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八
月
八
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
全
二
九
回
に
わ
た
る
紀
行
文
「
五
足
の
靴
」

で
あ
る
。

そ
の
冒
頭
部
は
、
い
く
ぶ
ん
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
語
り
口
を
模

し
た
か
の
よ
う
な
、
次
の
口
上
で
始
ま
る
。

五
足
の
靴
が
五
個
の
人
間
を
運
ん
で
東
京
を
出
た
。
五
個
の
人
間
は
皆

ふ
わ
ふ
わ
し
て
落
ち
着
か
ぬ
仲
間
だ
。
彼
ら
は
面
の
皮
も
厚
く
な
い
、
大

胆
で
も
な
い
。
し
か
も
彼
ら
を
し
て
少
し
く
重
み
あ
り
大
量
あ
る
が
如
く

に
見
せ
し
む
る
も
の
は
、
そ
の
厚
皮
な
、
形
の
大
き
い
五
足
の
靴
の
御

蔭
だ
（
２
）
。

「
靴
」
が
「
人
間
を
運
」
ぶ
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
自
己
抑
制
の
き
か
な
い

ま
で
に
高
ぶ
っ
た
旅
情
が
う
か
が
え
る
。短
く
歯
切
れ
の
良
い
文
の
連
な
り
も
、

五
人
づ
れ
の
勇
み
足
を
仄
め
か
し
て
い
る
。

は
じ
め
に

明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
夏
、与
謝
野
寛
（
鉄
幹
）
率
い
る
五
人
づ
れ
が
、

東
京
か
ら
九
州
の
北
西
部
へ
旅
に
出
た
。
そ
の
五
人
づ
れ
と
は
、
当
時
三
五
歳

の
与
謝
野
寛
の
他
、
東
京
新
詩
社
の
雑
誌
「
明
星
」
に
集
ま
る
、
二
二
歳
前
後

の
若
き
無
名
詩
人
た
ち

―
北
原
白
秋
、
平
野
万
里
、
太
田
正
雄
（
木
下
杢
太

郎
）、
吉
井
勇
で
あ
っ
た
。
一
行
は
、
九
州
に
近
い
厳
島
や
赤
間
関
を
旅
の
始

ま
り
と
し
て
、
佐
賀
・
佐
世
保
を
経
て
平
戸
に
至
り
、
そ
こ
で
「
阿
蘭
陀
」
物

へ
の
関
心
を
示
す
。
天
草
、
島
原
と
「
南
蛮
文
化
」
を
探
訪
し
て
、
そ
の
後
熊

本
・
阿
蘇
に
上
る
。
さ
ら
に
、
三
池
炭
鉱
の
「
地
獄
」
を
見
た
り
、
柳
川
の
Ｈ

生
の
生
家
に
遊
ん
だ
り
し
た
後
、銘
々
帰
京
す
る
。文
中
の
登
場
人
物
は
、Ｈ
生
、

Ｔ
生
、
Ｂ
生
、
Ｉ
生
、
Ｍ
生
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
執
筆
者
交
代
制
の
、
い
わ

ば
リ
レ
ー
方
式
を
採
り
、
匿
名
で
記
さ
れ
た
紀
行
文
は
、
ひ
と
月
余
の
間
『
東

京
二
六
新
聞
』
に
、各
地
探
訪
か
ら
十
日
遅
れ
で
順
次
連
載
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、

〈
異
文
化
〉
へ
の
視
線
が
意
味
す
る
も
の
―
「
五
足
の
靴
」
試
論

（
１
）
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三
味
こ
そ
鳴
れ
、
さ
り
と
て
は

天
草
一
揆
、
天
主
堂
、

『
パ
ア
テ
ル
さ
ん
は
ど
こ
に
居
る
』 

（
十
二
　
大
失
敗
）

こ
の
Ｈ
生
の
『
パ
ア
テ
ル
さ
ん
は
何
処
に
い
る
』の
リ
フ
レ
イ
ン
で
有
名
な
、

天
草
言
葉
を
巧
み
に
操
る
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
と
「
伴
天
連
の
宿
」
を
求
め
て

く
り
広
げ
ら
れ
た
こ
の
道
行
は
、
文
字
通
り
異
国
情
緒
を
発
掘
す
る 

― 

木

下
杢
太
郎
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
異
国
情
調
」
を
発
見
す
る
旅
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
、
白
秋
の
象
徴
詩
集
「
邪
宗
門
」、
杢
太
郎
の
詩
集
「
天
草
組
」
や
戯

曲
「
南
蛮
寺
門
前
」
を
生
む
母
胎
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
日
本
文
学
史
に
お
い
て
、
こ
の
紀
行
は
、
日
本
耽
美
派
文
学
の
出
発

点
と
な
っ
た
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
白
秋
自
身
、
後
に
、
こ
の
象

徴
詩
集
を
「
南
蛮
文
学
の
先
駆
を
為
し
た
」（「
白
秋
詩
歌
集
」
第
一
巻
の
後
記
、

昭
和
十
六
年
）
と
振
り
返
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
南
蛮
文
学

あ
る
い
は
切
支
丹
文
学
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し
た
大
き
な

収
穫
の
旅
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
、
天
草
を
め
ぐ
る
旅
が
、
い
か
に
し
て
日
本
近
代
文
学
史
に
お

い
て
南
蛮
文
学
あ
る
い
は
切
支
丹
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
切
り
拓
く
端
緒
と

な
っ
た
の
か
を
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
五
足
の
靴
」
の
旅
は
、
計
画
そ
の
も
の
を
立
て
た
の
は
白
秋
だ
っ
た
が
、

水
先
案
内
人
は
杢
太
郎
で
あ
る
。
こ
の
旅
の
当
初
の
ね
ら
い
は
、
新
詩
社
の
宣

伝
・
拡
大
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
新
詩
社
の
九
州
旅
行
の
目
的
は
、
白
秋
が
友

以
下
、
目
次
に
あ
る
よ
う
に
（
３
）

、
全
二
九
章
に
わ
た
り
、
地
名
を
中
心
と
し
た

タ
イ
ト
ル
で
、
ほ
ぼ
時
系
列
順
に
日
々
の
紀
行
文
が
並
べ
ら
れ
た
旅
行
記
の
体

裁
を
と
っ
て
い
る
。

わ
か
う
ど
な
れ
ば
黒
髪
の

香
を
こ
そ
忍
べ
、
旅
に
し
て

わ
が
歴
史
家
の
し
り
う
ご
と
、

『
パ
ア
テ
ル
さ
ん
は
ど
こ
に
居を

る
』

南
の
海
に
白
鳥
の

躯む
く
ろう
か
ぶ
と
港
み
て

舟か

こ夫
ら
は
う
た
ふ
。
さ
り
な
が
ら

『
パ
ア
テ
ル
さ
ん
は
ど
こ
に
居
る
』

遍
路
か
、
門か
ど

に
上う

わ

眼め

し
て

も
の
も
の
し
げ
に
つ
ぶ
や
く
は
、

『
さ
て
村む
ら
を
さ長

よ
、』
ま
た
し
て
も

『
パ
ア
テ
ル
さ
ん
は
ど
こ
に
居
る
』

葡
萄
の
棚
と
無い
ち
じ
く

花
果
の

熱
き
く
ゆ
り
に
島
少
女

牛
ひ
き
か
よ
ふ
窓
の
そ
と
、

『
パ
ア
テ
ル
さ
ん
は
ど
こ
に
居
る
』

か
く
て
街ち

衢ま
た

は
紅
き
灯
に
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教
文
化
の
全
盛
期
を
迎
え
た
。
だ
が
、
そ
の
後
の
徳
川
幕
府
に
よ
る
禁
教
令
、

一
六
三
七
年
か
ら
翌
三
八
年
に
か
け
て
の
天
草
・
島
原
の
乱
を
経
て
、天
草
は
、

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
歴
史
に
そ
の
名
を
刻
む
こ
と
に
な
る
。「
五
足
の
靴
」
一

行
が
パ
ア
テ
ル
さ
ん
を
訪
ね
た
大
江
村
は
、か
つ
て
最
も
キ
リ
シ
タ
ン
が
多
く
、

禁
教
時
代
に
は
大
抵
の
者
が
踏
絵
の
二
度
踏
み
を
命
じ
ら
れ
る
な
ど
格
別
に
厳

し
い
施
策
が
採
ら
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
。
信
者
た
ち
は
、
柱
を
く
り
ぬ
い
て
十

字
架
や
聖
像
を
隠
す
な
ど
し
て
監
視
の
目
を
逃
れ
て
い
た
。
一
行
が
訪
れ
た
頃

は
、
無
論
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
教
令
が
解
か
れ
た
後
で
あ
り
、
長
崎
の
プ

チ
ジ
ャ
ン
神
父
に
よ
る
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
発
見
を
契
機
と
し
て
、
各
地
で
再

び
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
開
始
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
天
草
も
そ
う
し

た
地
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
が
、
一
方
、
当
時
の
行
政
下
で
近
代
化
の
波

か
ら
は
置
き
去
り
に
さ
れ
た
地
域
と
も
な
っ
て
い
た
。

「
五
足
の
靴
」と
い
う
紀
行
文
か
ら
は
、天
草
島
を
本
土
と
は
違
っ
た
〈
異
国
〉

と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
五
人
の
詩
人
た
ち
の
態
度
が
浮
か
び
上
が
る
。

こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
天
草
島
を
〈
自
分
た
ち
〉
と
は
異
な
る
国
の
文
化
を
有
す
る

場
所
に
見
立
て
、
そ
こ
に
漂
う
風
土
か
ら
、
そ
れ
ま
で
文
学
的
素
材
と
し
て
看

取
さ
れ
な
か
っ
た
「
異
国
情
調
」
や
「
南
蛮
文
学
」
の
端
緒
が
引
き
出
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
杢
太
郎
の
回
想
か
ら
も
う
か
が
え
る
が
（
７
）
、
当
時
の
白
秋
と
杢
太

郎
の
天
草
と
い
う
異
文
化
へ
の
視
線
の
み
な
ら
ず
、
九
州
旅
行
以
降
引
き
継
が

れ
る
彼
等
の
文
学
の
発
展
経
路
も
ま
た
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。実
際
、

九
州
旅
行
か
ら
二
年
後
に
、
木
下
杢
太
郎
が
発
起
者
と
な
っ
て
北
原
白
秋
、
吉

人
白
仁
勝
衛
に
宛
て
た
手
紙
に
よ
れ
ば
、「
九
州
の
自
然
と
人
情
と
風
俗
を
観

察
」（
明
治
四
〇
年
六
月
二
〇
日
）
と
い
う
漠
然
と
し
た
も
の
で
、
九
州
全
域

が
旅
の
地
域
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
平
戸
、
長
崎
、
島
原
、
天

草
島
に
順
次
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
、
切
支
丹
遺
跡
を
中
心
に
し
た
地
域
に
絞
ら
れ

て
い
き
、
結
果
と
し
て
天
草
島
が
旅
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
木
下
杢
太
郎
の
果
た
し
た
役
割
が
小
さ
く
な
い
。
杢
太
郎
は
、

ゲ
ー
テ
の
『
イ
タ
リ
ア
紀
行
』
を
念
頭
に
お
い
て
、
東
京
・
上
野
図
書
館
に
通

い
、
切
支
丹
や
天
草
騒
動
に
関
す
る
雑
書
を
読
み
漁
り
、
抜
き
書
き
を
し
て
か

ら
旅
に
出
て
い
る
（
４
）
。
よ
っ
て
、
こ
の
紀
行
は
、
単
な
る
〈
観
光
〉
に
終
わ
る
こ

と
な
く
、
天
草
・
島
原
の
乱
を
中
心
と
し
た
切
支
丹
文
化
探
訪
と
い
う
テ
ー
マ

性
の
あ
る
旅
へ
と
変
化
を
遂
げ
、
文
学
上
の
素
材
・

テ
ー
マ
を
多
く
持
ち
帰

る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
五
足
の
靴
」
一
行
は
、
長
崎
茂
木
港
か
ら
船
で
天
草
の
富
岡
へ
と
渡
り
、

天
草
西
海
岸
を
徒
歩
で
高
浜
、
大
江
と
辿
っ
た
後
、
牛
深
か
ら
三
角
へ
渡
っ
て

い
る
（
５
）
。
一
行
の
九
州
旅
行
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
、
天
草
島
に
渡
り
、
島
内
の

大
江
村
の
教
会
で
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
パ
ア
テ
ル
さ
ん
こ
と
「
ガ
ル
ニ
エ
神
父
」

に
面
会
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
６
）
。
近
世
以
降
の
天
草
と
キ
リ
ス
ト
教
と
が
極
め
て

密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
五
六
六
年
、
長
崎
の
島

原
半
島
を
経
由
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来
し
、〈
西
洋
〉
文
化
が
長
崎
を
通
じ

て
天
草
島
に
入
っ
て
く
る
。
一
六
〇
〇
年
天
草
所
領
の
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
小

西
行
長
が
敗
死
す
る
ま
で
、
約
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
天
草
島
は
キ
リ
ス
ト
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治
に
か
け
て
開
港
し
た
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
同
時
代
的
な
〈
西
洋
〉
文
化
を

見
る
の
で
は
な
く
、
天
草
や
長
崎
、
平
戸
な
ど
に
残
滓
を
と
ど
め
る
南
蛮
文
化

の
断
片
を
収
集
し
、
か
つ
て
の
日
本
に
波
及
し
た
〈
西
洋
〉
文
化
を
幻
視
し
憧

憬
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

実
際
に
眼
前
に
広
が
る
現
在
の
実
体
を
通
し
て
過
去
を
想
起
し
な
が
ら
風
景

を
描
き
出
す
と
い
う
こ
う
し
た
様
式
が
、「
五
足
の
靴
」
の
場
合
、
平
戸
・
天

草
・
島
原
と
い
っ
た
南
蛮
文
化
な
い
し
切
支
丹
文
化
の
地
を
巡
る
よ
り
前
に
、

す
で
に
風
景
を
描
く
枠
組
み
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
を
、
い
さ
さ
か
長
い
引
用
に
な
る
が
、

次
の
箇
所
に
指
摘
で
き
る
。

唐か
ら

津つ

近き
ん

松
し
ょ
う

寺じ

を
出
で
て
鉄
道
馬
車
に
乗
る
、
正
面
を
見
て
来
た
来
た

と
い
う
と
中
途
で
馬
を
外
し
た
、
何
事
な
ら
ん
と
思
え
ば
遥
か
向
う
の
方

か
ら
煙
を
吐
い
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
今
機
関
車
が
来
る
の
だ
そ
う
だ
。

…
（
略
）
…
松
原
を
突
切
る
と
領ひ

れ巾
振ふ

る
や
ま山

が
見
え
る
。
さ
ほ
ど
高
く
は
な

い
平
ひ
ら
た
い
山
で
あ
る
。
天
平
の
頃
山

や
ま
の
う
え
の上
憶お

く
ら良
が
肥
前
の
国
司
と
し
て
不
平

で
堪
ら
ず
、こ
の
辺
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
た
の
だ
と
思
う
と
非
常
に
面
白
い
。

…
（
略
）
…
前
に
は
領
巾
振
山
が
緑
の
肌
に
絹
も
掩
わ
ず
横
よ
こ
た
わ
り
伏
す
。

最
も
左
峰
の
山
頂
に
松
が
見
え
る
、
そ
こ
で
佐さ

よ用
姫ひ

め

が
領
巾
を
振
っ
た
の

で
あ
る
。
…
（
略
）
…
憶
良
が
こ
の
山
に
登
っ
た
時
こ
の
泉
を
掬
ん
だ

ろ
う
と
思
う
。
眼
ま
な
こ

を
放
て
ば
そ
こ
ら
あ
た
り
に
紅
の
百
合
が
火
の
よ
う
に

井
勇
、
平
野
万
里
ら
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
「
パ
ン
の
会
」
で
は
、「
異
国
情
調
」

文
学
の
前
提
と
な
る
南
蛮
遺
跡
の
足
跡
を
辿
っ
た
「
九
州
旅
行
」
を
、「
五
足

の
靴
」
の
解
説
の
形
で
掲
載
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
五
足
の
靴
」
の
旅
は
、〈
中
央
〉
か
ら
忘
れ
ら
れ
置
き
去
り

に
さ
れ
て
い
た
〈
辺
境
〉
の
「
南
蛮
文
化
」
や
「
切
支
丹
文
化
」
を
、
日
本
の

重
要
な
文
化
遺
産
と
し
て
〈
再
発
見
〉
さ
せ
る
契
機
と
も
な
っ
た
。
以
上
を
ふ

ま
え
て
、
本
稿
で
は
、「
五
足
の
靴
」
を
対
象
に
、
あ
る
テ
ー
マ
性
を
持
つ
旅

行
者
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
天
草
や
島
原
と
い
う
実
体
が
い
か
に
表
象
さ
れ

た
の
か
、
特
に
内
な
る
〈
辺
境
〉
が
ど
の
よ
う
に
〈
異
郷
化
〉
さ
れ
、
い
か
な

る
座
標
軸
に
よ
っ
て
他
者
と
し
て
定
位
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。「
五
足
の
靴
」
を
一
つ
の
事
例
に
、
明
治
期
の
日
本
文
学
に

お
け
る
「
長
崎
」・
「
天
草
」
の
ト
ポ
ス
と
し
て
の
意
味
性
を
考
察
す
る
た
め

の
足
が
か
り
を
見
出
す
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一
、
想
起
さ
れ
る
風
景
―
古
典
と
の
接
点

「
五
足
の
靴
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
記
述
者
が
日
本
の
中
の
あ
る
特
定
さ
れ

た
地
域
の
風
景
に
異
国
情
緒
を
感
じ
て
い
る
点
に
あ
る
。
あ
る
い
は
、そ
れ
を
、

異
国
情
緒
を
感
じ
る
風
景
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
、
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
テ
ク
ス
ト
の
現
在
時
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
古
典
、
す
な
わ
ち
過
去
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
五
足
の
靴
」
の
旅
行
者
と
し
て
の
ま
な
ざ
し
は
、
幕
末
か
ら
明
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文
学
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

（
８
）

」。
こ
の
「
領
巾
振
山
」
の
例
も
、
そ
う
し
た
過

去
の
「
言
葉
」
も
用
い
つ
つ
、「
過
去
の
文
学
」
に
描
か
れ
た
風
景
を
、
現
在

に
再
構
成
し
て
見
せ
た
と
い
う
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
は
、
実
体
が
ど
う
な
の
か
、
事
実
が
ど
う
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
現

実
そ
の
も
の
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し

て
、
次
の
引
用
部
分
を
参
照
す
る
。

有
馬
城
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
ら
し
い
。
旧
記
に
は
原
城
、
丙
ひ
の
え

城
の
二

箇
所
に
分
れ
て
い
た
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
今
城し
ろ
あ
と趾
は
荒
れ
て
悉

こ
と
ご
とく
桑
畑

に
な
っ
て
い
る
。
畠
の
中
に
は
随
所
に
石
垣
が
残
っ
て
、
例
の
不
恰
好
な

中
学
校
、
小
学
校
、
監
獄
分
監
な
ど
が
そ
の
間
に
立
っ
て
い
る
。
城
の
石

垣
に
は
一
面
に
灌
木
が
生
い
繁
っ
て
、
濠
に
は
蓮は
す

の
花
が
藤
色
の
台
湾
藻

の
花
と
雑ま
じ

っ
て
い
る
。
多
く
は
水
涸か

れ
て
里
芋
が
植
え
て
あ
る
。

こ
の
城
を
見
る
も
の
は
、
誰
で
も
第
一
に
天
草
四
郎
の
こ
と
を
思
お
も
い

起お
こ

す

に
違
い
な
い
。
こ
こ
は
彼
が
最
後
に
拠
っ
て
終つ
い

に
滅
ん
だ
所
で
あ
る
。
殊

に
そ
の
戦
没
の
時
が
十
七
歳
で
あ
る
と
聞
い
て
は
、
何
故
と
も
な
く
一
種

悲
壮
の
感
に
打
た
れ
る
。
…
（
略
）
…
自
分
は
僅
少
な
史
的
智
識
を
基
に

し
て
、
こ
の
忘
れ
果
て
た
よ
う
な
有
馬
城
趾
に
い
ろ
い
ろ
の
旧
き
姿
、
象

（
か
た
ち
）
を
並
べ
て
み
た
。 

（「
十
五
　
有
馬
城
趾
」）

第
二
段
落
冒
頭
に
、「
こ
の
城
を
見
る
も
の
は
、
誰
で
も
第
一
に
天
草
四
郎

咲
い
て
い
る
。
恋
に
燃
ゆ
る
佐
用
姫
の
心
で
あ
る
。
…
（
略
）
…
頂
き
の

端は
ず
れ、老

い
た
る
松
の
た
だ
一ひ

と
も
と本

立
て
る
下
に
腰
打
ち
下お

ろ

し
て
四よ

も方
を
眺
む
、

日
は
ま
だ
高
い
、
白
い
帆
を
下
げ
た
狭さ

で手
彦ひ

こ

の
船
が
次
第
に
遠
ざ
か
る
、

麾ま
ね

け
ど
も
帰
ら
ぬ
、
女
は
声
を
限
り
に
『
我
が
狭
手
彦
』
と
呼
ぶ
、
白
い

帆
が
微
か
に
震
う
、
女
は
領
巾
を
外
し
て
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
わ
し
た
。
緑
の

山
に
白
い
領
巾
が
靡な
び

い
て
い
る
、
青
い
海
に
白
い
帆
が
走
っ
て
い
る
。
古

え
の
夢
も
今
見
て
、
一
し
お
趣
が
深
い
。

（「
七
　
領
巾
振
山
」）

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
の
ま
な
ざ
し
は
、
機
関
車
が
走
る
当
時
の
現
在
か
ら
、

「
佐
用
姫
が
領
巾
を
振
っ
た
」古
典
の
時
代
へ
と
遡
る
。「
憶
良
が
こ
の
山
に
登
っ

た
時
こ
の
泉
を
掬
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
眼
ま
な
こ

を
放
て
ば
そ
こ
ら
あ
た
り
に
紅
の
百

合
が
火
の
よ
う
に
咲
い
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
現
在
か
ら
過
去
へ
、

そ
し
て
過
去
を
通
し
て
再
び
現
在
を
見
る
と
い
っ
た
、
複
数
の
風
景
が
重
ね
合

わ
さ
れ
て
い
る
。
過
去
と
現
在
と
を
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空

間
と
し
て
の
「
領
巾
振
山
」
は
重
層
的
な
時
間
を
帯
び
る
も
の
と
し
て
描
出
さ

れ
る
の
で
あ
る

つ
ま
り
、か
つ
て
柄
谷
行
人
が
「
風
景
の
発
見
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、「「
山

水
画
」
に
お
い
て
、
画
家
は
「
も
の
」
を
み
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
先
験
的
な

概
念
を
み
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
い
え
ば
、実
朝
も
芭
蕉
も
け
っ
し
て「
風

景
」
を
み
た
の
で
は
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
風
景
は
言
葉
で
あ
り
、
過
去
の
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〈
内
〉
な
る
日
本
の
中
に
そ
の
対
象
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
現
在
と
過
去
と
を
往
還
し
な
が
ら
事
象
を
切
り
結
ん
で
い
く
ま
な

ざ
し
に
よ
っ
て
、〈
図
〉
と
し
て
の
南
蛮
文
化
・
切
支
丹
文
化
の
風
景
が
、
天

草
や
島
原
と
い
う
〈
辺
境
〉
の
〈
地
〉
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。「
五
足

の
靴
」
の
「
言
葉
」
は
、〈
内
〉
な
る
他
者
と
し
て
南
蛮
文
化
・
切
支
丹
文
化

を
再
構
成
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
場
と
し
て
、
東
京
や
京
都
、

大
阪
と
い
っ
た
中
央
集
権
的
な
空
間
で
は
な
く
、
天
草
や
島
原
な
ど
〈
辺
境
〉

が
要
請
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
パ
ン
の
会
」
が
文
化
の
〈
中

心
〉
フ
ラ
ン
ス
か
ら
遠
く
離
れ
た
〈
辺
境
〉
の
極
東
・
日
本
で
、隅
田
川
を
セ
ー

ヌ
川
と
見
立
て
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
転
倒
し
た
視
線
に
つ
な
が
る
も
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
郷
愁
と
「
異
国
情
調
」
と
の
関
係

で
は
、「
五
足
の
靴
」
が
ど
の
よ
う
な
点
に
異
国
情
調
を
感
じ
る
の
か
に
つ

い
て
、
三
点
に
絞
っ
て
述
べ
た
い
。

一
つ
は
、「
南
蛮
文
化
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

平
戸
に
は
午
後
二
時
頃
着
い
た
。
狭
い
漁

り
ょ
う

師し

街ま
ち

を
通
っ
て
直
ぐ
下
島
氏

を
訪
問
し
た
。
案
内
さ
れ
た
書
斎
は
瀟
洒
と
し
て
気
持
ち
が
よ
か
っ
た
。

窓
か
ら
樟く
す

の
大
樹
が
見
え
る
。
枝
の
間
に
は
三
百
年
前
の
開
港
場
が
見
え

透
く
。
殊
に
丹
羽
前
に
は
朝
鮮
か
ら
来
た
酒し
ゅ

壺こ

が
累る

い
る
い々

と
転
が
っ
て
居
、

の
こ
と
を
思
起
す
に
違
い
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
有

馬
城
趾
」
は
、
実
際
に
は
現
在
の
島
原
城
で
あ
り
、
天
草
四
郎
ゆ
か
り
の
原
城

で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
語
り
手
及
び
「
五
足
の
靴
」
た
ち
の
誤
解
だ
っ
た
わ

け
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
島
原
城
を
原
城
と
し
て
見
な
せ
ば
、

「
い
ろ
い
ろ
の
旧
き
姿
、象
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
空
間
に
変
貌
を
遂
げ
、「
悲

壮
の
感
に
打
た
れ
る
」
過
去
が
現
出
す
る
場
と
化
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
五
足
の
靴
」
の
風
景
は
、
史
実
や
事
実
自
体
を
問

う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
認
識
的
な
布
置
」（
柄
谷
行
人
）
と
し
て
の

風
景
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
例
は
、
南
蛮
文
化
・
切
支
丹
文
化
ゆ
か
り

の
最
後
の
地
を
訪
れ
た
時
の
も
の
で
あ
る
。「
五
足
の
靴
」
は
、
天
草
・
島
原

の
地
に
残
る
南
蛮
文
化
・
切
支
丹
文
化
の
〈
実
相
〉
を
記
述
し
よ
う
と
企
図
し

て
い
た
。
無
論
、
語
り
手
は
島
原
城
か
原
城
か
の
真
偽
を
問
う
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
だ
が
、
図
ら
ず
も
、
こ
の
時
点
で
〈
実
相
〉
を
記
述
す
る
と
い
う
行

為
の
意
味
が
変
化
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
る
事
物
を
通
し
て
過
去
と
現
在
を
往
還
さ
せ
る
ま
な
ざ

し
は
、
こ
れ
以
降
の
叙
述
に
も
随
所
に
確
認
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
反
復
に
よ
っ

て
、
南
蛮
文
化
や
切
支
丹
文
化
を
〈
再
発
見
〉
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
枠

組
み
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
五
足
の
靴
」
一
行
の
異
国
情
緒
に
は
、

後
に
「
パ
ン
の
会
」
が
隅
田
川
を
セ
ー
ヌ
川
と
見
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う

に
、〈
西
洋
〉
の
見
立
て
の
一
つ
と
し
て
あ
る
、
南
蛮
文
化
あ
る
い
は
切
支
丹

文
化
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
し
て
、そ
れ
が
見
立
て
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
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の
伝
播
の
早
い
今
日
は
、
か
え
っ
て
比
較
的
に
不
便
な
こ
の
地
あ
た
り
に
最
も

多
く
残
っ
て
い
る
ら
し
い
」
と
期
待
を
寄
せ
、「
外
国
語
の
日
本
化
し
た
の
」

を
捜
そ
う
と
す
る
が
、
さ
ほ
ど
集
ま
ら
ず
に
落
胆
す
る
。
ま
た
、
天
草
の
富
岡

か
ら
大
江
に
向
か
う
、
つ
ま
り
パ
ア
テ
ル
さ
ん
に
会
い
に
行
く
途
中
で
、
茶
屋

の
「
婆
さ
ん
」
に
「
婆
さ
ん
の
言
葉
は
ち
っ
と
も
分
ら
ぬ
」
と
言
う
と
、「
あ

あ
た
方
の
い
わ
っ
し
ゃ
る
事
も
分
か
い
ま
っ
せ
ん
」と
言
葉
を
返
さ
れ
る
。「
あ

あ
た
方
の
い
わ
っ
し
ゃ
る
事
も
」
と
い
う
よ
う
に
、
お
互
い
の
言
葉
が
分
か
ら

な
い
と
い
う
内
容
を
伝
達
で
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ

え
て
互
い
の
言
葉
が
通
じ
な
い
、理
解
し
え
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、

茶
屋
の
「
婆
さ
ん
」
の
口
か
ら
こ
う
し
た
言
葉
を
吐
き
出
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、

そ
の
日
本
人
の
婆
さ
ん
と
の
間
に
隔
た
り
を
設
け
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
エ
キ

ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
他
者
と
し
て
措
定
し
よ
う
と
す
る
向
き
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
は
、
自
然
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
高
浜
の
町
は
葡
萄

で
掩
は
れ
て
居
る
。
家
毎
に
棚
が
あ
る
。
棚
な
き
家
は
屋
根
に
匐
は
す
。
そ
れ

を
見
て
南
の
島
ら
し
い
感
じ
が
し
た
」（「
十
二
　
大
失
敗
」）
と
あ
る
よ
う
に
、

「
南
の
島
」、
つ
ま
り
そ
れ
が
日
本
で
は
な
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
日
本
で
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
が
〈
中
央
〉
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
〈
辺
境
〉
の
地
で
あ
る
こ
と

を
、
植
物
や
気
候
と
い
う
地
理
的
な
条
件
を
も
っ
て
確
認
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
五
足
の
靴
」
は
、
事
物
、
言
語
、
地
理
的
環
境
な
ど
の
面

か
ら
、
周
到
に
、
平
戸
や
長
崎
、
天
草
、
島
原
の
異
質
性
を
設
定
し
て
い
く
。

室
に
は
古
い
阿
蘭
陀
皿
が
あ
る
の
を
見
る
と
、
身
辺
に
一
種
異
様
の
雰
囲

気
の
逼せ
ま

る
の
を
感
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
…
（
略
）
…

下
島
氏
に
嚮
き
ょ
う
ど
う導

せ
ら
れ
て
亀
岡
神
社
に
登
っ
た
。
鯨
の
骨
だ
と
い
う
も

の
が
あ
っ
た
が
、別
に
意
を
引
く
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら「
阿

蘭
陀
塀
」と
い
う
も
の
を
見
た
。
当
時
の
蘭
人
が
築
い
た
も
の
だ
そ
う
だ
。

…
（
略
）
…
そ
れ
か
ら
ま
た
阿
蘭
陀
井
戸
だ
の
、
阿
蘭
陀
燈
台
だ
の
を
見

た
。
後
者
は
海
に
突
き
出
た
一
角
に
昔
築
い
た
石
垣
が
乱
れ
て
い
る
ば
か

り
だ
け
れ
ど
も
こ
れ
に
夕
日
が
燦
然
と
あ
た
る
時
に
は
、
大
お
お
い

に
画
家
の
眼

を
喜
ば
し
む
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。 

（「
九
　
平
戸
」）

「
五
足
の
靴
」
一
行
が
最
初
に
訪
れ
た
南
蛮
文
化
・
切
支
丹
文
化
ゆ
か
り
の

地
は
平
戸
で
あ
る
が
、
こ
の
引
用
箇
所
に
あ
る
よ
う
に
、
か
の
地
で
有
名
な
捕

鯨
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
平
戸
の
下
島
家
、
庭
に
転
が
っ
て

い
る
朝
鮮
の
酒
壺
や
、
室
内
に
飾
ら
れ
た
南
蛮
皿
、
阿
蘭
陀
塀
な
ど
に
「
異

様
の
雰
囲
気
」
を
感
じ
、
そ
れ
こ
そ
が
「
異
国
情
調
」
だ
と
強
調
す
る
。
つ
ま

り
、
現
在
の
人
間
の
営
み
よ
り
も
過
去
の
遺
物
に
興
味
の
視
線
が
示
さ
れ
る
こ

と
で
、
過
去
／
現
在
、
モ
ノ
／
生
物
と
い
う
二
項
式
の
評
価
軸
が
意
識
さ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
近
代
よ
り
前
に
存
在
し
た
南
蛮
文
化
を
、
平
戸
の
現
在
の
日

常
空
間
に
置
か
れ
た
、
人
間
の
手
に
な
る
事
物
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
ま
た

こ
う
し
た
事
物
は
「
異
国
情
調
」を
醸
し
出
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
組
み
込
ま
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
言
葉
で
あ
る
。
五
人
づ
れ
は
、
平
戸
で
で
き
る
だ
け
「
文
明
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と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
五
足
の
靴
」
が
〈
故
郷
〉
と
し

て
無
意
識
化
さ
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
に
〈
異
郷
〉
を
見
出
し
て
い
く
、
あ
る

い
は
〈
異
郷
〉
を
構
築
す
る
、
そ
う
し
た
行
為
の
過
程
を
、
こ
の
「
五
足
の
靴
」

と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
実
体
と
し
て

で
は
な
く
、
郷
愁
の
ま
な
ざ
し
や
異
国
趣
味
的
な
視
線
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

場
だ
と
い
え
る
。
そ
の
場
と
い
う
の
は
、決
し
て
未
知
の
〈
異
郷
〉
で
は
な
く
、

既
知
の
〈
異
郷
〉
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
日
本
の
古
典
籍
を
参

照
す
る
と
い
う
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
地
の
〈
辺
境
〉
性
を

保
障
す
る
証
拠
が
配
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、「
五
足
の
靴
」
の
道
程
は
、〈
故
郷
〉
を
〈
異
郷
〉
と
し
て
創
造
し
直
す

こ
と
、
す
な
わ
ち
異
化
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

一
行
が
有
馬
城
趾
を
訪
れ
た
際
の
く
だ
り
に
は
、『
島
原
軍
中
話
』
が
引
き

合
い
に
出
さ
れ
た
直
後
に
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

当
時
九
州
西
部
の
切
支
丹
の
徒
は
幕
府
の
迫
害
が
烈
し
く
て
、
二
十
六

年
前ぜ
ん

の
夢
の
よ
う
な
讖し

ん

言げ
ん

『
当
年
よ
り
廿
六
年
目
に
あ
た
り
善
人
一
人

可し
ゆ
つ
し
や
う
す
べ
く

出
生
、
其
者
幼い

と
けな

く
し
て
諸
学
を
極
め
天
に
し
る
く
顕
る
可
し
、
枯

木
に
も
花
咲
き
、
山
野
に
旗
を
立
て
諸
人
の
首
に
く
る
す

0

0

0

を
立
つ
可
し
。

東
西
雲
の
焼
く
る
こ
と
近
々
あ
る
可
し
。「
デ
イ
ウ
ス
」
を
尊
ぶ
時
至
る

可
き
な
り
。
云
々
』
と
信
じ
て
、
何
物
も
か
期
待
す
る
こ
と
、
昔
の
猶ゆ
だ
や太

の
民
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
…
一
方
に
は
長
崎
、
平
戸
の
辺
か
ら
駸し
ん
し
ん々

と
外

だ
が
、
こ
う
し
た
現
在
に
継
承
さ
れ
る
〈
異
国
〉
的
要
素
を
拾
い
出
し
て
繰
り

返
し
確
認
す
る
行
為
と
平
行
し
て
、
五
人
づ
れ
の
行
動
は
、
古
文
書
、
古
典
籍

の
参
照
へ
と
向
か
う
。
た
と
え
ば
、
一
行
は
、
高
浜
の
庄
屋
上
田
家
を
訪
ね
天

草
の
乱
の
考
証
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
は
、
古
文
書
が
残
さ
れ
、
近
世

庶
民
の
貴
重
な
資
料
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
文
化
年
間
の
天
草
町
大
江
を
中
心

と
し
た
隠
れ
切
支
丹
の
吟
味
文
書
も
当
時
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も

出
来
事
を
時
系
列
順
に
並
べ
て
〈
写
し
た
〉
紀
行
文
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る

舞
い
な
が
ら
も
、「
五
足
の
靴
」
は
、
過
去
と
現
在
を
往
還
し
つ
つ
〈
異
文
化
〉

の
要
素
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
異
国
情
緒
溢
れ
る

風
景
と
し
て
演
出
し
、
平
戸
や
天
草
、
島
原
と
い
っ
た
地
域
を
〈
内
〉
な
る
異

郷
へ
と
設
え
て
い
く
。

紀
行
文
「
五
足
の
靴
」
か
ら
立
ち
上
が
る
風
景
と
は
、
日
本
に
内
在
す
る
、

忘
れ
ら
れ
た
あ
る
い
は
秘
め
ら
れ
た
過
去
へ
の
郷
愁
と
、
異
質
な
文
化
へ
の
エ

キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
が
重
な
り
合
う
地
平
に
重
層
的
か
つ
意
識
的
に
作
り
出
さ

れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、〈
内
な
る
異
郷
〉
の
発
見

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
五
足
の
靴
」
に
は
、
日
本
を
〈
外
〉
か
ら

異エ
キ
ゾ国

趣テ
ィ
ッ
ク

味
的
に
眺
め
よ
う
と
す
る
視
線
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
日
本
の
国
境
の
〈
外
〉
に
あ
る
外
国
文
化
で
は
な
く
、
日
本
の
歴

史
の
連
続
性
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
〈
異
国
〉、
す
な
わ
ち
〈
内
な
る
異
郷
〉
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で
あ
る
。
だ
が
、こ
の
よ
う
な
〈
内
な
る
異
郷
〉
を
立
ち
上
げ
る
ま
な
ざ
し
が
、

後
に
続
く
日
本
近
代
文
学
で
展
開
さ
れ
る
南
蛮
物
や
切
支
丹
物
を
仮
構
す
る
際

に
も
作
用
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
島
原
や
天
草
と
い
う
地

が
、
そ
の
後
、
南
蛮
趣
味
や
異
国
美
意
識
を
有
す
る
切
支
丹
文
化
の
表
徴
的
ト

ポ
ス
と
し
て
浮
上
し
流
通
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
五
足
の
靴
」
で

確
認
さ
れ
る
ま
な
ざ
し
は
、
後
継
の
異エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク

国
趣
味
的
な
日
本
紀
行
文
の
特
徴
に
通

じ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、「
五
足
の
靴
」
に
お
け
る
あ
る
テ
ー
マ
性
を
持
つ
旅
行
者
の
ま
な
ざ

し
が
、
天
草
を
中
心
と
す
る
地
域
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
い
か
な
る
風
景

を
構
成
し
た
の
か
、
ま
た
、
い
か
に
〈
異
郷
化
〉
し
、〈
再
発
見
〉
し
て
い
く

の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
れ
は
、
平
戸
・
長
崎
・
島
原
・
天

草
と
い
っ
た
〈
辺
境
〉
を
内
な
る
他
者
と
し
て
、
文
化
的
事
物
、
言
語
、
地
理

的
条
件
に
よ
っ
て
規
定
し
、
そ
こ
に
古
典
籍
や
史
跡
を
導
入
し
つ
つ
、〈
異
郷
〉

と
い
う
文
学
的
な
ト
ポ
ス
と
し
て
の
地
位
を
与
え
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、「
五
足
の
靴
」
に
お
い
て
、
日
本
／
外
国
、

内
部
／
外
部
と
い
う
境
界
に
よ
っ
て
分
か
た
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば

内
部
―
境
界
―
外
部
と
い
う
よ
う
に
、
一
見
、
境
界
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
か
の

よ
う
な
二
項
式
が
、
単
純
に
自
己
と
は
無
縁
の
〈
外
〉
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
は
、
地
理
的
事
情
が
関
係
し
て
い

国
文
明
が
入
っ
て
来
て
、
帰
来
せ
る
漂
流
者
の
話
、
美
わ
し
き
南
蛮
国
の

磁
器
な
ど
は
或
は
こ
の
少
年
の
多
感
な
る
耳
目
に
詩
的
憧
憬
を
喚よ
び
お
こ起

し
た

か
も
知し
れ

な
い
。
女
は
伽
羅
が
の
油
に
髪
を
結
ぶ
と
い
う
天
竺
、
は
た
碧
眼

の
美
丈
夫
が
皂
そ
ふ
ま
ん
く
ゑ
ん

縵
に
似
た
る
衣
を
着
く
る
と
い
う
、
入
船
出
船
の
阿
蘭

陀
の
都
に
こ
の
世
の
幸
を
求
め
に
行
こ
う
か
。
こ
の
天
下
に
乗
じ
て
男
一

代
の
名
を
成
そ
う
か
、
は
た
荘
厳
な
る
金
十
字
に
跪
ひ
ざ
ま
ずい

て
彼
の
世
の
栄
光

を
味
あ
じ
わ

お
う
か
、
こ
れ
ら
諸
々
の
妖で

も
ん魔

は
群つ

ど

い
来き

た

っ
て
彼
の
身
辺
を
囲
繞
し

た
。
し
か
し
彼
は
最
後
に
誇
ら
し
き
天
命
に
従
っ
て
天
草
の
蒼
民
の
心
を

救
お
う
と
決
心
し
た
。 

（「
十
五
　
有
馬
城
趾
」）

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
い
か
に
も
浪
漫
主
義
的
な
修
辞
が
用

い
ら
れ
て
お
り
、「
天
草
の
蒼
民
」
を
「
昔
の
猶
太
の
民
」
に
譬
え
、「
外
国
文
明
」

「
南
蛮
国
」「
阿
蘭
陀
の
都
」
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
な
が
ら
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ

ム
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
天
草
・
島
原
の
乱
が
読
み
替
え
ら
れ
て
い
く
。

だ
が
、
こ
う
し
た
視
線
に
は
、
平
戸
、
島
原
、
天
草
と
い
う
、
各
々
が
抱
え

込
む
地
理
的
・
歴
史
的
・
文
化
的
差
異
と
い
う
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
、
南
蛮
文

化
や
切
支
丹
文
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
統
合
し
、
均
質
化
し
た
空
間
に
し
て
し
ま

う
と
い
う
力
学
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
紀
行
文
「
五
足
の
靴
」
の
他
の
章

に
お
い
て
、
三
池
炭
鉱
や
柳
川
、
京
都
や
厳
島
の
地
に
は
、
明
確
な
区
切
り
が

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、「
五
足
の
靴
」

に
お
け
る
こ
う
し
た
風
景
は
、
異エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク

国
趣
味
的
な
バ
イ
ア
ス
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
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に
対
す
る
視
線
と〈
外
〉に
対
す
る
視
線
と
は
同
じ
よ
う
な
響
き
を
奏
で
る
の
で
あ
る
。

「
五
足
の
靴
」
を
皮
切
り
に
、
北
原
白
秋
や
木
下
杢
太
郎
に
よ
っ
て
見
出

さ
れ
た
こ
う
し
た
南
蛮
文
学
の
系
譜
は
、
そ
の
後
、
意
味
合
い
を
変
え
な
が

ら
、
芥
川
龍
之
介
「
神
神
の
微
笑
」
や
遠
藤
周
作
「
沈
黙
」
へ
と
展
開
し
て
い

く
。
ま
た
、
天
草
の
紀
行
文
の
流
れ
で
は
、「
五
足
の
靴
」
か
ら
六
五
年
後
の

一
九
七
二
年
に
、
小
川
国
夫
が
、
長
崎
か
ら
天
草
へ
渡
り
、
天
草
北
西
岸
を
見

て
歩
き
、「
五
足
の
靴
」
の
足
跡
を
辿
り
、「
天
草
灘
」
と
し
て
発
表
し
て
い
る
。

た
だ
、
小
川
の
場
合
は
、「
五
足
の
靴
」
と
は
異
な
り
、
そ
こ
に
異
国
情
緒
や

古
典
と
の
つ
な
が
り
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
行
程

を
通
し
て
、
書
物
か
ら
得
た
天
草
の
イ
メ
ー
ジ
と
目
の
前
に
あ
る
現
実
と
の
ず

れ
や
、
現
地
の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ず
れ
を
縁
取
ろ
う
と
し
て

い
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
、そ
の
意
味
で
は
「
五
足
の
靴
」の
素
朴
な〈
夢
想
性
〉

を
部
分
的
に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
で
の
議
論
は
、「
五
足
の
靴
」
に
お
け
る
〈
異
文
化
〉
へ
の
視

線
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
三
〇
年
代
以
降
に
展
開
さ
れ
た
ツ
ー
リ

ズ
ム
と
の
関
連
性
や
、
同
時
代
の
他
の
紀
行
文
と
の
類
縁
性
及
び
差
異
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
学
の
ロ
マ
ン
主
義
的
手
法
と
の
関
係
な
ど
、
検
討
す
べ
き
問
題
が

種
々
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）
本
稿
は
、「
二
〇
〇
六
年
〜
二
〇
〇
八
年
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
Ｃ
　
日

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
九
州
は
日
本
国
内
に
あ
る
が
、
本
州
と
地

続
き
で
は
な
く
、
海
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
島
で
あ
る
。「
五
足
の
靴
」
の
語

り
手
が
、
天
草
や
島
原
を
日
本
国
内
に
あ
り
な
が
ら
も
、
東
京
を
中
心
に
想
定

さ
れ
た
自
分
た
ち
の
土
地
の
延
長
だ
と
素
朴
に
見
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
地
理
的
事
情
は
、
こ
う
し
た
〈
内
〉
と
〈
外
〉
の
境
界
を
揺
る
が
す
要
素
と

し
て
働
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
〈
内
〉
で
あ
る
と
同
時
に
〈
外
〉
で
も
あ
る

両
義
的
空
間
は
、
た
と
え
ば
日
本
文
化
と
い
う
あ
る
種
の
均
質
化
し
た
文
化
の

統
一
体
で
は
な
く
、
南
蛮
文
化
・
切
支
丹
文
化
的
要
素
の
混
合
し
た
異
種
混
淆

性
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
島
原
や
天
草
、
平
戸
と
い
っ
た
地
域
が
、

異
種
混
淆
的
な
接
触
領
域
と
し
て
具
体
化
、象
徴
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、

「
五
足
の
靴
」を
読
む
こ
と
も
で
き
る
。「
五
足
の
靴
」の
語
り
に
は
、「
外
国
文
明
」

「
南
蛮
国
」「
阿
蘭
陀
の
都
」
を
無
批
判
に
賛
美
す
る
よ
う
な
身
振
り
が
う
か
が

え
る
が
、
同
時
に
日
本
古
典
籍
へ
の
言
及
も
並
置
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
（
９
）

、
文
学
の
歴
史
に

お
い
て
「
古
さ
こ
そ
は
、
国
民
文
学
の
「
豊
か
さ
」」
と
「
そ
の
国
民
文
学
の

高
貴
さ
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
見
地
に
立
て
ば
、「
五
足
の
靴
」
で
な

さ
れ
た
こ
と
は
日
本
古
典
の
〈
再
発
見
〉
で
あ
り
、
そ
れ
を
抱
え
な
が
ら
同
時

に
、
憧
憬
の
対
象
で
あ
る
〈
西
洋
〉
文
化
を
も
取
り
込
ん
で
い
た
〈
日
本
〉
に

対
す
る
寿
ぎ
の
姿
勢
が
基
底
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
、「
五
足
の

靴
」
に
お
い
て
、〈
異
文
化
〉
に
向
け
た
視
線
の
先
に
は
自
己
の
内
部
が
あ
り
、〈
内
〉
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州
旅
行
の
途
次
長
崎
に
一
泊
し
、
天
草
に
渡
り
、
大
江
村
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
寺
院
で

目
の
青
い
教パ

ア
テ
ル父
と
語
つ
た
。
こ
の
旅
行
か
ら
何
を
彼
等
は
齎

も
た
ら
し
た
か
、
浪
漫
的
の
ほ

し
い
ま
ま
な
夢
想
者
で
あ
つ
た
新
人
、
彼
等
は
我
な
ら
ぬ
現
実
な
ら
ぬ
空
を
空
と
し
、

旅
を
旅
と
し
て
陶
酔
し
た
。
中
に
も
北
原
白
秋
は
『
天
草
雅
歌
』
を
、
邪
宗
の
『
鵠

く
ぐ
ひ
』

を
、
正
雄
は
『
黒
船
』
を
、
ま
た
『
長
崎
ぶ
り
』
を
、
そ
の
阿
蘭
陀
船
の
朱
の
幻
想

の
帆
と
載
せ
て
、
ほ
ほ
う
い
ほ
ほ
う
い
と
帰
つ
て
来
た
」（「
邪
宗
門
詩
風
の
曙
」、『
明

治
大
正
詩
史
概
観
』、
昭
和
八
年
）
や
、
吉
井
勇
の
回
想
「
何
し
ろ
そ
の
当
時
の
私

達
は
、
異
国
情
調
な
ど
と
い
う
こ
と
を
唱
え
て
、
南
蛮
文
学
に
関
心
を
持
ち
は
じ
め

た
時
代
の
こ
と
だ
か
ら
こ
の
旅
行
の
目
的
も
、
専
ら
切
支
丹
の
遺
跡
を
尋
ね
る
こ
と

に
あ
っ
た
の
で
、
平
戸
、
長
崎
な
ど
に
探
究
の
足
を
運
ん
だ
後
天
草
に
渡
、
大
江
村

の
天
主
堂
に
パ
ア
テ
ル
さ
ん
を
訪
れ
て
旧
教
の
歴
史
な
ど
を
聞
く
こ
と
も
、
最
初
か

ら
旅
程
に
入
っ
て
ゐ
た
」（「
ガ
ル
ニ
エ
さ
ん
」、『
東
京
新
聞
』、
昭
和
二
十
七
年
八
月

二
十
六
・
二
十
七
日
）
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
７
）「
…
…
わ
れ
わ
れ
の
南
蛮
趣
味
は
学
問
的
で
も
、
考
証
的
で
も
、
ま
た
純
粋
の
も
の

で
も
な
く
、
専
ら
語
彙
の
集
積
で
し
た
。
是
れ
は
当
時
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
バ
ル
ナ

シ
ア
ン
の
詩
、
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
の
詩
か
ら
も
暗
示
を
受
け
た
わ
け
で
す
。
上
田
敏
氏

の
『
海
潮
音
』、
蒲
原
有
明
氏
の
『
春
鳥
集
』
が
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
へ
ま

し
た
。
も
う
一
つ
は
フ
ラ
ン
ス
の
印
象
派
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
偏
愛
が
、
そ
の
流

儀
を
詩
の
上
で
表
現
せ
し
め
た
と
云
ふ
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
南
蛮
紅
毛
趣
味
、
江

戸
浮
世
絵
趣
味
、
印
象
派
の
様
式

―
さ
う
い
ふ
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
南
蛮
文
学
の

基
調
で
し
た
。」（
太
田
正
雄
、
前
掲
。）

（
８
）
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』（
一
九
八
〇
年
、
講
談
社
）
一
九
頁
。

（
９
）
パ
ス
カ
ル
・
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
『
世
界
文
学
空
間
　
文
学
資
本
と
文
学
革
命
』
岩
切
正
一

郎
訳
（
二
〇
〇
二
年
、
藤
原
書
店
）
三
三
頁
。

―
み
ぞ
ぶ
ち
・
そ
の
こ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授

―

仏
共
同
に
よ
る
日
本
の
現
代
・
古
典
文
化
の
学
際
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
柴
田
勝

二
氏
）
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
内
と
外
か
ら
見
る
日
本
文
学

―
古
典
と
現
代
の
出
会

い
を
求
め
て
」（
二
〇
〇
八
年
十
一
月
八
日
、
東
京
外
国
語
大
学
）
の
報
告
書
に
掲
載

さ
れ
た
口
頭
発
表
「
紀
行
文
学
に
お
け
る
風
景

―
「
五
足
の
靴
」
は
天
草
に
何
を

見
る
か
」（
二
〇
〇
九
年
三
月
）
の
内
容
を
再
考
し
、
修
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）な
お
、本
稿
の「
五
足
の
靴
」引
用
本
文
は
、以
下
、五
人
づ
れ『
五
足
の
靴
』（
二
〇
〇
七

年
、
岩
波
文
庫
）
に
拠
る
。
同
書
本
文
は
、「
東
京
二
六
新
聞
」
を
底
本
と
す
る
岩
波

書
店
版
『
白
秋
全
集
』
十
九
（
一
九
八
五
年
）
に
収
録
さ
れ
た
「
五
足
の
靴
」
全
文

に
拠
り
、
野
田
宇
太
郎
編
集
校
訂
に
よ
る
柳
川
版
『
五
足
の
靴
』（
一
九
七
八
年
、
ち

く
ご
民
藝
店
）
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
北
原
白
秋
の
著
し
た
そ
の
他
の

本
文
引
用
は
、『
北
原
白
秋
全
集
』（
一
九
八
四
－
一
九
八
八
年
、岩
波
書
店
）に
拠
っ
た
。

（
３
）
目
次
は
、
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。（
一
）
厳
島
、（
二
）
赤
間
が
関
、（
三
）

福
岡
、（
四
）
砂
丘
、（
五
）
潮
、（
六
）
雨
の
日
、（
七
）
領
巾
振
山
、（
八
）
佐
世
保
、（
九
）

平
戸
、（
十
）
荒
れ
の
日
、（
十
一
）
蛇
と
蟇
、（
十
二
）
大
失
敗
、（
十
三
）
大
江
村
、（
十
四
）

海
の
上
、（
十
五
）
有
馬
城
跡
、（
十
六
）
長
洲
、（
十
七
）
熊
本
、（
十
八
）
阿
蘇
登
山
、

（
十
九
）
噴
火
口
、（
二
十
）
画
津
湖
、（
二
十
一
）
三
池
炭
鉱
、（
二
十
二
）
み
や
び
お
、

（
二
十
三
）
柳
河
、（
二
十
四
）
徳
山
、（
二
十
五
）
月
光
、（
二
十
六
）
西
京
、（
二
十
七
）

京
の
朝
、（
二
十
八
）
京
の
山
、（
二
十
九
）
彗
星

（
４
）
杢
太
郎
に
よ
る
次
の
述
懐
が
あ
る
。「
わ
た
し
は
旅
行
に
先
だ
つ
て
、
上
野
の
図
書

館
に
通
ひ
、
殊
に
天
草
騒
動
に
関
す
る
数
種
の
雑
書
を
漁
り
、
且
つ
抜
書
を
し
て
置

き
ま
し
た
。
二
、三
年
前
ゲ
エ
テ
の
イ
タ
リ
ア
紀
行
を
読
み
、
そ
れ
に
心
酔
し
て
ゐ
ま

し
た
か
ら
、
さ
う
い
ふ
見
方
で
九
州
を
見
て
や
ら
う
と
い
う
下
心
で
し
た
。」（
太
田

正
雄
「
明
治
末
年
の
南
蛮
文
学
」、『
木
下
杢
太
郎
詩
集
』、
昭
和
五
年
）

（
５
）
ち
な
み
に
、
彼
ら
が
歩
い
た
道
は
、
現
在
、「
五
足
の
靴
文
学
遊
歩
道
」
と
し
て
残

さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
旅
程
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
６
）
白
秋
に
よ
る
解
説
「
四
十
年
の
夏
、
新
詩
社
同
人
の
寛
・
萬
里
・
正
雄
・
白
秋
は
九




