ
う
に
、
括
か
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
呼
応
す
る
点
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
「
風
流
悟
」
　
の
「
我
」
の
「
恋
」

は
、
「
位
階
、
爵
禄
、
門
閥
、
容
貌
、
言
語
、
衣
服
、
金
銭
等
」
と
い
っ
た
も

の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
「
夢
の
化
石
世
界
」
　
に
お
い
て
は
、
「
世
界
全

体
」
　
に
阻
ま
れ
て
、
決
し
て
成
就
す
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
。

不
成
就
が
果
し
て
不
幸
に
し
て
成
就
が
果
し
て
幸
福
な
る
も
の
な
ら
ば
我

は
不
幸
の
恋
に
沈
め
る
も
の
な
り
、
如
何
と
な
れ
ば
我
は
夢
の
化
石
世
界

に
於
て
の
最
劣
者
、
彼
女
は
長
勝
者
に
し
て
、
夢
の
化
石
と
化
石
と
が
積

み
立
ち
組
み
織
り
て
成
れ
る
此
世
界
の
一
端
に
彼
女
の
立
ち
、
他
の
一
端

に
我
が
立
つ
間
は
、
一
端
よ
り
他
の
一
端
に
到
る
だ
け
の
間
即
ち
此
世
界
　
3
1

全
体
が
我
と
彼
女
と
を
隔
推
し
て
、
我
と
彼
女
と
の
間
の
障
礎
物
と
し
て
－

成
り
立
て
ば
な
り
。

対
し
て
、
「
閻
桜
」
　
の
千
代
も
、
良
之
助
と
の
断
絶
を
感
じ
て
い
る
。
「
柊
の

よ
る
べ
と
定
め
ん
に
い
か
な
る
人
を
と
か
望
み
給
ふ
ら
ん
そ
は
又
道
理
な
り
君

様
が
妻
と
呼
ば
れ
ん
人
姿
は
天
が
下
の
美
を
尽
し
て
糸
竹
文
芸
備
は
り
た
る
を

こ
そ
な
ら
べ
て
見
た
し
と
我
す
ら
思
ふ
に
御
自
身
は
尚
な
る
べ
し
及
ぶ
ま
じ
き

こ
と
打
出
し
て
」
と
、
千
代
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
の
は
、
良
之
助
が
出
世
し

て
立
派
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
上
）
　
で
、
千
代
は
、
良
之
助

が
「
学
校
を
卒
業
な
さ
れ
て
何
と
い
ふ
お
役
か
知
ら
ず
高
帽
子
立
派
に
里
…
ぬ
り

の
馬
車
に
の
り
て
西
洋
館
へ
入
り
給
ふ
所
を
」
夢
に
見
た
と
話
し
て
い
る
。
将



来
立
派
に
出
世
し
、
高
級
官
僚
と
し
て
上
り
詰
め
て
い
く
と
思
わ
れ
る
良
之
助

に
、
自
分
が
相
応
し
い
女
性
で
は
な
い
と
い
う
劣
等
感
を
千
代
は
持
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
思
い
は
、
一
見
す
る
と
、
余
り
に
も
唐
突
な
劣
等
感
と

し
て
我
々
に
は
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
千
代
の
こ
の
劣
等
感
の
背
景
に
は
何
が

あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い
。
た
だ
、
こ

こ
で
は
、
「
風
流
悟
」
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
千
代
も
ま
た
、
自
分
と
良
之
助

の
間
に
出
来
て
い
く
で
あ
ろ
う
社
会
的
な
階
層
の
違
い
に
、
「
恋
」
　
の
成
就
を

阻
む
も
の
を
予
感
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
間
桜
」
は
「
風
流
悟
」
か
ら
多
く
の
も
の
を
受
け
取
っ

て
い
る
。
た
だ
し
「
閤
桜
」
は
、
「
風
流
悟
」
　
の
主
張
の
全
て
を
受
け
入
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
異
な
る
点
に
つ
い
て
も
、
後
に
触

れ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

二

で
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
な
ぜ
千
代
が
過
剰
な
ほ
ど
に
、
良
之
助
の
秦
に

な
る
こ
と
を
「
及
ぶ
ま
じ
き
こ
と
」
と
感
じ
る
の
か
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。

隣
同
士
に
暮
ら
し
、
仲
の
良
い
両
家
に
、
そ
れ
程
の
「
門
地
」
や
「
門
閥
」
な

ど
の
違
い
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
確
か
に

千
代
は
中
村
家
の
一
人
娘
で
あ
り
、
良
之
助
は
す
で
に
園
田
家
を
相
続
し
て
お

′
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り
、
元
々
結
婚
は
不
可
能
だ
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は

意
外
に
も
千
代
の
意
識
に
は
の
ぼ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
彼
女
の
心
が

陥
っ
て
い
く
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
将
来
の
良
之
助
に
自
分
が
釣
り

合
わ
な
い
と
い
う
思
い
な
の
で
あ
る
。

饗
庭
笠
村
の
「
小
説
む
ら
竹
」
は
、
日
記
に
よ
っ
て
一
葉
が
読
ん
だ
こ
と
が

確
認
で
き
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
を
。
そ
の
第
一
巻
（
明
垣
≡
年
七
月
）
所
収
の

「
窓
の
月
」
が
、
「
閻
桜
」
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
て
い
も
「
窓
の
月
」
は
、
菓
子
屋
の
娘
お
仲
と
、
そ
の
隣
の
眼
鏡

屋
の
息
子
梅
二
郎
と
い
う
幼
な
じ
み
の
男
女
の
婚
姻
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。

「
聞
桜
」
と
一
致
す
る
点
を
あ
げ
れ
ば
、
隣
同
士
で
幼
な
じ
み
の
男
女
で
あ
る

こ
と
、
男
が
出
世
の
途
上
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
年
齢
設
定
も
、
女
が
一
六
歳
、

男
が
二
二
歳
で
同
じ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
窓
の
月
」
第
五
回
に
は
、
お
演
と
お
峯
と
い
う
二
人
の
娘
が
、

「
次
か
ら
束
髪
に
な
る
積
り
で
す
よ
」
な
ど
と
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
喋
り
な
が
ら
、

梅
二
郎
の
嫁
に
は
お
仲
が
決
ま
っ
た
と
噂
す
る
と
こ
ろ
に
お
仲
が
で
く
わ
し
、

冷
や
か
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
「
闇
桜
」
　
の
千
代
が
良
之
助
と

一
緒
に
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
「
束
髪
の
二
群
」
　
に
「
お
む
つ
ま
し
い
こ
と
」

と
「
無
遠
慮
に
」
冷
や
か
さ
れ
る
場
面
と
呼
応
す
る
。
だ
が
、
「
窓
の
月
」
は

次
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
く
。

梅
二
郎
は
、
「
英
学
を
修
め
」
た
若
者
で
、
「
往
々
は
国
会
議
員
と
な
り
馬
車

で
国
会
議
事
堂
へ
出
か
け
や
う
と
い
ふ
下
心
」
を
持
っ
て
い
る
。
梅
二
郎
の
両

親
は
彼
に
、
彼
を
心
か
ら
愛
し
て
お
り
、
気
心
も
知
れ
た
優
し
い
隣
家
の
お
仲

と
の
婚
姻
を
薦
め
る
。
だ
が
、
梅
二
郎
は
新
聞
広
告
を
出
し
て
募
集
す
る
と
言
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う
。
あ
く
ま
で
も
お
仲
を
薦
め
る
父
親
に
、
梅
二
郎
は
「
彼
は
い
け
ま
せ
ん
」

と
言
い
放
つ
。
彼
は
、
「
彼
れ
で
学
問
さ
へ
出
来
れ
ば
私
L
は
向
ふ
が
否
だ
と

い
っ
て
も
貰
ひ
た
う
ご
ざ
い
ま
す
夫
に
ま
だ
お
仲
さ
ん
は
小
児
の
や
う
で
す
か

ら
、
」
と
、
そ
の
「
一
番
肝
要
」
だ
と
い
う
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。
結
局
、

話
は
、
お
仲
を
二
三
年
学
校
へ
通
わ
せ
た
後
に
、
こ
の
緒
を
肇
え
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
落
ち
着
く
。
そ
し
て
結
末
は
、
「
駿
河
台
辺
の
在
る
女
学
校
へ
入
校
さ

せ
L
が
張
り
合
ひ
あ
る
た
め
進
み
早
く
教
師
も
舌
を
捲
く
は
ど
な
れ
ば
梅
二
郎

も
満
足
し
以
前
に
増
し
て
愛
々
し
く
折
々
は
知
ら
ぬ
所
を
教
へ
ま
た
む
づ
か
し

き
事
な
ど
も
い
と
睦
く
語
り
合
ふ
に
双
方
の
親
達
も
笑
み
つ
、
日
を
ば
送
る
と

い
ふ
」
と
雷
か
れ
て
い
る
。

梅
二
郎
と
お
仲
を
隔
て
る
も
の
は
、
お
仲
の
「
学
問
」
の
有
無
な
の
で
あ
る
。

「
窓
の
月
」
で
は
、
お
仲
が
女
学
校
へ
行
く
こ
と
で
容
易
に
解
決
し
て
い
る
が
、

男
性
が
「
知
ら
ぬ
所
を
教
え
」
、
「
む
づ
か
し
き
事
な
ど
も
い
と
睦
く
語
り
合
ふ
」

と
い
う
関
係
を
、
梅
二
郎
は
求
め
て
い
る
。

「
学
問
」
に
よ
っ
て
立
身
出
世
を
遂
げ
た
男
性
た
ち
は
、
相
応
に
「
学
問
」

が
あ
り
、
対
等
に
話
が
出
来
る
よ
う
な
女
性
を
望
む
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
代

の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
そ
ん
な
男
性
た
ち
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
坪
内
遭
遠
の

「
可
憐
横
」
　
（
明
治
二
〇
年
一
二
月
）
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

主
人
公
の
お
民
は
、
幼
少
の
祈
り
に
定
め
ら
れ
た
新
作
の
許
嫁
で
あ
っ
た
が
、

家
の
零
落
と
両
親
の
死
に
よ
っ
て
、
不
遇
な
境
遇
に
あ
っ
た
。
偶
然
に
も
、
新

作
は
お
民
と
出
会
い
、
深
い
仲
に
な
っ
て
し
ま
う
。
お
民
は
新
作
の
家
に
引
き

取
ら
れ
、
新
作
が
洋
行
か
ら
帰
る
ま
で
の
間
、
読
み
書
き
や
言
葉
遣
い
、
行
儀

な
ど
を
、
新
作
の
母
に
仕
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
お
民
を
厭
い
は
じ
め

て
い
た
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
渡
っ
て
帰
国
を
延
ば
し
て
い
た

新
作
は
、
よ
う
や
く
帰
国
す
る
が
、
「
あ
の
お
民
ハ
只
今
よ
り
断
然
離
結
し
た

く
思
ひ
ま
す
か
ら
」
と
母
に
告
げ
る
。
そ
の
理
由
と
は
、

実
は
私
も
欧
州
へ
参
て
色
々
経
験
を
致
し
ま
す
に
つ
け
て
彼
地
の
風
俗
を

観
る
に
つ
け
て
ア
、
真
正
の
夫
婦
と
い
ふ
も
の
ハ
是
非
と
も
斯
な
く
て
ハ

叶
は
な
い
訳
だ
夫
に
八
分
の
学
識
が
あ
れ
バ
妻
に
も
紗
く
と
も
六
七
分
位

ハ
兎
に
角
相
応
し
た
学
問
が
な
く
て
ハ
…
…
互
に
相
助
け
相
慰
め
又
ハ
上

等
の
交
際
を
し
た
と
て
夫
を
毀
け
な
い
位
ま
で
に
ハ
妻
に
も
教
育
か
な
く

て
ハ
な
ら
ぬ
ト
段
々
経
験
か
重
り
ま
す
毎
に
ア
、
不
所
存
な
事
を
し
た
実

に
我
な
か
ら
若
気
と
ハ
い
ヘ
ビ
未
来
の
幸
福
を
種
な
し
に
し
た
昔
の
過
失

が
残
念
で
堪
ら
ず

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
結
局
は
、
母
が
、
お
民
が
ど
ん
な
に
孝
行
な
娘

か
を
涙
な
が
ら
に
訴
え
、
新
作
も
後
悔
し
て
、
二
人
は
元
の
さ
や
に
収
ま
る
と

い
う
幕
切
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
二
人
の
「
恋
」
は
、
女
性
の
「
学
問
」
の

有
無
に
よ
っ
て
、
一
旦
阻
ま
れ
て
い
る
。

r
女
学
雑
誌
」
は
、
彼
ら
知
識
人
男
性
の
、
そ
の
よ
う
な
要
求
を
生
み
出
し

て
い
く
母
体
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
巌
本
善
治
の
「
理
想
之
佳
人
」
（
明
治
二

一
年
四
月
～
五
月
『
女
学
雑
誌
巳
で
は
、
男
性
が
「
文
明
国
民
」
と
し
て
、

「
理
想
」
の
女
性
像
を
い
だ
く
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
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諸
君
が
、
先
祖
伝
来
の
理
想
を
放
榔
し
て
、
更
に
開
化
し
た
る
一
新
の
理

想
を
立
て
ら
れ
る
べ
き
の
時
に
あ
ら
ず
や
。
（
略
）
　
諸
君
も
し
真
に
極
美

の
佳
人
を
理
想
せ
ば
、
極
美
の
佳
人
、
童
に
天
の
一
方
よ
り
降
生
す
る
こ

と
な
か
ら
ん
や
。

そ
の
「
佳
人
」
像
を
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
記
す
の
で
あ
る
。

吾
人
が
最
も
愛
慕
す
る
所
の
佳
人
な
る
も
の
は
、
先
づ
吾
人
を
し
て
之
を

愛
す
る
と
同
に
、
亦
た
之
を
敬
せ
し
む
る
を
得
る
の
資
格
あ
ら
ざ
る
可
ら

ず
。
然
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
沈
魚
落
雁
閉
月
羞
花
の
好
顔
あ
る
こ
と
を
要

せ
ず
。
但
だ
其
頭
脳
の
甚
ハ
だ
確
か
な
る
と
共
に
、
其
の
心
情
の
甚
ハ
だ

優
美
な
る
も
の
、
其
の
識
見
の
甚
だ
遠
大
な
る
と
共
に
、
其
の
用
意
の
甚

だ
綿
密
な
る
も
の
あ
り
て
、
而
し
て
其
品
徳
は
清
潔
潔
白
、
其
風
宋
は
優

雅
温
和
な
ら
ん
こ
と
を
望
む
。
左
れ
ば
も
仮
令
ひ
舞
踏
は
上
手
に
あ
ら
ざ

る
と
も
、
音
楽
も
亦
た
左
程
に
堪
能
な
ら
ざ
る
と
も
、
先
づ
上
帝
を
信
じ
、

真
理
を
喜
び
、
愛
憎
に
富
み
、
自
尊
の
精
神
に
厚
く
、
而
し
て
楚
々
人
を

動
か
す
の
優
美
な
る
態
度
を
以
て
、
内
に
有
為
快
活
な
る
、
忍
強
不
損
の

勇
気
を
含
み
居
ら
ん
こ
と
を
希
が
ふ
も
の
也
。

「
閤
桜
」
と
比
較
的
近
い
時
期
で
も
、
こ
の
基
本
ラ
イ
ン
は
変
わ
っ
て
い
な

い
。
桜
井
精
作
の
　
「
婚
姻
筏
」
　
（
明
治
二
四
年
三
月
「
女
学
雑
誌
し
二
五
五
号
）

で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

愛
の
真
相
は
生
理
的
の
作
用
に
あ
ら
ず
、
又
憐
憫
の
義
侠
心
に
あ
ら
ず
、

実
に
心
霊
と
心
霊
、
パ
ア
ソ
ン
と
パ
ア
ソ
ン
と
の
微
笑
の
握
手
な
り
、
何

ぞ
他
に
要
む
る
を
供
た
ん
、
さ
れ
ど
人
間
も
と
こ
れ
社
会
的
の
動
物
な
り
、

さ
て
は
学
識
、
趣
味
、
理
想
等
の
一
致
を
要
す
る
な
り
、
一
致
と
は
対
等

の
意
に
あ
ら
ず
、
只
感
知
し
通
達
し
得
る
の
謂
な
り
、
換
言
す
れ
ば
理
想

に
も
学
識
に
も
趣
味
に
も
双
方
の
間
に
相
知
ら
ん
こ
と
な
り
、
相
通
ぜ
ん

こ
と
な
り
、
ア
、
霊
肉
両
界
の
知
己
、
こ
れ
円
満
な
る
対
等
の
愛
の
謂
な

り
0

「
閻
桜
」
　
の
千
代
は
、
そ
の
様
な
新
し
い
　
「
学
問
」
を
身
に
付
け
た
女
性
に

は
、
ど
う
し
て
も
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
束
髪
の
一
群
」
　
に
か
ら

か
わ
れ
た
千
代
に
向
か
っ
て
、
良
之
助
は
　
「
彼
は
何
だ
、
学
校
の
御
朋
友
か
、
」

と
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、
千
代
自
身
は
「
束
髪
」
　
で
は
な
く
、
「
高
島
田
」
　
に

結
っ
て
い
ふ
。1
ま
た
、
「
今
の
世
の
教
育
う
け
た
身
に
似
合
し
か
ら
ぬ
詞
も
、
」
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（
傍
線
・
塚
本
）
　
と
語
ら
れ
て
も
い
る
。
千
代
は
、
女
学
校
に
通
い
始
め
た
後

の
「
窓
の
月
」
　
の
お
仲
や
、
「
可
憐
嬢
」
　
に
顔
を
出
す
、
女
学
校
に
通
う
瀧
口

長
子
や
、
例
え
ば
「
浮
雲
」
　
の
お
勢
な
ど
に
比
べ
る
と
、
余
り
に
も
純
朴
で
幼

い
。
そ
し
て
女
学
校
に
通
う
彼
女
ら
の
周
り
に
漂
い
が
ち
な
「
学
問
」
の
匂
い
、

あ
る
い
は
「
英
語
」
の
匂
い
が
、
千
代
か
ら
は
全
く
感
じ
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
反
対
に
、
千
代
は
も
の
を
縫
う
女
と
し
て
括
か
れ
て
い
る
。
「
恋
」
に

目
覚
め
た
後
は
、
た
だ
た
だ
「
畳
は
手
ず
さ
び
の
針
仕
事
に
み
だ
れ
そ
の
乱

る
、
心
縫
ひ
と
ゞ
め
」
る
ば
か
り
で
あ
る
。
千
代
を
語
る
言
葉
も
、
「
思
案
の

よ
り
糸
あ
と
に
戻
り
ぬ
」
、
「
膝
に
つ
き
つ
め
し
曲
尺
ゆ
る
め
る
と
共
に
隣
の
声

を
其
の
人
と
聞
け
ば
決
心
ゆ
ら
く
と
し
て
」
と
、
千
代
が
縫
う
女
で
あ
る
こ



㍍
冥

と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
体
、
良
之
助
の
言
う
「
学
校
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

、〓．

「
窓
の
月
」
　
の
お
仲
が
通
い
始
め
た
と
い
う
駿
河
台
の
女
学
校
の
よ
う
な
、
当

時
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
高
等
女
学
校
と
は
思
え
な
い
。

ま
だ
ご
く
少
数
だ
っ
た
こ
の
よ
う
な
本
式
の
女
学
校
で
は
な
く
、
案
外
、
当
時

l
‖
一

比
較
的
多
か
っ
た
私
立
の
手
芸
学
校
程
度
の
も
の
だ
っ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ

な
い
。
良
之
助
が
や
が
て
抱
く
で
あ
ろ
う
「
理
想
之
佳
人
」
を
、
「
姿
は
天
が

下
の
美
を
尽
し
て
糸
竹
文
芸
備
は
り
た
る
を
こ
そ
」
と
し
か
イ
メ
ー
ジ
で
き
な

い
こ
と
が
何
よ
り
も
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
表
し
て
い
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

千
代
が
、
時
代
の
最
先
端
を
行
く
華
や
か
な
女
学
生
た
ち
か
ら
、
一
歩
遅
れ
た

女
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

千
代
は
、
良
之
助
の
出
世
を
夢
見
て
彼
を
崇
拝
す
れ
ば
崇
拝
す
る
ほ
ど
、
逆

に
自
分
が
妻
と
し
て
は
、
相
応
し
く
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
矛
盾
に
引
き
裂

か
れ
て
い
く
。
そ
の
意
識
の
背
後
に
は
、
互
い
に
尊
敬
し
合
い
、
相
談
相
手
に

な
る
「
学
識
」
の
あ
る
女
性
、
つ
ま
り
「
理
想
之
佳
人
」
を
求
め
、
「
自
由
な

恋
愛
」
を
夢
見
る
、
知
識
人
男
性
た
ち
の
描
く
「
理
想
」
が
、
渦
巻
い
て
い
た

の
で
あ
る
。

「
風
流
悟
」
は
、
「
位
階
、
爵
禄
、
門
閥
、
容
貌
、
言
語
、
衣
服
、
金
銭
等
」

と
い
っ
た
も
の
に
、
純
粋
な
「
恋
」
を
妨
げ
る
も
の
を
見
出
し
て
い
た
。
だ
が

「
閤
桜
」
が
、
千
代
と
い
う
女
性
を
主
体
と
し
た
と
き
、
純
粋
な
「
恋
」
を
阻

む
も
の
と
し
て
彼
女
を
脅
か
し
て
い
る
の
は
、
皮
肉
に
も
、
新
し
い
「
愛
」
が

語
ら
れ
る
と
同
時
に
語
ら
れ
て
い
っ
た
、
対
等
に
話
し
合
え
る
「
学
識
」
あ
る

新
し
い
女
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
知
識
人
男
性
た
ち
の
「
理
想
」
な
の
で
あ

．、いる
。

三

「
風
流
悟
」
は
、
発
表
後
か
な
り
の
反
響
を
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

巌
本
善
治
も
、
「
女
学
雑
誌
」
二
七
九
号
（
明
治
二
四
年
八
月
）
　
の
「
批
評
」

で
、
次
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

風
流
偶
、
風
流
魔
に
ま
さ
り
て
一
段
高
等
の
観
念
に
溢
れ
た
る
は
、
風

〓
・
マ
一

流
悟
な
り
。
（
略
）
其
の
恋
ひ
せ
ざ
る
人
は
、
其
の
人
情
を
談
じ
が
た
じ
、

而
し
て
其
の
恋
と
は
、
言
ふ
迄
も
な
く
、
成
就
を
無
理
に
必
要
す
る
も
の

に
あ
ら
ず
、
此
辺
無
限
の
趣
む
き
、
今
日
洞
主
が
優
し
き
雷
音
に
よ
り
て

や
、
紙
上
に
響
き
残
れ
り
。

「
鳴
呼
斯
の
如
く
に
し
て
我
は
恨
を
忘
れ
た
り
、
愉
快
を
覚
え
た
り
、
探

き
恋
慕
に
入
り
L
を
心
づ
き
て
楽
し
め
り
」
「
而
し
て
我
は
僻
み
た
る
性

を
精
々
和
ら
げ
ら
れ
し
、
我
は
未
曾
有
の
歓
喜
を
得
た
り
し
、
而
し
て
我

は
我
が
周
囲
の
事
物
に
従
前
の
如
く
鋭
ど
く
あ
た
ら
ざ
る
や
う
な
り
し
」

云
々
。
此
辺
段
々
霊
変
の
趣
む
き
、
嘗
て
親
か
ら
経
験
し
た
る
も
の
に
あ

ら
ず
ば
、
味
は
い
を
尽
す
こ
と
難
し
。

色
情
で
は
な
く
、
霊
の
一
体
化
に
よ
る
新
し
い
「
愛
」
を
主
張
し
続
け
て
き

た
巌
本
善
治
は
、
「
風
流
悟
」
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
片
恋
の
あ
り
よ
う
を
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「
其
の
恋
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
風
流
悟
」
を
模
倣
し
た
「
間
桜
」
が
措
く
、
市

井
に
暮
ら
す
普
通
の
少
女
千
代
の
片
恋
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
潮
流
の
中
か
ら

生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

だ
が
巌
本
善
治
は
、
「
風
流
悟
」
に
措
か
れ
た
「
恋
」
の
「
恨
み
」
や
苦
し

み
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
「
愉
快
」
や
「
歓
喜
」
と
い
っ
た
「
悟
り
」

へ
と
変
化
し
て
い
く
結
末
部
分
に
注
目
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
れ
は
、
露
伴
の

「
風
流
悟
」
　
の
特
徴
で
は
あ
る
。

一
方
「
聞
桜
」
は
、
「
風
流
悟
」
　
の
そ
の
よ
う
な
部
分
は
何
も
取
り
入
れ
て

い
な
い
。
「
閻
桜
」
の
最
後
の
一
文
は
、
「
風
も
な
き
軒
端
の
桜
は
ろ
く
と
こ

ぼ
れ
て
夕
や
み
の
空
鐘
の
音
か
な
し
」
と
、
千
代
の
死
を
暗
示
し
て
終
わ
っ
て

い
る
。
表
題
「
閤
桜
」
　
に
つ
な
が
る
こ
の
一
文
は
、
表
立
っ
て
は
何
一
つ
起
こ

ら
ぬ
ま
ま
、
相
手
も
そ
れ
を
知
ら
ぬ
ま
ま
に
、
一
人
心
の
内
で
悶
え
、
く
ず
れ

る
よ
う
に
死
へ
と
吸
い
寄
せ
ら
れ
て
い
っ
た
千
代
の
心
の
「
間
」
　
の
表
現
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
救
い
得
る
も
の
を
、
「
閤
桜
」
は
何
も
描
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
間
桜
」
は
、
そ
こ
に
独
自
の
視
点
を
加
え
て
い
く
。
そ
れ
は
、

「
其
心
今
少
し
早
く
知
ら
ば
斯
く
ま
で
に
は
東
へ
さ
せ
じ
を
と
我
罪
恐
ろ
し
く

打
ま
も
れ
ば
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
千
代
の
恋
心
に
全
く
気
付
か
な
か
っ
た
こ

と
を
、
そ
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
命
を
縮
め
る
と
こ
ろ
ま

で
千
代
を
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
良
之
助
が
自
分
の
「
罪
」
と
し
て

「
恐
ろ
し
く
」
感
じ
て
い
る
事
で
あ
る
。
「
聞
桜
」
　
の
「
閻
」
と
は
ま
た
、
良
之

助
が
感
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
自
ら
の
存
在
の
「
聞
」
で
も
あ
る
。

「
間
桜
」
　
に
描
か
れ
る
「
亦
巴
は
、
西
欧
国
家
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
自
然
に

出
会
い
、
互
い
に
尊
敬
し
合
う
男
女
の
「
愛
」
を
説
き
、
そ
れ
を
夫
婦
関
係
・

家
庭
へ
と
回
収
さ
せ
て
い
く
、
「
女
学
雑
誌
」
が
措
く
よ
う
な
「
恋
」
で
は
な

い
。
ま
た
、
「
風
流
悟
」
　
の
よ
う
に
、
「
恋
」
の
「
恨
み
」
が
、
「
愉
快
」
　
へ
と

変
化
し
て
い
く
よ
う
な
「
恋
」
で
も
な
い
。
相
手
に
伝
え
る
言
葉
を
持
た
ぬ
ま

ま
、
意
識
を
増
殖
さ
せ
、
混
乱
さ
せ
、
救
い
の
な
い
ま
ま
死
へ
と
引
き
ず
り
込

ん
で
い
く
、
「
恋
」
す
る
心
の
不
条
理
な
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
不
器

用
に
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
関
係
や
、
全
く
無
意
識
の
う
ち
に
「
罪
」
を
犯
し
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
聞
桜
」
　
の
発
表
か
ら
約
三
か
月
後
に
は
、
北
村
透
谷
の
「
我
牢
獄
」
　
（
明
　
3
6

治
二
五
年
六
月
「
女
学
雑
誌
－
三
二
〇
号
）
　
が
発
表
さ
れ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、

「
風
流
悟
」
を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

雷
音
洞
主
の
風
流
は
愛
恋
を
以
て
牢
獄
を
遣
り
、
己
れ
是
に
入
り
て
然
る

後
に
是
を
出
で
た
り
、
然
れ
ど
も
我
が
不
風
流
は
、
牢
獄
の
中
に
捕
繋
せ

ら
れ
て
、
然
る
後
に
恋
愛
の
為
に
苦
し
む
、
我
が
牢
獄
は
我
を
殺
す
為
に

設
け
ら
れ
た
り
、
我
も
亦
た
我
牢
獄
に
あ
り
て
死
す
る
こ
と
を
憂
ひ
と
は

せ
ざ
れ
ど
も
、
我
を
し
て
死
す
能
は
ざ
ら
し
む
る
も
の
、
即
ち
恋
愛
な
り
、

而
し
て
彼
は
我
を
生
か
し
む
る
こ
と
を
も
せ
ず
、
空
し
く
我
を
し
て
彼
の

ア
ン
マ
ル
ク
の
狂
公
子
の
如
く
、
我
母
が
我
を
生
ま
ざ
り
し
な
ら
ば
と
打

ち
脚
た
し
む
る
の
み
。



「
我
牢
獄
」
で
亭
っ
「
牢
獄
」
と
は
、
「
風
流
悟
」
の
「
牢
獄
」
と
は
異
な

っ
て
、
「
名
誉
」
「
権
勢
」
「
富
貴
」
「
栄
達
」
な
ど
を
獄
吏
と
す
る
、
い
わ
ば
生

活
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
「
恋
愛
」
は
、
相
手
の
「
魂
」
を
求
め
、
「
我
が
霊

魂
の
半
塊
を
牢
獄
の
外
に
」
漂
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
風
流
悟
」
が

「
解
脱
」
と
い
う
形
で
持
っ
て
い
た
精
神
的
な
高
さ
は
、
こ
こ
で
「
恋
」
そ
の

も
の
の
持
つ
高
さ
と
し
て
転
換
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ

ぅ
に
、
こ
の
透
谷
の
「
恋
愛
」
観
は
、
同
時
代
に
も
後
世
に
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
閤
桜
」
が
影
響
を
受
け
た
「
風
流
悟
」
は
、
こ
の
よ
う
に
大
き
な
反
響
を

呼
び
、
新
し
い
「
恋
」
の
形
成
に
一
つ
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
テ
ク
ス
ト
で

あ
っ
た
。

「
間
桜
」
は
、
「
風
流
悟
」
を
は
じ
め
、
新
し
い
「
恋
」
が
語
り
出
さ
れ
て

い
く
時
代
の
空
気
を
呼
吸
す
る
な
か
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
な
か

で
、
「
間
桜
」
は
、
【
女
学
雑
誌
」
や
露
伴
や
透
谷
の
主
張
す
る
も
の
と
は
異
な

る
一
葉
の
「
恋
」
の
独
自
の
位
相
を
示
し
始
め
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
）
橋
本
威
「
r
間
桜
ヒ
（
r
樋
口
l

一
葉
作
品
研
き
一
九
九
〇
・
一
和
泉
柚
＝
院
）

（
2
）
笹
淵
友
一
氏
の
指
摘
（
「
「
文
学
界
」
と
そ
の
時
代
下
し
「
第
二
初
極
目
］
一
葉
」
一
九

六
〇
二
二
l
，
J
治
押
院
）

（
3
）
間
礼
子
「
r
耗
ひ
と
ヾ
め
」
る
・
わ
ー
「
間
桜
ヒ
（
r
語
る
女
た
ち
の
時
代
一
葉
と
明
治

女
性
衣
現
し
一
九
九
七
・
間
新
瞞
祉
）

（
4
）
佐
伯
順
子
r
「
色
」
と
「
愛
」
の
比
較
文
化
史
（
一
九
九
八
二
…
前
波
背
痛
）

（
5
）
「
析
人
の
地
位
」
（
上
）
～
（
下
）
（
r
女
学
雑
誌
」
箪
丁
喜
ケ
　
l
那
治
一
八
年
八
～
九

月
）
で
は
、
（
上
）
で
、
男
女
の
関
係
に
も
進
歩
の
段
階
が
あ
る
と
し
て
、
「
第
一
に

色
の
時
代
第
二
に
痛
の
時
代
箪
二
に
愛
の
時
代
」
と
分
割
し
、
「
愛
と
ハ
則
ち
基
正
の

霊
魂
よ
り
発
す
る
も
の
と
知
る
べ
し
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
（
下
）
に
お
い
て
、

「
一
家
ハ
平
和
に
治
ま
り
家
内
ハ
親
睦
に
交
ハ
り
て
此
世
に
在
ら
ん
限
り
「
ハ
ッ
ピ

ー
・
ホ
ー
ム
」
（
幸
な
る
家
族
）
を
得
て
楽
み
極
ま
り
な
か
る
べ
き
也
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
く
。
こ
の
論
は
、
r
女
学
雑
逆
の
基
本
的
な
主
張
の
一
つ
と
も
亭
え
、
こ
う
い

っ
た
論
調
は
明
治
二
五
年
頃
で
も
持
続
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
両
税
賢
点
‖
「
一
葉
初
勅
小
説
堪
え
曲
目
（
こ
－
r
間
接
L
 
r
た
ま
搾
」
を
め
ぐ
っ
て
⊥

（
r
学
大
国
文
J
一
二
号
一
九
六
八
二
二
）

（
7
）
一
葉
が
「
風
沈
悟
」
、
あ
る
い
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
r
国
民
之
友
」
を
読
ん
だ
と
い
う

記
録
は
な
い
。
し
か
し
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
よ
も
き
ふ
に
つ
記
」
の
l
別
治

二
六
年
三
月
二
一
日
に
は
、
初
め
て
一
葉
宅
を
訪
れ
た
平
間
禿
木
に
「
今
の
世
の
作

家
の
う
ち
辛
目
ぬ
し
こ
そ
い
と
姉
し
き
人
な
れ
」
と
語
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

穴
澤
溝
l
哨
次
郎
は
「
紅
葉
を
あ
ま
り
認
め
ず
、
小
路
伴
を
高
く
…
l
・
1
つ
て
ゐ
た
や
う
で
す
」

（
「
一
葉
さ
ん
」
二
葉
全
米
－
付
録
月
報
第
二
号
一
九
五
三
・
九
　
筑
摩
替
房
）
と

語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
葉
の
日
記
「
随
感
録
こ
（
表
替
に
明
清
二
五
年
八
月
と
記

載
）
の
四
段
目
目
頭
の
「
恋
と
は
準
心
に
咲
き
山
し
花
の
〔
お
の
づ
か
ら
〕
う
る
は

し
く
た
の
し
く
清
ら
け
き
も
の
な
る
を
」
と
い
う
表
現
は
、
「
風
流
悟
」
の
「
我
が
心

の
棉
せ
樹
に
も
元
来
聞
く
ぺ
く
あ
り
し
愛
の
花
の
咲
き
田
で
た
る
な
る
敗
、
」
と
い
う

衣
現
に
一
致
す
る
。

（
8
）
溝
谷
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
氏
は
、
「
（
狂
気
）
と
骨
春
不
在
1
r
陶
桜
」
を
中
心
に
」
（
r
国
文

学
」
第
三
九
巻
二
号
一
九
九
四
二
〇
）
で
、
千
代
は
「
「
一
粒
も
の
」
で
あ
り
、

家
を
継
ぐ
た
め
に
養
子
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
墟
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
納

が
許
さ
れ
な
い
相
手
を
愛
し
た
」
と
指
摘
す
る
。
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（
9
）
日
記
「
わ
か
革
」
（
明
治
二
四
年
八
月
一
旦
に
、
「
前
鴫
君
よ
り
小
説
本
〔
む
ら
竹
及

涙
番
小
史
〕
十
二
冊
悟
る
」
と
あ
る
。

（
柑
）
藤
井
公
明
「
一
葉
小
説
の
文
事
」
（
二
葉
全
放
し
第
七
巻
所
収
一
九
五
六
・
六

筑
蟹
缶
房
）
、
山
根
繋
書
前
掲
論
文
、
滝
藤
捕
義
「
一
乗
初
期
小
説
外
T
l
r
闇
桜
」
か

ら
r
暁
月
夜
」
ま
で
」
（
r
一
葉
文
学
　
生
成
と
展
開
」
一
九
九
八
二
一
明
治
酔
院
）

と
P
一
〇

ル
ー
r

（
‖
）
r
女
学
雑
誌
－
で
は
、
第
二
五
二
号
（
明
治
二
四
年
二
月
）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
束
髪
と
て
も
只
今
の
位
に
て
は
な
く
、
幾
分
か
工
夫
し
て
、
迫
々
に
井
恰
好
能
や
う

に
し
な
ば
、
軒
梗
と
衛
生
の
点
と
に
於
て
、
是
迄
の
日
本
風
の
結
髪
に
膠
の
み
な
ら

ず
、
美
術
上
よ
り
い
ふ
も
旧
来
の
結
髪
に
、
見
劣
り
せ
ぬ
よ
う
に
な
る
べ
し
、
（
略
）

今
後
依
然
と
し
て
束
髪
の
行
は
れ
た
ら
ん
に
は
漸
次
に
、
其
英
を
換
発
す
べ
し
」
と

あ
り
、
束
髪
を
擁
護
す
る
立
場
を
維
持
し
て
い
る
。

（
ほ
）
中
山
清
美
氏
は
、
「
女
学
生
作
家
の
登
場
－
r
薮
の
夢
二
扁
女
の
鑑
」
、
厳
本
番
治
の

小
説
を
中
心
に
し
て
－
」
（
r
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
し
第
二
ハ
号
一
九
九
八
二

二
）
で
、
田
辺
花
岡
r
薮
の
梵
」
（
明
堕
二
年
六
月
）
、
木
村
略
「
婦
女
の
鑑
」
（
明

治
二
二
年
一
月
～
二
月
）
、
二
葉
亭
四
迷
の
r
浮
雲
」
（
明
治
二
〇
年
六
月
）
、
中
島
湘

煉
「
山
間
の
名
花
」
（
明
治
二
二
年
二
月
～
五
月
）
な
ど
を
取
り
上
げ
、
「
女
学
生
と

い
え
ば
、
英
語
と
毛
糸
編
み
の
み
が
達
者
な
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
広
く
行
き
渡

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
3
）
駿
河
台
袋
町
に
あ
っ
た
放
台
英
和
女
学
校
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。

（
川
）
櫻
井
役
氏
の
r
女
子
教
育
史
　
教
育
名
著
黄
色
」
（
一
九
八
一
・
九
　
日
本
図
群
セ

ン
タ
ー
　
初
版
は
一
九
四
三
二
一
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
四
年
に
は
各
棟
学
校
総
数

は
一
七
〇
〇
校
を
節
し
、
生
徒
は
八
五
八
〇
六
人
（
内
女
子
生
徒
一
六
二
一
七
人
）

を
数
え
て
い
る
。
明
治
一
九
年
の
手
芸
学
校
の
学
校
数
及
び
生
徒
数
は
、
公
立
二
校

（
二
六
九
人
）
、
私
立
一
二
八
校
（
三
二
二
二
人
）
、
明
治
二
〇
年
の
生
徒
数
は
、
公
立

一
九
四
人
、
私
立
四
四
〇
五
人
を
数
え
て
い
る
。
高
等
女
学
校
政
は
明
治
二
〇
年
で

官
公
立
七
校
、
私
立
二
校
で
、
生
徒
数
は
二
三
六
〇
人
、
明
治
二
四
年
に
は
官
公

立
八
校
、
私
立
二
一
校
、
生
徒
数
二
七
六
九
人
で
あ
る
。

（
ほ
）
（
7
）
に
も
揚
げ
た
一
葉
の
「
随
感
録
こ
の
二
段
日
に
は
、
「
人
々
を
恋
う
そ
も
く

な
ん
の
所
謂
ぞ
や
　
あ
だ
な
る
姿
う
つ
く
し
き
声
ね
な
ど
に
思
ひ
し
む
る
桟
は
か
さ

は
お
き
て
学
才
芸
能
に
ま
よ
へ
る
心
い
と
抽
し
」
と
軒
か
れ
て
も
い
る
。

－
　
つ
か
も
と
・
あ
き
こ
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－
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