
「
人
に
　
『
す
み
つ
く
』
か
ほ
の
け
し
き
は
」

－
　
平
中
の
妻
と
『
は
い
ず
み
』
の
女
　
－

（1）

平
中
墨
塗
り
詔
は
、
現
在
、
『
古
本
説
話
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
宋
摘
花
巻

の
光
源
氏
の
言
葉
に
注
を
付
し
た
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
に
よ
り
知
ら
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
古
注
で
ほ
、
平
安
末
期
成
立
の
『
源
氏
物
語
釈
』
に
す
で
に

（2）

み
え
る
こ
と
か
ら
、
平
安
末
期
以
前
に
は
流
布
し
て
い
た
話
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
平
中
墨
塗
り
詔
は
、
耽
せ
ら
れ
て
い
る
文
献
に
よ
っ
て
そ
の
姿
が
多
少

異
な
る
も
の
の
、
概
ね
　
－
　
平
中
が
女
の
前
で
愛
情
の
あ
る
と
こ
ろ
を
み
せ
よ

う
と
硯
瓶
の
中
に
水
を
入
れ
て
持
ち
歩
き
「
そ
ら
泣
き
」
を
し
て
い
た
、
そ
の

こ
と
を
知
っ
た
平
中
の
要
が
硯
瓶
の
水
を
墨
と
入
れ
替
え
た
た
め
に
、
知
ら
ず

（3）

に
「
そ
ら
泣
き
」
を
し
た
平
中
の
族
が
真
っ
黒
に
な
っ
た
　
ー
　
と
い
う
話
で
あ

る
。『

源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
に
梗
概
の
記
さ
れ
た
平
中
量
塗
り
詔
は
署
名
で
あ

る
が
、
こ
の
話
の
末
尾
に
み
え
る
平
中
の
豪
の
歌
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な

米
　
　
田
　
　
新
　
　
子

い
。

む
ら
さ
き
の
う
へ
に
は
な
へ
に
つ
け
て
み
せ
給
所
。
御
す
ゝ
り
か
め
の
水

に
か
み
を
ぬ
ら
し
て
の
こ
ひ
給
へ
は
、
平
中
か
や
う
に
い
ろ
と
り
か
え
給

な
と
あ
る
は
、

平
中
み
る
女
こ
と
に
な
く
け
し
き
を
見
せ
ん
と
て
、
す
⊥
り
か
め
に
み

つ
を
い
れ
て
く
し
て
、
め
を
ぬ
ら
し
け
る
を
、
女
こ
ゝ
ろ
え
て
、
そ
の

か
め
に
す
み
を
す
り
て
い
れ
た
り
け
る
を
、
し
ら
て
、
れ
い
の
や
う
に

し
て
か
へ
り
け
る
み
て
、
女

わ
れ
に
こ
そ
つ
ら
さ
を
君
か
み
す
れ
と
も
人
に
刊
副
l
q
引
か
は
の

（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

け
し
き
は
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
田
家
本
『
源
氏
物
語
釈
』
）

こ
の
「
わ
れ
に
こ
そ
」
の
歌
は
、
「
私
に
は
薄
情
な
態
度
し
か
あ
な
た
は
見
せ

て
く
れ
な
い
け
れ
ど
、
他
の
女
に
住
み
つ
い
て
彼
女
に
は
愛
情
が
あ
る
こ
と
を

示
す
涙
を
見
せ
て
い
る
の
ね
、
あ
な
た
の
顔
に
墨
が
つ
い
て
い
る
の
を
見
れ
ば

（6）

わ
か
る
の
よ
」
と
い
っ
た
意
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
二
人
妻
」
の
設
定
が
あ
る

10



こ
と
、
そ
し
て
、
第
四
旬
の
「
す
み
つ
く
」
に
「
住
み
つ
く
」
・
「
塁
つ
く
」
が

掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
二
点
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。

こ
の
「
住
み
」
・
「
墨
」
の
掛
詞
が
、
『
ほ
い
ず
み
』
前
半
・
後
半
の
「
住
み
」

と
「
墨
」
の
対
照
に
活
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
本
論
の

目
標
と
す
る
論
旨
で
あ
る
。
平
中
墨
塗
り
詔
と
『
は
い
ず
み
』
の
関
わ
り
に
つ

い
て
は
以
前
か
ら
御
指
摘
が
あ
り
、
顔
に
墨
を
塗
る
と
い
う
趣
向
の
共
通
性
か

ら
『
は
い
ず
み
』
後
半
部
と
の
つ
な
が
り
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
私
は
、
こ
の

平
中
昆
塗
り
詔
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
掛
詞
を
利
用
し
た
方
法
に
よ
っ
て
、

後
半
だ
け
で
な
く
前
半
に
も
大
き
く
関
わ
り
、
前
半
と
後
半
を
結
ぶ
、
言
わ
ば

蝶
番
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
太
稿
で
は
、

こ
の
よ
う
に
平
中
の
要
の
詠
歌
の
意
味
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
二
人
妻
」

説
話
の
新
し
い
展
開
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

二

堤
中
納
言
物
語
中
の
一
作
品
『
は
い
ず
み
』
は
、
「
二
人
妻
」
説
話
の
系
譜

に
あ
る
物
語
で
あ
り
、
も
と
の
女
へ
の
男
の
回
帰
が
描
か
れ
た
前
半
と
、
新
し

い
女
へ
の
男
の
愛
想
づ
か
し
が
措
か
れ
た
後
半
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
『
は
い

ず
み
』
作
者
の
構
想
の
内
実
を
探
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
か
ら
『
は
い
ず
み
』
に

お
い
て
注
目
す
る
事
柄
が
、
「
二
人
妻
」
説
話
の
中
で
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を

呈
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、

「
二
人
妻
」
説
話
と
『
は
い
ず
み
』
の
諸
要
素
の
比
校
に
関
し
て
は
、
す
で
に

（
7
）
　
　
　
　
　
　
（
8
）

神
尾
陽
子
氏
・
竹
村
信
治
氏
に
御
論
が
あ
る
。
が
、
本
稿
は
そ
れ
ら
の
先
行
研

究
と
は
や
や
視
点
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
私
に
注
目
す
る
観
点
を
表

に
し
て
示
し
た
。

11

危
機
的
状
況
義
諸
豊

『
伊
勢
』
蔚

『
l
崩
甜
鋤
謝
可
l
l

一
四
九
段

禦
譜
紬
通
い
福
間
見

男
に
新
し
い
通
い

所
が
で
き
る

も
と
　
の
女
の
歌

風
ふ
け
ば
お
き
つ
白
波
相
可
村
山
よ
は
に

や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む

風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
波
現
d
山
夜
半
に

や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む

『
大
和
物
語
』

一
五
七
段

新
し
い
女
を
厭
う
よ
う
に
な
る
理
由

い
寸
L
は
‥
つ
尋
1
、
l
車
づ
l
か
り
笥
－
笥
子
の
．
引

－．．．‥一‥‥．一・‥…、・－仲－－一．．、一、．－‥…一．－－、．㍉一、．．、．一．、．㍉…一‥．Ⅲl一、－．

品
墨
㌣
髭
豊
紹
鴎
㌣
埴
錯
㌍
鎧
鵠
じ

『
今
昔
物
語
集
』

巻
三
〇
ノ
一
〇

鴇
1ヽこ

j止

の

活
躍

ふ
ね
も
い
ぬ
ま
か
ぢ
も
見
え
じ
今
日
よ
り

ほ
う
き
世
の
中
を
い
か
で
わ
た
ら
む

フ
ネ
モ
コ
ジ
マ
カ
ヂ
モ
コ
ジ
ナ
ケ
フ
ヨ
リ

ハ
ウ
キ
世
ノ
ナ
カ
ヲ
イ
カ
デ
ワ
タ
ラ
ム



①
他
に
、
『
古
今
和
歌
集
』
九
九
四
番
左
注
・
『
十
訓
抄
』
第
八
に
み
え
る
。

⑨
他
に
、
『
十
訓
抄
』
第
八
・
『
沙
石
英
』
巻
第
七
に
み
え
る
。

な
お
、
①
か
ら
④
の
引
用
は
、
す
べ
て
、
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
っ
た
。

「
二
人
要
」
説
話
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
話
と
し
て
は
、
表
に
記
し
た
作
品
群

が
指
摘
で
き
る
。
同
語
関
係
に
あ
る
も
の
は
、
同
じ
数
字
の
見
出
し
の
も
と
に

分
類
し
た
。
こ
れ
ら
、
『
は
い
ず
み
』
も
含
め
た
「
二
人
妾
」
説
話
の
範
疇
に

あ
る
話
は
、
大
筋
と
し
て
は
、
－
　
長
年
仲
睦
ま
じ
か
っ
た
夫
婦
が
新
し
い
女

の
出
現
に
よ
っ
て
危
枚
に
陥
る
も
の
の
、
も
と
の
女
の
詠
ん
だ
歌
に
男
が
心
動

か
さ
れ
夫
婦
が
も
と
の
鞘
に
収
ま
る
　
ー
　
と
い
う
点
で
勿
論
一
致
す
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
作
品
に
国
有
の
要
素
も
有
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
相
違
点
の
ど
こ
に

着
目
す
る
の
か
を
、
そ
の
理
由
と
と
も
に
以
下
述
べ
る
。

「
二
人
妻
」
説
話
の
枠
組
を
持
つ
話
の
場
合
、
も
と
の
女
は
新
し
い
女
へ
の

男
の
懸
想
を
知
っ
た
後
も
、
そ
の
苦
衷
を
表
に
出
そ
う
と
は
し
な
い
。
も
と
の

女
の
普
段
は
隠
さ
れ
た
心
情
が
、
ど
ん
な
か
た
ち
で
男
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の

か
が
、
「
二
人
妻
」
説
話
の
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ソ
ト
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
趣
向
の
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
も
と
の
女
の
詠

歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
、
も
と
の
女
へ
の
男
の
回
帰
と
、
こ
れ
を

背
後
か
ら
援
謹
す
る
新
し
い
女
へ
の
男
の
愛
想
づ
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を

い
か
に
独
自
に
工
夫
す
る
か
が
作
者
の
脱
の
み
せ
ど
こ
ろ
の
一
つ
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
趣
向
に
つ
い
て
も
と

の
女
の
詠
歌
を
核
と
し
つ
つ
検
討
し
た
い
。
そ
の
た
め
、
注
目
す
る
項
目
と
し

て
、
趣
向
の
出
発
点
で
あ
る
危
機
的
状
況
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の

か
、
危
機
脱
出
の
き
っ
か
け
　
－
　
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
男
が
も
と
の
女
の

歌
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
　
ー
　
と
な
っ
た
の
は
何

な
の
か
、
物
語
の
設
定
を
ふ
ま
え
て
も
と
の
女
の
歌
が
ど
の
よ
う
に
仕
立
て
ら

れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
新
し
い
女
を
男
が
厭
う
よ
う
に
な
る
理
由
と
し
て

ど
ん
な
設
定
が
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
と
り
あ
げ
た
。

①
の
「
沖
つ
白
波
」
の
話
の
場
合
、
新
し
い
女
へ
の
男
の
通
い
が
危
枚
的
状

況
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
危
機
を
救
う
き
っ
か
け
が
、
男
に
よ
る
も
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と
の
女
の
垣
間
見
で
あ
る
。
も
と
の
女
は
そ
の
時
、
「
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
た

瑚
村
山
l
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
と
い
う
、
男
の
「
高
安
」
通
い
を

気
迫
う
歌
を
詠
み
、
男
の
翻
意
が
実
現
す
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
は
み
ら
れ
な

（9）

い
も
の
の
、
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
「
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
」
、
『
大

和
物
語
』
に
お
い
て
は
「
月
の
い
と
い
み
じ
ぅ
お
も
し
ろ
き
に
」
と
あ
る
よ
う

に
、
美
し
い
「
月
」
の
も
と
で
の
垣
間
見
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の

「
二
人
妻
」
説
話
に
は
み
ら
れ
ず
、
『
古
今
和
歌
集
』
　
『
大
和
物
語
』
に
記
さ

れ
た
「
沖
つ
白
波
」
の
話
に
特
有
の
要
素
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
大
和

物
語
』
に
お
け
る
も
と
の
女
の
描
写
は
、
雅
な
詠
歌
の
場
面
の
後
に
、
「
こ
の

女
、
う
ち
泣
き
て
ふ
し
て
、
か
な
ま
り
に
水
を
入
れ
て
、
駒
に
な
む
す
ゑ
た
り

け
る
。
あ
や
し
、
い
か
に
す
る
に
か
あ
ら
む
と
て
、
な
は
見
る
。
さ
れ
ば
こ
の

水
、
熱
湯
に
た
ぎ
り
ぬ
れ
ば
、
湯
ふ
て
つ
。
ま
た
水
を
入
る
」
と
い
う
胸
の
う

ち
の
情
念
の
炎
を
ほ
と
ば
し
ら
せ
た
、
や
や
も
す
る
と
グ
ロ
テ
ス
ク
と
も
な
り

か
ね
な
い
情
景
を
つ
な
げ
て
お
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
「
二
人
妾
」
説
話
の
中
で

は
異
色
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
か
ら
、
『
大
和
物
語
』
は
、
『
は
い
ず
み
』
に

直
接
結
実
し
て
い
く
萌
芽
を
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
展
開
す
る
『
は
い
ず
み
』
の

趣
向
の
検
討
も
ふ
ま
え
た
上
で
、
も
う
一
度
触
れ
た
い
。
男
が
新
し
い
女
を
厭

う
よ
う
に
な
る
理
由
は
、
『
伊
勢
物
語
』
と
『
大
和
物
語
』
と
で
は
若
干
異
な

る
も
の
の
、
「
手
づ
か
ら
飯
匙
と
り
て
」
や
「
大
柿
を
面
相
に
さ
し
か
け
て
を

り
」
等
か
ら
、
新
し
い
女
の
粗
野
な
属
性
の
た
め
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

◎
の
場
合
、
男
が
家
財
道
具
一
切
と
と
も
に
新
し
い
女
の
も
と
へ
去
っ
て
し

ま
う
と
い
う
危
機
的
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
一
つ
も
と
の
女
の
手
元

に
残
っ
た
の
は
「
馬
ぶ
ね
」
の
み
で
、
そ
れ
さ
え
も
男
の
従
者
で
あ
る
「
ま
か

ぢ
」
と
い
う
童
が
取
り
に
や
っ
て
来
る
。
こ
の
童
に
託
し
た
も
と
の
女
の
歌
、

「
利
相
も
い
ぬ
到
射
場
も
見
え
じ
今
日
よ
り
ほ
う
き
世
の
中
を
い
か
で
わ
た
ら

む
」
が
男
の
心
を
動
か
し
た
。

◎
で
は
、
男
が
新
し
い
女
を
家
に
連
れ
て
来
て
、
も
と
の
女
は
新
し
い
女
と

「
壁
を
へ
だ
て
て
」
住
む
、
あ
る
い
は
「
家
を
並
べ
て
」
住
む
と
い
う
危
機
的

状
況
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
「
鹿
」
の
鳴
き
声
に
対
し
て
、
も
と
の
女
が
「
わ

れ
も
U
か
な
き
て
ぞ
人
に
恋
ひ
ら
れ
し
今
こ
そ
よ
そ
に
声
を
の
み
開
け
」
と
い

う
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
男
は
彼
女
の
風
雅
な
心
に
感
じ
入
り
愛
情
が
挺

る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
方
で
は
、
新
し
い
女
の
風
抗
よ
り
も
食
い
気
に
走
る

発
言
が
、
新
し
い
女
を
男
が
厭
う
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
。④

の
話
の
場
合
、
危
機
的
状
況
と
し
て
、
男
が
新
し
い
女
の
も
と
へ
去
っ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
誤
っ
て
も
と
の
女
の
と
こ
ろ
に
届

け
ら
れ
た
「
蛤
」
　
「
海
松
」
を
、
取
り
返
し
に
や
っ
て
来
た
童
に
託
し
た
も
と

の
女
の
歌
、
「
ア
マ
ノ
ッ
ト
ヲ
モ
ハ
ヌ
カ
タ
ニ
ア
リ
ケ
レ
．
ハ
封
ナ
ク
モ

カ
へ
シ
ツ
ル
カ
ナ
」
が
男
の
心
を
打
っ
た
。
こ
の
も
と
の
女
の
風
流
の
心
に
対

し
て
、
新
し
い
女
の
食
い
気
が
◎
と
同
様
に
設
定
さ
れ
、
男
が
新
し
い
女
を
厭

う
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
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以
上
、
歌
を
中
心
に
、
も
と
の
女
へ
の
男
の
回
帰
・
新
し
い
女
へ
の
男
の
愛

想
づ
か
し
の
事
情
を
記
す
に
際
し
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
趨
向
を
一
覧
し

た
。
も
と
の
女
の
詠
歌
に
関
し
て
ま
と
め
れ
ば
、
①
の
「
沖
つ
白
波
」
の
話
を

除
く
◎
◎
④
の
話
の
場
合
、
「
ふ
ね
」
　
「
ま
か
ぢ
」
等
の
具
象
的
素
材
を
詠
み

込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
言
わ
ば
現
実
密
着

型
の
詠
歌
で
あ
り
、
非
和
歌
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
「
沖
つ
白
波
」
の

方
は
、
和
歌
と
し
て
の
叙
情
を
十
分
に
湛
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
他
の

⑧
㊥
㊥
の
話
と
は
異
質
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
、
『
は
い
ず
み
』
に

立
ち
現
れ
た
世
界
は
、
「
二
人
妻
」
説
話
の
中
で
は
「
沖
つ
白
波
」
の
話
に
近

接
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
詳
し
い
こ
と
は
、
以
下
の
検
討
に
謀
り
た
い
。

三

次
に
、
『
は
い
ず
み
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
、
そ
れ

が
い
か
に
詠
歌
に
結
実
し
て
い
る
の
か
を
、
み
て
み
た
い
。

『
は
い
ず
み
』
で
設
定
さ
れ
た
も
と
の
女
の
危
校
は
、
彼
女
が
長
年
住
み
慣

れ
た
家
を
出
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

「
（
中
略
）
世
の
人
々
は
『
妻
す
ゑ
た
ま
へ
る
人
を
。
思
ふ
と
、
さ
言
ふ

と
も
、
家
に
す
ゑ
た
る
人
こ
そ
、
や
ご
と
な
く
思
ふ
に
あ
ら
め
』
な
ど
言

ふ
も
安
か
ら
ず
。
げ
に
、
さ
る
こ
と
に
侍
る
」
　
　
（
『
は
い
ず
艶

と
し
て
、
新
し
い
女
の
親
は
娘
と
男
と
の
同
居
を
迫
っ
た
。
こ
う
し
た
圧
力
に

ょ
っ
て
自
身
の
愛
惜
の
深
さ
が
試
さ
れ
て
い
る
男
は
、
な
か
は
強
が
り
か
ら
新

し
い
女
を
自
分
の
家
へ
迎
え
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
そ
し
て
、
男
は
た
め
ら
い

つ
つ
も
、
新
し
い
女
が
家
に
や
っ
て
来
る
こ
と
を
も
と
の
女
に
う
ち
あ
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。

「
（
中
略
）
か
し
こ
に
　
『
土
犯
す
べ
き
を
、
こ
こ
に
渡
せ
』
と
な
む
言
ふ

を
。
い
か
が
思
す
。
ほ
か
へ
や
往
な
む
と
思
す
。
何
か
は
苦
し
か
ら
む
、

か
く
な
が
ら
、
端
つ
か
た
に
お
は
せ
よ
か
し
。
忍
び
て
、
た
ち
ま
ち
に
、

い
づ
ち
か
は
お
は
せ
む
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
は
い
ず
み
b

男
は
、
「
向
こ
う
で
は
、
土
忌
み
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
へ
移

せ
、
と
言
う
ん
で
す
が
1
」
と
し
て
、
新
し
い
女
が
移
っ
て
来
る
こ
と
が
ほ

ん
の
一
時
的
な
こ
と
だ
と
蛙
を
つ
く
。
し
か
し
、
も
と
の
女
は
、
　
　
一

「
こ
こ
に
通
へ
む
と
て
言
ふ
な
め
り
。
（
略
）
」
　
　
　
（
『
は
い
ず
み
b
　
1
4

と
男
の
言
薬
の
裏
を
察
し
て
、
自
分
か
ら
家
を
出
て
行
く
決
心
を
す
る
こ
と
に
一

な
る
。こ

の
よ
う
な
切
迫
し
た
危
機
的
状
況
を
救
う
、
も
と
の
女
へ
の
男
の
回
帰
の

過
程
に
、
『
は
い
ず
み
』
で
は
四
首
の
和
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。

①
男
（
中
略
）
、
今
、
こ
こ
へ
忍
び
て
来
ぬ
。
女
、
待
つ
と
て
端
に
居
た
り
。

月
の
明
き
に
、
泣
く
こ
と
限
り
な
し
。

わ
が
身
か
く
か
け
離
れ
む
と
思
ひ
き
や
月
だ
に
宿
を
刊
現
は
つ
る
世

に

と
言
ひ
て
、
泣
く
ほ
ど
に
、
来
れ
ば
、
さ
り
げ
な
く
て
、
う
ち
そ
ば
む
き

て
居
た
り
。



◎
司
い
づ
こ
に
か
と
ま
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
』
な
ど
、
仰
せ
候
は
ば
、
い
か
が

申
さ
む
ず
る
」
と
言
へ
は
、
矧
引
団
引
、
「
か
や
う
に
申
せ
」
と
て
、

い
づ
こ
に
か
送
り
は
せ
L
と
人
間
は
ば
心
は
ゆ
か
ぬ
駒
川
ま
で

と
冨
ふ
を
聞
き
て
、
童
も
泣
く
泣
く
馬
に
う
ち
乗
り
て
、
ほ
ど
も
な
く
来

つ
き
ぬ
。
（
中
略
）
あ
り
つ
る
歌
を
語
る
に
、
男
も
い
と
悲
し
く
て
、
引

ち
泣
か
れ
ぬ
。

◎
男
、
う
ち
お
ど
ろ
き
て
見
れ
ば
、
月
も
や
う
や
う
山
の
端
近
く
な
り
に
た

り
。
「
あ
や
し
く
遅
く
帰
る
も
の
か
な
。
遠
き
と
こ
ろ
へ
行
き
け
る
に
こ

そ
」
と
思
ふ
も
、
い
と
あ
は
れ
な
れ
ば
、

刊
副
な
れ
し
宿
を
見
捨
て
て
行
く
月
の
影
に
お
は
せ
て
恋
ふ
る
わ
ざ

か
な

と
言
ふ
に
ぞ
、
童
帰
り
た
る
。

④
男
「
明
け
ぬ
さ
き
に
」
と
て
、
こ
の
重
、
供
に
て
、
い
と
と
く
行
き
つ
き

ぬ
。
げ
に
、
い
と
小
さ
く
あ
ば
れ
た
る
家
な
り
。
見
る
よ
り
悲
し
く
て
、

打
ち
叩
け
ば
、
こ
の
女
は
釆
つ
き
に
L
よ
り
、
さ
ら
に
泣
き
臥
し
た
る
ほ

ど
に
て
、
「
誰
そ
」
と
問
は
す
れ
ば
、
こ
の
男
の
声
に
て
、

現
川
そ
こ
と
も
知
ら
ず
つ
ら
き
瀬
を
行
き
か
へ
り
つ
つ
な
が
れ
乗
に

け
り

と
言
ふ
を
、
女
、
「
い
と
思
は
ず
に
似
た
る
声
か
な
」
と
ま
で
、
あ
さ
ま

し
う
お
ば
ゆ
。

（
『
は
い
ず
み
』
。
な
お
、
和
歌
を
含
む
本
文
の
引
用
は
物
語
の
叙
述
の
順

に
掲
げ
た
）

①
の
引
用
。
も
と
の
女
の
行
く
先
は
大
原
と
決
ま
っ
た
。
新
し
い
女
を
明
日

渡
そ
う
と
い
う
目
、
も
と
の
女
が
と
う
と
う
住
み
慣
れ
た
我
が
家
を
出
発
し
よ

う
と
し
て
い
た
時
に
、
男
は
女
を
見
送
ろ
う
と
家
に
や
っ
て
来
た
。
「
男
（
中

略
）
、
今
、
こ
こ
へ
忍
び
て
釆
ぬ
。
女
、
待
つ
と
て
靖
に
居
た
り
。
月
の
明
き

に
、
泣
く
こ
と
限
り
な
し
」
。
こ
の
筆
の
運
び
は
、
普
段
は
お
く
び
に
も
出
さ

な
か
っ
た
苦
し
い
胸
の
う
ち
を
吐
露
し
た
女
の
詠
歌
と
彼
女
の
哀
し
み
の
浜

を
、
男
が
つ
い
に
垣
間
見
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
、
享
受
者
に
生

じ
さ
せ
る
。
し
か
も
、
月
光
の
も
と
で
の
垣
間
見
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
沖

つ
白
波
」
の
話
（
『
古
今
和
歌
集
』
・
『
大
和
物
語
』
）
に
も
あ
り
、
い
や
が
う
え

に
も
そ
の
期
待
は
高
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
は
、
物
語
に
お
い
て
一
つ
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
垣
間
見
は
、
「
と

言
ひ
て
、
泣
く
ほ
ど
に
、
来
れ
ば
、
さ
り
げ
な
く
て
、
う
ち
そ
ば
む
き
て
居
た

り
」
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
に
は
実
現
し
な
い
。
歌
の
検
討
に
入
ろ
う
。
「
私

の
身
が
こ
の
よ
う
に
懸
け
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
以
前
は
思
っ
た
だ

ろ
う
か
、
月
さ
え
も
こ
の
住
み
慣
れ
た
宿
を
住
処
と
し
て
澄
み
わ
た
る
世
に
」
。

俳
線
部
「
す
み
」
に
は
、
「
住
み
」
と
「
澄
み
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
も
と
の

女
の
危
機
は
、
長
年
住
み
慣
れ
た
我
が
家
を
離
れ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
く

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
「
住
み
」
は
、
も
と
の
女
の
物
語
の

な
か
で
主
題
的
な
位
相
を
占
め
る
語
で
あ
る
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
「
二

（
〓
）

人
妾
」
説
話
中
の
詠
歌
に
お
い
て
は
、
み
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
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て
、
こ
こ
に
『
は
い
ず
み
』
独
自
の
趣
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
も
と
の
女
の
歌
を
耳
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男

は
女
が
出
て
行
っ
た
後
、
ひ
と
り
物
思
い
に
耽
っ
て
◎
の
歌
を
詠
む
。
「
こ
の

住
み
慣
れ
た
宿
を
見
捨
て
て
山
の
端
に
移
っ
て
ゆ
く
、
澄
ん
だ
あ
の
月
影
を
恋

ぅ
心
に
か
こ
つ
け
て
、
こ
の
宿
を
去
っ
て
行
っ
た
あ
の
人
を
恋
し
く
思
う
こ
と

だ
な
あ
」
。
こ
の
男
の
詠
は
、
①
で
掲
げ
た
も
と
の
女
の
詠
に
呼
応
す
る
よ
う

な
歌
の
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
。
「
月
」
が
、
「
住
み
」
・
「
澄
み
」
と
い
う
掛
詞

を
導
い
て
い
て
、
別
々
に
詠
ま
れ
た
独
詠
歌
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
離
れ
て
い

て
も
寄
り
添
い
あ
う
二
人
の
心
を
、
印
象
的
に
描
出
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と

言
え
る
。
い
っ
た
ん
は
別
離
の
道
を
選
ぶ
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
二
人
の
心
は

実
際
の
二
人
を
隔
て
る
距
離
を
越
え
て
呼
び
あ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
、
も
と
の
女
へ
の
思
窮
の
情
を
つ
の
ら
せ
る
男
の
心
を
激
し

く
揺
さ
ぶ
り
、
本
格
的
な
翻
意
へ
と
導
く
は
た
ら
き
を
す
る
の
が
、
◎
に
掲
げ

た
も
と
の
女
の
詠
で
あ
る
。
も
と
の
女
は
、
自
身
を
大
原
ま
で
送
っ
て
く
れ
た

童
に
歌
を
託
す
。
「
二
人
妻
」
説
話
の
伝
統
の
中
で
、
義
の
存
在
を
確
認
し
て

み
よ
う
。
「
沖
つ
白
波
」
の
話
の
場
合
、
『
伊
勢
物
語
』
・
『
古
今
和
歌
集
』

の
左
注
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
『
大
和
物
語
』
に
は
「
使
ふ
人
の
前
な
り
け
る

に
い
ひ
け
る
」
と
し
て
童
に
抗
す
る
人
物
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
『
は
い
ず

み
』
の
よ
う
に
、
も
と
の
女
の
歌
を
男
に
伝
え
る
役
目
を
担
う
童
と
し
て
ほ
、

「
馬
槽
」
の
話
の
童
や
「
海
草
」
の
話
の
童
が
想
起
さ
れ
る
。
『
は
い
ず
み
』

は
、
こ
う
し
た
「
二
人
妾
」
説
話
の
伝
統
を
う
ま
く
活
用
し
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
歌
を
み
て
み
る
。
「
ど
こ
ま
で
送
っ
た
の
か
と
あ
の
人
が
尋
ね
た

ら
、
こ
う
伝
え
て
下
さ
い
、
心
の
晴
れ
る
問
と
て
な
い
涙
川
ま
で
行
き
ま
し

た
、
こ
の
身
は
行
き
ま
し
た
が
、
心
は
あ
な
た
の
も
と
を
離
れ
な
い
で
し
ょ

ぅ
」
。
男
は
こ
の
歌
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
も
と
の
女
が
哀
し
み
の
涙
を
流
し

て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
女
が
自
分
を
深
く
愛
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
激
し

く
心
動
か
さ
れ
る
。
す
ぐ
さ
ま
、
も
と
の
女
を
連
れ
戻
し
に
行
く
こ
と
を
決
心

し
、
童
に
案
内
さ
れ
て
大
原
の
女
の
も
と
へ
到
着
し
た
。

こ
の
、
も
と
の
女
の
「
い
づ
こ
に
か
」
の
歌
を
う
け
て
女
へ
呼
び
か
け
た
の

が
、
④
の
男
の
歌
で
あ
る
。
「
あ
な
た
の
行
く
先
が
ま
さ
か
そ
ん
な
と
こ
ろ
と

も
知
ら
ず
、
あ
な
た
が
私
に
本
当
の
こ
と
を
薄
情
に
も
言
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
一

の
を
怨
み
な
が
ら
、
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
泣
き
な
が
ら
や
っ
て
来
ま
し
た
」
。
　
1
6

も
と
の
女
の
京
し
み
の
涙
は
男
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
、
男
に
も
涙
を
催
さ
せ
た
。
－

両
者
の
あ
ふ
れ
る
涙
に
、
二
人
の
担
っ
た
愛
情
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

ぅ
。
こ
の
「
涙
」
も
、
「
住
み
」
同
様
、
他
の
「
二
人
妻
」
説
話
の
中
で
は
詠

（12）

歌
の
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
、
も
と
の
女
へ
の
男
の
回
帰
を
記
す
際
の
『
は
い
ず
み
』
の
趣
向
を
、

核
と
な
る
歌
を
中
心
に
辿
っ
た
。
「
二
人
妻
」
説
話
の
伝
統
の
中
で
は
も
と
の

女
の
独
詠
歌
の
み
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
J
　
『
は
い
ず
み
』
に
お
い
て

は
贈
答
歌
的
な
結
び
つ
き
を
み
せ
る
四
首
の
和
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴

的
で
あ
る
。
も
と
の
女
の
歌
二
首
は
愛
す
る
夫
と
離
れ
て
長
年
住
み
慣
れ
た
家

を
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
女
の
哀
し
み
を
、
そ
し
て
男
の
歌
二
首
は
も
と
の
女
へ
の



断
ち
切
れ
ぬ
男
の
慕
情
を
し
っ
と
り
と
刻
ん
で
お
り
、
叙
情
的
・
和
歌
的
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
点
で
『
は
い
ず
み
』
は
「
沖
つ
白
波
」
の
話
の
系
譜

に
位
置
す
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四

次
に
、
新
し
い
女
へ
の
男
の
愛
想
づ
か
し
を
記
す
際
の
『
は
い
ず
み
』
の
趣

向
を
み
て
み
る
。

「
い
づ
ら
、
い
づ
こ
に
ぞ
」
と
冨
ひ
て
、
櫛
の
箱
を
取
り
寄
せ
て
、
白
き

物
を
つ
く
る
と
思
ひ
た
れ
は
、
取
り
た
が
へ
て
、
は
い
国
入
り
た
る
畳
紙

を
取
り
出
で
て
、
鏡
も
持
た
ず
、
う
ち
さ
う
ぞ
き
て
、
女
は
、
司
そ
こ
に

て
、
し
ば
し
。
な
入
り
た
ま
ひ
そ
』
と
言
へ
」
と
て
、
是
非
も
知
ら
ず
。

き
し
つ
く
る
ほ
ど
に
、
男
、
「
い
と
と
く
も
疎
み
た
ま
ふ
か
な
」
と
て
、

膵
を
か
き
あ
げ
て
入
り
ぬ
れ
ば
、
畳
紙
を
隠
し
て
、
お
ろ
お
ろ
に
な
ら
し

て
、
う
ち
ロ
お
ほ
ひ
て
、
優
ま
く
れ
に
、
し
た
て
た
り
と
思
ひ
て
、
ま
だ

ら
に
指
形
に
つ
け
て
、
日
の
き
ろ
き
ろ
と
し
て
、
ま
た
た
き
居
た
り
。

（
『
は
い
ず
み
』
）

突
然
の
男
の
来
訪
に
、
新
し
い
女
は
慌
て
ふ
た
め
き
、
身
づ
く
ろ
い
に
無
我
夢

中
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
お
し
ろ
い
と
間
違
え
て
「
は
い
塾
」
を
既
に
塗
り
つ

け
て
し
ま
い
、
新
し
い
女
の
決
は
黒
く
ま
だ
ら
に
な
る
。
そ
れ
を
見
た
男
は
、

見
る
に
、
あ
さ
ま
し
う
、
め
づ
ら
か
に
思
ひ
て
、
い
か
に
せ
む
と
恐
ろ
し

け
れ
ば
、
近
く
も
寄
ら
で
、
「
よ
し
、
今
し
ば
し
あ
り
て
参
ら
む
」
と
て
、

し
ば
し
見
る
も
、
む
く
つ
け
け
れ
ば
、
往
ぬ
。
　
　
　
（
『
は
い
ず
み
』
）

と
あ
る
よ
う
に
、
嫌
悪
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
恐
怖
を
感
じ
て
帰
っ
て
行
っ

た
。
こ
う
し
た
平
中
墨
塗
り
雷
を
用
い
た
幕
切
れ
は
、
新
し
い
女
へ
の
男
の
愛

想
づ
か
し
を
描
く
先
に
み
た
「
二
人
妻
」
説
話
の
中
で
も
、
そ
の
極
端
さ
に
お

い
て
他
に
類
を
み
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
顔
に
墨
を
塗
っ
た
新
し
い
女
に
驚
き
恐
怖
し
た
の
は
男
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
、
男
の
早
々
の
辞
去
の
後
、
不
満
げ
に
女
の
部
星
に
や
っ
て
来
た

彼
女
の
両
親
も
巻
き
込
ん
で
、
家
中
大
変
な
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
の
ち
に
は
陰
陽

師
に
祈
倍
を
た
の
む
ほ
ど
の
大
騒
ぎ
の
中
、
新
し
い
女
が
「
い
か
に
な
り
た
る

ぞ
や
、
い
か
に
な
り
た
る
ぞ
や
」
と
泣
き
じ
ゃ
く
っ
て
い
る
と
、
そ
の
涙
の
こ

ぼ
れ
た
後
か
ら
普
通
の
暦
が
顔
を
出
し
た
。
そ
し
て
、
物
語
は

か
か
り
け
る
も
の
を
、
「
い
た
づ
ら
に
な
り
た
ま
へ
る
」
と
て
、
騒
ぎ
け

る
こ
そ
、
か
へ
す
が
へ
す
を
か
し
け
れ
。
　
　
　
　
　
（
『
は
い
ず
み
』
）

と
い
う
作
者
の
言
葉
と
と
も
に
幕
を
閉
じ
る
。

こ
こ
で
、
新
し
い
女
の
造
型
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
新
し
い
女
は
、
そ

の
心
情
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
。
全
篇
を
通
し
て
、
男
へ
の
は
た

ら
き
か
け
は
彼
女
の
両
親
が
常
に
前
面
に
出
て
お
こ
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

男
が
も
と
の
女
の
と
こ
ろ
に
ば
か
り
い
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
彼
女
の
哀

し
み
は
一
切
記
さ
れ
ず
、
物
語
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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た
だ
こ
こ
に
の
み
あ
り
け
れ
ば
、
父
母
思
ひ
な
げ
く
。
（
『
ほ
い
ず
み
』
）

新
し
い
女
は
、
言
わ
ば
、
面
影
の
見
え
な
い
女
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
言



え
よ
う
。
そ
れ
は
、
享
受
者
の
感
情
移
入
を
拒
み
、
そ
し
て
同
情
を
退
け
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
新
し
い
女
は
、
あ
く
ま
で
滑
轄
な
存
在
と
し
て
物
語
の

中
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
享
受
者
と
隔
た
っ
た
距
離
に
あ
る
新
し
い
女
は
、
や
や
も
す

る
と
グ
ロ
テ
ス
ク
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
騒
動
を
巻
き
起
こ
す
と
い
う
点
で
、

前
述
し
た
よ
う
に
『
大
和
物
語
』
の
女
に
そ
の
淵
源
が
求
め
ら
れ
る
。
『
大
和

物
語
』
の
も
と
の
女
の
場
合
は
、
嫉
妬
の
炎
を
燃
や
す
姿
に
男
が
同
情
し
夫
婦

の
録
が
再
び
強
く
結
び
合
わ
さ
れ
る
。
が
、
彼
女
の
行
動
そ
の
も
の
に
焦
点
を

あ
て
て
み
る
と
、
非
日
常
的
な
極
端
さ
と
い
う
点
で
は
『
は
い
ず
み
』
の
新
し

い
女
の
行
動
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。
「
二
人
妻
」
説
話
の
展
開
を
考
え

て
み
る
と
き
、
『
ほ
い
ず
み
』
は
、
こ
う
し
た
い
く
ら
か
怪
奇
的
な
要
素
を

『
大
和
物
語
』
か
ら
受
け
継
ぎ
平
中
国
塗
り
詔
を
用
い
て
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
い

る
と
言
え
る
の
だ
が
、
嫉
妬
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
隠
放
な
表
現
を
と
っ

て
お
り
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
黒
く
な
っ
た
新
し
い
女
の
顔
を
見
て
、

彼
女
の
家
の
人
々
は

「
こ
れ
を
ば
思
ひ
疎
み
た
ま
ひ
ぬ
べ
き
こ
と
を
の
み
、
か
し
こ
に
は
し
は

べ
る
な
る
に
、
お
は
し
た
れ
ば
、
御
所
の
か
く
な
り
に
た
る
」

（
『
は
い
ず
み
』
）

と
し
て
、
も
と
の
女
に
よ
る
嫉
妬
に
そ
の
原
因
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
例

の
陰
陽
師
を
呼
ぶ
騒
ぎ
と
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
実
際
に
は
、
も
と
の
女
の

嫉
妬
の
た
め
に
新
し
い
女
が
「
い
た
づ
ら
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
勘
違
い
振
り
が
皮
肉
な
笑
い
を
誘
う
。
『
は
い
ず
み
』
に
お
い
て
は
、

嫉
妬
心
の
戯
画
化
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
こ
れ
ら
の
趣
向
の
核
に
位
脛
す
る
の
が
、
「
（
は
い
）
墨
」
で
あ
る
。

五

こ
う
し
た
『
は
い
ず
み
』
の
趣
向
は
、
物
語
の
前
半
部
分
と
後
半
部
分
に
お

け
る
、
哀
愁
漂
う
も
と
の
女
と
滑
轄
味
溢
れ
る
新
し
い
女
と
の
対
照
的
な
造
型

を
実
現
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
以
下
述
べ
る
レ
ベ
ル
に
お
け
る
対
照
を
も

（13）

意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
、
「
す
み
」
と
い
う
語
の
対
応
が
指
摘
で
き
る
。
前
半
部
分
で

は
、
「
す
み
」
は
「
住
み
」
・
「
澄
み
」
の
両
義
に
用
い
ら
れ
、
特
に
「
住
み
」

の
方
は
、
も
と
の
女
が
長
年
住
み
慣
れ
た
家
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問

題
を
物
語
の
中
で
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
重
要
な
核
と
な
る
言
葉
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
半
部
分
の
「
す
み
」
は
新
し
い
女
が
間
違
っ
て
顔
に
塗
っ

て
し
ま
う
「
（
は
い
）
墨
」
で
あ
る
。
同
じ
音
を
持
つ
言
葉
を
前
半
後
半
の
重
要

な
ポ
イ
ソ
ト
に
用
い
、
そ
の
両
義
性
を
利
用
し
て
、
前
半
部
分
と
後
半
部
分
の

言
葉
の
意
味
の
対
応
を
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
対
照
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
「
涙
」
も
両
者
の
対
照
を
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
前
半
の

「
涙
」
は
も
と
の
女
の
哀
し
み
を
背
負
っ
た
「
涙
」
で
あ
り
、
や
が
て
は
彼
女

を
幸
福
へ
と
導
く
「
涙
」
で
あ
っ
た
。
後
半
の
「
涙
」
は
自
ら
の
異
様
な
姿
を
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鏡
で
見
た
新
し
い
女
の
驚
き
の
「
涙
」
で
あ
り
、
彼
女
の
既
を
も
と
に
戻
す
役

割
を
担
っ
て
い
る
。
前
者
は
深
刻
な
人
間
ド
ラ
マ
を
背
負
っ
た
「
涙
」
、
後
者

は
ど
こ
か
滑
稽
さ
を
醸
し
出
す
「
涙
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
は
た
ら
き
の
面

で
対
照
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
対
照
は
よ
り
技
巧
的
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
そ
し
て
、
は
じ
め
に
述
べ
た
ご
と
く
、
こ
の
前
半
と
後
半
の
対
照
を
支
え

て
い
る
の
が
平
中
墨
塗
り
譜
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
平
中
の
妻
の
詠
歌

を
、
も
う
一
度
引
用
し
ょ
う
。

わ
れ
に
こ
そ
つ
ら
さ
を
君
か
み
す
れ
と
も
人
に
苛
か
ほ
の
け
し
き

ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
田
家
本
『
源
氏
物
語
釈
』
）

第
四
句
「
す
み
つ
く
」
に
は
、
「
住
み
つ
く
」
　
「
墨
つ
く
」
が
掛
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
「
住
み
」
・
「
墨
」
の
掛
詞
が
、
『
は
い
ず
み
』
前
半
・
後
半
の
「
住

み
」
と
「
墨
」
の
対
照
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
平
中
の
「
そ
ら
泣
き
」
の
涙
は
、
『
は
い
ず
み
』
に
お
い
て
、
前
半

の
も
と
の
女
の
深
刻
な
「
浜
」
と
後
半
の
新
し
い
女
の
滑
桔
な
「
涙
」
に
姿
を

変
え
た
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
平
中
墨
塗
り
雷
を
核
と
し
て
、
も
と
の

女
と
新
し
い
女
の
物
語
を
対
照
的
に
記
し
た
と
こ
ろ
に
、
『
は
い
ず
み
』
作
者

の
工
夫
が
み
て
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
従
来
は
、
物
語

の
後
半
部
分
の
み
を
う
け
た
命
名
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
『
は
い
ず
み
』（14）

と
い
う
題
名
も
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
様
相
を
呈
し
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

つ
ま
り
、
『
は
い
ず
み
』
の
「
す
み
」
に
は
、
前
半
の
「
す
み
」
も
響
か
せ
て

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
「
二
人
妻
」
説
話
の
流
れ
の
中
で
み
る
『
は
い
ず
み
』
の
達
成
に

つ
い
て
言
及
し
結
び
と
し
た
い
。

『
は
い
ず
み
』
は
、
「
月
」
と
い
う
素
材
の
採
用
・
雅
で
叙
情
的
な
四
首
の

和
歌
の
存
在
・
使
用
人
の
介
在
・
非
日
常
的
怪
奇
的
な
趣
向
の
採
用
と
い
っ
た

点
で
、
「
二
人
妄
」
説
話
の
中
で
も
「
沖
つ
白
波
」
の
話
の
『
大
和
物
語
』
の

系
譜
を
受
け
継
ぎ
、
独
自
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
物
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
創
造
の
営
み
に
は
、
平
中
昌
塗
り
譜
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
『
は
い
ず
み
』
は
「
二
人
妻
」
説
話
の
流
れ
に
お
い
て
、
新
し
い

展
開
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。

l
つ
に
は
、
新
し
い
女
へ
の
男
の
愛
想
づ
か
し
を
他
の
「
二
人
妻
」
説
話
に

く
ら
べ
て
、
よ
り
ほ
っ
き
り
と
し
た
か
た
ち
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

政
の
黒
く
な
っ
た
新
し
い
女
に
対
し
て
、
男
は
恐
怖
し
て
そ
そ
く
さ
と
帰
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
明
確
な
幕
切
れ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
ほ
滑
稽
と
い
う
要

素
も
み
て
と
れ
る
。
こ
の
拇
轄
さ
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
新
し
い
女
が
男
に
捨

て
ら
れ
る
と
い
う
悲
劇
を
別
の
角
度
か
ら
切
り
取
り
、
悲
劇
を
喜
劇
に
よ
っ
て

（15）

薄
め
、
一
筋
を
締
め
く
く
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
も
う
一
つ
、
前
半
と
後
半
の
結
び
つ
き
の
実
現
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
従
来
の
「
二
人
妻
」
説
話
で
は
、
後
半
（
後
半
と
言
っ
て
し
ま
う

に
は
あ
ま
り
に
比
重
が
軽
い
の
だ
が
）
の
新
し
い
女
に
関
す
る
記
述
は
後
日
談

と
い
っ
た
趣
が
強
く
、
や
や
付
け
た
し
的
で
、
そ
の
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
も
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と
の
女
の
物
語
と
は
ど
こ
か
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
な
印
象
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ

た
も
と
の
女
と
新
し
い
女
の
話
、
つ
ま
り
前
半
後
半
の
有
税
的
な
結
び
つ
き
の

実
現
を
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
対
照
に
よ
っ
て
試
み
た
の
が
、
『
は
い
ず
み
』

と
い
う
物
語
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。

で
は
な
ぜ
、
こ
う
し
た
か
た
ち
を
と
っ
て
両
者
の
結
び
つ
き
が
実
現
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
『
は
い
ず
み
』
の
主
題
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て

く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
う
一
度
、
新
し
い
女
の
喜
劇
に
眼
を
向
け
て
み
ょ

う
・
彼
女
が
男
か
ら
厭
わ
れ
る
原
因
と
な
る
墨
塗
り
の
失
敗
は
、
他
の
「
二
人

妻
」
説
話
に
お
け
る
新
し
い
女
た
ち
の
失
敗
と
、
そ
の
質
に
お
い
て
微
妙
に

異
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
他
の
「
二
人
妻
」
説
話
で
は
、
新
し

い
女
の
劣
っ
た
性
質
に
そ
の
失
敗
の
要
因
が
積
極
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「
沖
つ
白
波
」
の
話
の
場
合
、
そ
れ
は
彼
女
の
粗
野
な
属
性
で
あ
り
、
「
鹿
」

の
話
・
「
海
草
」
の
話
の
場
合
、
そ
れ
は
彼
女
の
風
流
心
の
無
さ
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
新
し
い
女
の
根
本
的
な
性
質
の
問
題
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
『
は
い
ず
み
』
に
お
け
る
新
し
い
女
の
失
敗
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
か

と
言
う
と
、
偶
発
的
突
発
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
女
が
昼
間
く
つ
ろ
い
で
い
た

時
、
男
が
突
然
に
来
訪
し
た
。
慌
て
て
男
の
た
め
に
身
づ
く
ろ
い
を
し
よ
う
と

（16）

し
た
女
の
失
敗
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
彼
女
の
心
理
に
深
く
入
り
こ
ま
ず
、

現
象
を
周
囲
の
人
々
の
驚
き
慌
て
ふ
た
め
く
様
子
を
中
心
に
喜
劇
と
し
て
記
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
っ
と
新
し
い
女
に
寄
り
添
う
視
点
を
と
る
な
ら
、

こ
れ
は
悲
劇
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
は
い
ず
み
』
に
お
い

て
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
悲
劇
も
喜
劇
も
措
く
対
象
と
の
距
離
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
悲
劇
的
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る

も
と
の
女
と
、
喜
劇
的
な
措
か
れ
方
を
し
て
い
る
新
し
い
女
と
、
両
者
の
立
場

は
あ
く
ま
で
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
二
つ
の
立
場
の
可
逆
性
を
表
現
の
上
で
保
障
し

て
い
る
の
が
、
喋
番
と
し
て
の
梯
能
を
有
す
る
「
す
み
（
住
み
・
墨
）
」
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

『
は
い
ず
み
』
は
、
「
二
人
妻
」
説
話
の
話
型
に
の
っ
と
り
つ
つ
も
、
も
と

の
女
の
哀
愁
と
新
し
い
女
の
滑
稽
と
を
よ
り
強
調
し
て
、
両
者
の
対
照
を
際
や

か
に
記
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
両
極
端
な
二
人
を
結
ぶ
表
現
構
造
を
と
っ
一

て
お
り
、
全
く
接
点
が
な
い
は
ず
の
女
た
ち
に
つ
な
が
り
を
与
え
た
。
そ
れ
　
2
0

は
、
女
の
普
遍
的
な
運
命
を
凝
視
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
営
み
で
あ
っ
た
と
言
－

え
る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。

（
一
九
九
三
年
九
月
草
了
）

『
古
本
説
話
集
』
に
載
る
平
中
量
塗
り
詔
は
、
前
半
に
『
大
和
物
語
』

六
四
段
と
ほ
と
ん
ど
同
文
の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
『
は
い

ず
み
』
と
の
関
係
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
視
点
で
あ
る
と
思
う

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
成
立
と
も
関
わ
り
、
相
互
の
影
響
関
係
は
微

妙
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
、
今
回
は
触
れ
得
な
か
っ
た
。



（
2
）
　
他
に
、
『
源
氏
物
語
奥
入
』
（
平
中
の
妻
の
歌
の
み
）
・
『
異
本
紫
明
抄
』
・

『
河
海
抄
』
等
に
み
え
る
。

（
2
）
　
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
に
引
か
れ
た
平
中
墨
塗
り
詔
は
、
墨
を
入
れ
た

人
物
と
歌
を
詠
ん
だ
人
物
に
つ
い
て
、
組
み
合
わ
せ
と
し
て
四
通
り
の

解
釈
（
女
－
女
、
女
－
妻
、
要
－
女
、
豪
－
要
）
が
可
能
で
あ
る
。
本

来
な
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
検
討
を
加
え
る
べ
き
な
の
だ

が
、
今
回
問
題
に
す
る
詠
歌
中
の
「
す
み
つ
く
」
に
は
直
接
関
わ
っ
て

こ
な
い
の
で
、
続
稿
に
預
る
こ
と
と
し
た
。
こ
こ
に
記
し
た
梗
概
は
、

『
古
本
説
話
集
』
と
の
関
係
も
考
え
た
上
で
、
も
っ
と
も
自
然
で
は
な

か
ろ
う
か
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
『
平
中
全
請
』
（
一
九
五

九
年
、
赤
堤
店
私
家
版
）
に
お
い
て
、
萩
谷
朴
氏
は
、
「
そ
れ
等
註
釈

書
（
米
田
注
、
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
諸
書
）
に
引
か
れ
た
平
中
墨
塗

り
詔
に
お
い
て
は
、
現
瓶
の
中
に
墨
を
す
り
入
れ
た
の
は
、
平
中
の
太

秦
で
は
な
く
、
通
う
先
の
女
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
、
私
は
他
の
解
釈
も
一
応
可
能
で
あ
ろ
う
と
考

え
て
い
る
。

（
4
）
　
書
陵
部
本
『
源
氏
物
語
釈
』
で
は
、
第
五
句
が
「
か
ほ
の
け
し
き
耳
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
一
首
の
意
味
と
し
て
は
通
り
や
す
い

だ
ろ
う
。
後
で
試
み
た
解
釈
も
、
こ
の
本
文
に
従
っ
た
。

（
5
）
　
源
氏
物
語
大
成
。
な
お
、
表
記
は
一
部
改
め
た
。

（
6
）
　
先
に
注
3
で
述
べ
た
よ
う
に
、
墨
を
入
れ
た
人
物
－
要
・
歌
を
詠
ん
だ

人
物
－
妻
と
し
て
、
解
釈
し
た
。

（
7
）
　
神
尾
陽
子
氏
「
掃
塁
物
語
の
源
流
素
材
1
堤
中
納
言
と
伝
承
説
話

－
　
」
（
「
大
阪
教
育
大
学
紀
要
」
第
－
部
門
第
二
七
巻
第
一
・
二
号
、

一
九
七
八
年
一
二
月
）

（
8
）
　
竹
村
信
治
氏
「
『
は
い
ず
み
』
考
　
－
　
『
堤
中
納
言
物
語
』
私
注
（
一
）

－
　
」
（
「
古
典
研
究
」
第
一
、
一
九
九
二
年
二
一
月
）

（
9
）
　
新
編
国
歌
大
観
に
拠
る
。

（
1
0
）
　
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
。
以
下
、
『
は
い
ず
み
』
の
引
用
は
同
書

に
拠
る
。
な
お
、
表
記
は
一
部
改
め
た
。

（

1

1

）

も

ち

ろ

ん

、

地

の

文

に

は

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

む
か
し
、
大
和
の
国
、
葛
城
の
郡
に
刊
軸
男
女
あ
り
け
り
。
こ
の
　
2
1

女
、
漠
か
た
ち
い
と
活
ら
な
り
。
年
ご
ろ
思
ひ
か
は
し
て
刊
訓
に
一

（
『
大
和
物
語
』
一
四
九
段
）

と
い
っ
た
例
が
散
見
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
と
今
問
題
に
し
て

い
る
『
は
い
ず
み
』
の
和
歌
中
の
「
住
み
」
と
で
は
、
明
ら
か
に
レ
ベ

ル
が
異
な
る
だ
ろ
う
。

（
1
2
）
　
「
涙
」
も
、
「
住
み
」
と
同
様
（
注
7
参
照
）
に
判
断
し
た
。

（
1
3
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
い
た
づ
ら
」
　
（
室
城
秀
之
氏
「
物
語
の
視

界
5
0
選
は
い
ず
み
」
　
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
八
一
年
二
月
）
・
小
嶋

菜
温
子
氏
「
は
い
ず
み
物
語
」
（
『
体
系
物
語
文
学
史
』
第
三
巻
、
一
九

八
三
年
、
有
精
堂
）
）
・
コ
択
」
　
（
稲
賀
敬
二
氏
　
日
本
古
典
文
学
全
集



『
堤
中
納
言
物
語
』
一
九
七
二
年
、
小
学
館
）
の
対
照
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

（
1
4
）
　
作
者
が
『
は
い
ず
み
』
と
い
う
題
名
を
つ
け
た
の
か
、
後
人
が
命
名
し

た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
が
。

（
持
）
　
稲
褒
敬
二
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
司
は
い
ず
み
』
で
は
、
そ
の
新
し

い
女
と
緑
が
切
れ
る
結
末
を
き
わ
だ
た
せ
る
代
わ
り
に
、
滑
措
な
笑
い

に
紛
ら
せ
て
、
一
編
を
深
刻
な
人
間
世
界
の
物
語
と
は
せ
ず
に
終
わ
っ

て
い
る
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

（
1
6
）
　
竹
村
氏
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

そ
の
意
味
で
、
墨
塗
り
は
男
を
思
う
思
い
の
深
さ
が
招
い
た
不
幸

な
出
来
事
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
（
中
略
）
も
ち
ろ
ん
今
妻
を
描
く

語
り
の
戯
画
性
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
戯
画

的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
〝
化
粧
″
す
る
今
妻
の
、
女
の
哀
し
み

は
際
立
っ
て
こ
よ
う
。

げ
ま
す
。

な
お
、
本
稿
受
理
の
後
、
妹
尾
好
信
先
生
の
司
は
い
ず
み
』
小
考

－
　
典
拠
と
し
て
の
平
中
説
話
の
考
察
を
中
心
に
　
－
　
」
（
「
国
語
の
研

究
」
彷
十
九
号
（
一
九
九
三
年
九
月
）
）
が
公
に
さ
れ
ま
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
本
稿
で
は
そ
の
論
に
触
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
き

ま
す
。

－
　
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－

22

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
五
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
全
容
季
研
究
集
会
に

お
い
て
、
「
堤
中
納
言
物
語
『
は
い
ず
み
』
の
方
法
」
と
屈
し
て
口
頭

発
表
し
た
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
席
上
貴
重
な
御
助
言
を
賜
り

ま
し
た
諸
先
生
に
は
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
論
を
成
す
に
あ
た

り
、
稲
賀
敬
二
・
位
藤
邦
生
両
先
生
に
は
御
多
忙
の
折
り
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
終
始
あ
た
た
か
い
御
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上




