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は
、
さ
ら
に
典
拠
と
の
比
較
を
通
し
て
主
人
公
の
新
之
丞
の
感
情
表
現
を
取
り

上
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
作
中
で
新
之
丞
は
、
亡
霊
の
弥
子
か
ら
「
う
す
き
情
の

色
み
え
た
り
」と
、そ
の
薄
情
さ
を
糾
弾
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
主
人
公
の「
情
」

の
有
無
を
観
点
と
し
て
、
主
人
公
の
設
定
の
意
味
を
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
牡
丹
灯
籠
」

を
中
心
と
し
て
、『
伽
婢
子
』の「
情
」の
表
現
を
探
究
し
、そ
の
上
で
了
意
の「
情
」

に
対
す
る
考
え
方
を
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
る
。

一
、「
牡
丹
灯
籠
」
の
「
情
」
の
表
現

「
牡
丹
灯
籠
」
は
『
剪
灯
新
話
』
の
「
牡
丹
灯
記
」
の
翻
案
小
説
で
あ
る
。

了
意
の
翻
案
は
、
主
人
公
の
喬
生
を
荻
原
新
之
丞
、
符
麗
卿
を
二
階
堂
弥
子
に

改
変
し
て
、
日
本
の
盂
蘭
盆
を
物
語
の
舞
台
と
し
て
こ
の
翻
案
小
話
を
展
開
し

た
。
了
意
は
ま
ず
話
の
冒
頭
部
分
に
亡
妻
へ
の
思
念
を
加
え
て
い
る
。

は
じ
め
に

寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
伽
婢
子
』
は
、浅
井
了
意
が
『
剪

灯
新
話
』『
剪
灯
余
話
』『
金
鰲
新
話
』
に
基
づ
い
て
創
作
し
た
翻
案
小
説
で
あ

る
。
各
話
の
出
典
は
、
宇
佐
美
喜
三
八
氏
（
１
）

・
黄
昭
淵
氏

（
２
）

の
研
究
を
中
心
と
し
て

ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
各
話
の
比
較
ま
た
は
了
意
の
翻
案
の
意
図
に

関
す
る
研
究
が
今
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

『
伽
婢
子
』
の
六
十
八
話
は
幽
霊
譚
・
軍
譚
・
奇
談
に
分
類
さ
れ
、
こ
の
中

で
幽
霊
譚
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
部
分
で
あ
る
。
幽
霊
譚
の
中
で
も
っ
と

も
有
名
な
話
は
巻
三
の
三
「
牡
丹
灯
籠
」
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
主
な
研
究
は
、

了
意
作
の
文
芸
性
を
強
調
す
る
も
の
（
３
）
、
及
び
創
作
の
目
的
は
仏
教
宣
揚
で
あ
っ

た
と
い
う
観
点
を
打
ち
出
し
た
も
の
（
４
）
で
あ
る
。
張
龍
妹
氏

（
５
）
と
桑
子
め
ぐ
み
氏

（
６
）
は

共
に
「
牡
丹
灯
籠
」
が
恋
愛
を
中
心
と
し
た
話
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
桑
子
氏

楊

　

　

　

　

　

媛

『
伽
婢
子
』
に
見
ら
れ
る
「
情
」
の
表
現
に
つ
い
て

　
　
　
―
― 

「
牡
丹
灯
籠
」
を
中
心
に 

―
―
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い
る
の
で
あ
る
。

と
評
価
し
た
。
ま
た
桑
子
氏）

10
（

は
、

主
人
公
の
妻
に
関
し
て
「
牡
丹
燈
記
」
で
は
喬
生
の
妻
の
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
一
方
、「
牡
丹
燈
籠
」
で
は
細
か
く
妻
へ
の
感
情
が
描
写
さ
れ
、

新
之
丞
の
亡
き
妻
へ
の
深
い
愛
情
と
未
練
が
読
み
取
れ
る
。

と
記
し
た
。
つ
ま
り
太
刀
川
氏
・
桑
子
氏
は
、
こ
こ
の
描
写
を
通
し
て
、
新
之

丞
が
「
情
」
の
あ
る
人
間
と
し
て
読
者
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
と
言

い
た
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
妻
を
失
っ
た

悲
痛
に
浸
っ
た
新
之
丞
で
あ
る
の
に
、
月
下
で
美
し
い
弥
子
を
見
る
と
、
妻

へ
の
思
い
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
、
弥
子
を
誘
っ
て
一
緒
に
家
に
帰
る
こ
と
に
な

る
。
二
人
で
一
夜
を
過
ご
し
た
後
の
新
之
丞
の
あ
り
さ
ま
は
、
以
下
の
よ
う
で

あ
っ
た
。

「
牡
丹
灯
籠
」

す
で
に
横
雲
た
な
び
き
て
、
月
山
の
は
に
か
た
ぶ
き
、
と
も
し
火
白
う
か

す
か
に
残
り
け
れ
ば
、
名
ご
り
つ
き
せ
ず
お
き
わ
か
れ
て
帰
り
ぬ
。
そ
れ

よ
り
し
て
日
暮
れ
ば
来
り
、
明
が
た
に
は
か
へ
り
、
夜
ご
と
に
か
よ
ひ
来

る
事
、
更
に
そ
の
約
束
を
た
が
へ
ず
。
荻
原
は
心
ま
ど
ひ
て
な
に
は
の
事

も
思
ひ
わ
け
ず
、
た
ゞ
此
女
の
わ
り
な
く
思
ひ
か
は
し
て
、「
契
り
は
千

世
も
か
は
ら
じ
」
と
通
ひ
来
る
う
れ
し
さ
に
、
昼
と
い
へ
ど
も
、
又
こ
と

人
に
逢
こ
と
な
し
。か
く
て
廿
日
あ
ま
り
に
を
よ
び
た
り
。（
八
〇
ペ
ー
ジ
）

「
牡
丹
灯
籠
」

天
文
戊
申
の
歳
、
五
条
京
極
に
荻
原
新
之
丞
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
近
き
こ

ろ
妻
に
を
く
れ
て
、
愛
執
の
涙
袖
に
あ
ま
り
、
恋
慕
の
ほ
の
ほ
む
ね
を
こ

が
し
、
ひ
と
り
さ
び
し
き
窓
の
も
と
に
、
あ
り
し
世
の
事
共
思
ひ
つ
ゞ
く

る
に
、い
と
ゞ
か
な
し
さ
か
ぎ
り
も
な
し
。「
聖
霊
ま
つ
り
の
い
と
な
み
も
、

今
年
は
と
り
わ
き
此
妻
さ
へ
、
な
き
名
の
数
に
入
け
る
事
よ
」
と
、
経
よ

み
、
ゑ
か
う
し
て
、
つ
ゐ
に
出
て
も
あ
そ
ば
ず
。
友
だ
ち
の
さ
そ
ひ
来
れ

ど
も
、
心
た
ゞ
う
き
た
ゝ
ず
、
門
に
た
ゝ
ず
み
立
て
う
か
れ
お
る
よ
り
外

は
な
し
。

い
か
な
れ
ば
立
も
は
な
れ
ず
お
も
か
げ
の
身
に
そ
ひ
な
が
ら
か
な
し
か

る
ら
む

と
う
ち
な
が
め
、
涙
を
ゝ
し
ぬ
ぐ
ふ
。（
七
七
〜
七
八
ペ
ー
ジ（
７
）
）

「
牡
丹
灯
記
」

至
正
庚
子
の
歳
、
喬
生
と
云
ふ
者
の
有
り
。
鎮
明
嶺
の
下
に
居
れ
り
。
初

め
て
其
の
耦
を
喪
ひ
て
、
鰥
居
無
聊
、
復
た
出
で
て
遊
ば
ず
。
但
門
に
倚

り
て
佇
立
す
る
の
み
。（
四
三
七
ペ
ー
ジ
（
８
）

）

こ
の
部
分
に
関
し
て
、
太
刀
川
清
氏
（
９
）

は
、

「
愛
執
の
涙
」「
恋
慕
の
ほ
の
ほ
」
の
こ
と
ば
に
は
亡
き
妻
へ
の
慕
る
思
い

の
激
し
さ
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
あ
と
は
、「
い
か
な
れ
ば
立
も
は
な
れ

ず
お
も
か
げ
の
身
に
そ
ひ
な
が
ら
か
な
し
か
る
ら
む
」の
歌
ま
で
詠
ま
せ
、

そ
の
感
情
の
高
ぶ
り
と
は
裏
腹
に
む
す
ぼ
れ
る
心
の
内
を
も
見
せ
も
し
て



̶ 45 ̶

寺
の
門
前
ち
か
く
立
よ
り
て
、
内
を
見
い
れ
侍
べ
り
し
に
、
女
た
ち
ま
ち

に
前
に
あ
ら
は
れ
、
は
な
は
だ
恨
み
て
い
ふ
や
う
、（
八
四
ペ
ー
ジ
）

「
牡
丹
灯
記
」

一
月
有
餘
り
て
、
袞
繍
橋
に
往
き
、
友
を
訪
て
留
飲
す
。
酔
に
至
っ
て
都

て
法
師
の
戒
を
忘
れ
、
逕
ち
に
湖
心
寺
の
路
を
取
て
、
以
て
回
る
。
将
に

寺
門
に
及
ば
ん
と
す
。
則
ち
金
蓮
迎
へ
て
于
前
に
拝
す
る
を
見
、
曰
く
、

（
四
三
八
ペ
ー
ジ
）

こ
の
部
分
に
関
し
て
張
氏）

12
（

は
、

男
が
つ
い
に
幽
霊
に
殺
さ
れ
る
原
因
に
つ
い
て
、「
牡
丹
灯
記
」
は
「
一

月
有
余
、
往
袞
繡
橋
訪
友
。
留
飲
至
醉
、
都
忘
法
師
之
戒
、
逕
取
湖
心
寺
（
マ
マ
）

以
回
。」と
あ
く
ま
で
も
偶
然
の
過
ち
で
あ
る
の
に
、「
牡
丹
灯
籠
」で
は「
さ

す
が
に
女
の
面
か
げ
こ
ひ
し
く
や
有
け
ん
、
万
寿
寺
の
門
前
ち
か
く
立
ち

寄
り
て
…
」
な
ど
と
、
幽
霊
に
恋
を
覚
え
た
よ
う
な
描
写
を
し
て
い
る
。

と
評
し
た
。
確
か
に
新
之
丞
が
万
寿
寺
を
通
る
理
由
は
原
典
と
異
な
り
、
愛
慕

の
心
が
再
び
燃
え
る
事
に
よ
る
自
発
的
な
行
動
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
愛
慕
の

心
に
対
し
て
弥
子
の
態
度
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
牡
丹
灯
籠
」

「
此
日
比
契
り
し
こ
と
の
葉
の
、
は
や
く
も
い
つ
は
り
に
な
り
、
う
す
き

情
の
色
み
え
た
り
。
は
じ
め
は
君
が
心
ざ
し
あ
さ
か
ら
ざ
る
故
に
こ
そ
、

我
身
を
ま
か
せ
て
、
暮
に
ゆ
き
、
あ
し
た
に
か
へ
り
、
い
つ
ま
で
草
の
い

つ
ま
で
も
絶
せ
じ
と
こ
そ
ち
ぎ
り
け
る
を
、
卿
公
と
か
や
な
さ
け
な
き
隔

「
牡
丹
灯
記
」

天
明
け
辞
し
別
れ
て
去
る
。
暮
れ
に
及
べ
ば
則
ち
又
至
る
。
是
の
如
き
者

の
将
に
半
月
な
ら
ん
と
す
。（
四
三
七
ペ
ー
ジ
）

右
に
示
し
た
通
り
、
了
意
の
翻
案
は
原
典
を
踏
襲
し
た
上
で
新
之
丞
が
夢
中

に
な
っ
た
さ
ま（
傍
線
部
）を
加
え
た
。こ
こ
の
部
分
に
関
し
て
坂
巻
甲
太
氏
）
11
（

は
、

か
く
し
て
女
は
夜
毎
に
来
り
て
明
け
方
に
帰
り
、
そ
れ
が
二
十
日
余
り
に

及
ん
だ
。
新
之
丞
は
い
っ
そ
う
女
に
心
を
奪
わ
れ
惑
う
の
で
あ
っ
た
。

と
指
摘
し
た
。
確
か
に
こ
の
部
分
で
新
之
丞
の
弥
子
へ
の
恋
慕
は
ま
す
ま
す
深

く
な
っ
た
様
が
窺
え
る
が
、
こ
の
様
子
に
よ
り
、
女
色
に
耽
る
新
之
丞
の
、
亡

妻
に
対
す
る
心
が
変
わ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。言
わ
ば
了
意
は
、

こ
こ
の
描
写
を
通
し
て
、
弥
子
へ
の
「
情
」
の
あ
る
様
子
を
強
調
し
な
が
ら
、

亡
妻
へ
の
「
情
」
の
な
い
様
子
を
も
暗
示
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

続
い
て
新
之
丞
は
、
隣
の
翁
か
ら
弥
子
の
正
体
（
亡
霊
）
を
知
ら
さ
れ
、
怖

れ
る
故
に
自
宅
に
も
戻
れ
な
く
な
る
。
隣
の
翁
か
ら
、
卿
公
の
力
を
借
り
れ
ば

無
事
に
な
る
と
勧
め
ら
れ
て
、
新
之
丞
は
卿
公
の
所
か
ら
二
つ
の
符
を
求
め
て

一
方
的
に
弥
子
と
別
れ
た
。
こ
の
行
動
は
ま
る
で
亡
妻
へ
の
「
情
」
の
な
い
仕

打
ち
が
再
現
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
後
、
二
人
が
再
会
す
る
場
面
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

「
牡
丹
灯
籠
」

五
十
日
ば
か
り
の
後
に
、あ
る
日
荻
原
東
寺
に
ゆ
き
て
卿
公
に
礼
拝
し
て
、

酒
に
え
ひ
て
帰
る
。
さ
す
が
に
女
の
面
か
げ
こ
ひ
し
く
や
有
け
ん
、
万
寿
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て
了
意
が
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
は
、探
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
伽
婢
子
』
の
恋
愛
譚
で
女
に
よ
り
命
を
落
と
す
話
は
「
牡
丹
灯
籠
」
の
み

と
見
ら
れ
る
が
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
可
笑
記
評
判
』

巻
一
・
第
廿
一
「
愛
欲
は
き
り
が
た
き
事）

15
（

」
の
中
で
、
女
に
よ
り
地
位
・
名
声

あ
る
い
は
力
を
失
っ
た
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。『
可
笑
記
』の
記
述
を
受
け
て
、

了
意
は
以
下
の
よ
う
な
評
を
加
え
て
い
る
。

評
曰
、（
中
略
）
世
の
常
の
人
は
、
愛
欲
に
そ
ま
り
て
は
身
命
を
う
し

な
ふ
。
い
は
ん
や
後
世
を
と
り
そ
こ
な
ひ
て
、
行
徳
を
む
な
し
く
せ
し
、

そ
の
た
め
し
三
国
に
わ
た
つ
て
す
く
な
か
ら
ず
。

ち
か
く
わ
が
朝
の
む
か
し
、
道
命
法
師
が
名
を
な
が
し
、
真
済
僧
正
の

紺
青
鬼
と
な
り
け
る
た
ぐ
ひ
也
。
た
ゞ
本
心
を
み
だ
さ
ず
、
み
だ
り
な
ら

ざ
る
は
聖
賢
に
ち
か
し
。
も
し
心
を
み
だ
し
、
非
道
を
お
こ
な
ひ
、
身
命

を
う
し
な
ふ
に
及
ぶ
と
も
が
ら
は
、
秋
の
鹿
・
夏
の
虫
・
春
駒
・
山
獺
の

愚
畜
の
類
に
等
し
て
、
替
る
べ
か
ら
ず
。
争
か
人
と
い
は
ん
。
能
つ
ゝ
し

む
べ
し
。（
四
八
ペ
ー
ジ
）

「
世
の
常
の
人
」
は
、「
愛
欲
」
に
よ
り
命
を
失
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
ま

た
、「
心
を
み
だ
し
、非
道
を
お
こ
な
ひ
、身
命
を
う
し
な
ふ
に
及
ぶ
と
も
が
ら
」

は
人
間
で
は
な
い
と
も
い
う
。
こ
の
断
言
は
そ
の
ま
ま
新
之
丞
に
も
向
け
ら
れ

て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
月
下
で
弥
子
に
一
目
惚
れ
す

る
。
し
か
し
弥
子
の
正
体（
亡
霊
）を
知
ら
さ
れ
る
と
、す
ぐ
に
逃
げ
て
し
ま
う
。

再
会
す
る
時
に
弥
子
に
殺
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
愛
欲
」
に
よ
り
命
を

の
わ
ざ
は
ひ
し
て
、
君
が
心
を
余
所
に
せ
し
こ
と
よ
。
今
幸
に
逢
ま
い
ら

せ
し
こ
そ
う
れ
し
け
れ
。
こ
な
た
へ
入
給
へ
」
と
て
、荻
原
が
手
を
と
り
、

門
よ
り
お
く
に
つ
れ
て
ゆ
く
。（
中
略
）荻
原
す
で
に
女
の
墓
に
引
こ
ま
れ
、

白
骨
と
う
ち
か
さ
な
り
て
死
し
て
あ
り
。（
八
四
ペ
ー
ジ
）

こ
の
部
分
に
関
し
て
太
刀
川
氏）

13
（

は
、

金
蓮
に
「
何
ゾ
一
向
薄
情
是
ノ
如
ク
ナ
ル
」
と
詰
ら
せ
、符
女
に
ま
た
「
妾

君
ヲ
恨
ル
コ
ト
深
シ
」と
言
わ
せ
る
激
し
い
恨
み
の
感
情
は
「
牡
丹
灯
籠
」

の
弥
子
に
は
全
く
な
い
。
弥
子
が
王
朝
物
語
の
中
に
彷
徨
す
る
女
な
ら
、

日
本
の
物
語
の
伝
統
と
し
て
の
「
待
つ
女
」に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
略
）
そ
れ
に
し
て
も
「
牡
丹
灯
記
」
の
符
女
に
見
ら
れ
た
「
恨
み
」

の
情
念
は
、
つ
い
ぞ
こ
の
弥
子
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
指
摘
し
た
。
確
か
に
発
言
か
ら
見
れ
ば
、
弥
子
の
怨
恨
は
符
女
ほ
ど
深
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
但
し
、「
う
す
き
情
の
色
み
え
た
り
」「
卿
公
と
か
や
な
さ

け
な
き
隔
の
わ
ざ
は
ひ
し
て
、君
が
心
を
余
所
に
せ
し
こ
と
よ
」の
表
現
に
よ
っ

て
、
新
之
丞
の
薄
情
を
恨
む
気
持
ち
は
符
女
と
共
通
し
て
い
た
。
つ
ま
り
弥
子

に
対
し
て
新
之
丞
が
ど
れ
ほ
ど
「
情
」
の
あ
る
様
子
を
表
現
し
て
も
、
彼
は
確

実
に
「
情
」
の
な
い
者
で
あ
っ
た
。
新
之
丞
の
死
に
関
し
て
坂
巻
氏）

14
（

は
、

果
た
し
て
現
れ
出
た
彌
子
は
怨
み
言
の
数
々
を
述
べ
て
新
之
丞
を
責
め

る
。（
中
略
）
そ
し
て
新
之
丞
の
手
を
と
り
棺
の
内
に
引
き
入
れ
た
の
で

あ
る
。
新
之
丞
の
裏
切
り
に
対
し
て
報
復
し
た
の
で
あ
る
。

と
評
し
た
。
確
か
に
新
之
丞
の
死
は
弥
子
の
復
讐
で
あ
る
が
、
彼
の
死
に
関
し
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契
り
ふ
か
く
か
た
ら
ひ
、
つ
ゐ
に
む
か
へ
て
本
妻
と
す
。
か
た
ち
う
つ
く

し
く
、
風
流
あ
り
て
、
心
ざ
ま
情
深
く
、
歌
の
み
ち
に
心
ざ
し
あ
り
。
手

も
う
つ
く
し
う
書
け
る
が
、
し
か
る
べ
き
前
世
の
契
り
に
や
、
浜
田
が
妻

と
な
り
、た
が
ひ
に
妹
背
の
か
た
ら
ひ
、此
世
な
ら
ず
ぞ
思
ひ
け
る
。（
六
一

ペ
ー
ジ
）

③
巻
四
の
二
「
夢
の
ち
ぎ
り
」

大
永
の
比
ほ
ひ
、
船
田
左
近
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
武
門
を
出
て
凡
下
と

な
り
、
山
城
の
淀
と
い
ふ
所
に
す
み
け
り
。
心
ざ
ま
優
に
し
て
な
さ
け
ふ

か
く
、
し
か
も
無
双
の
美
男
な
り
。（
一
〇
六
ペ
ー
ジ
）

④
巻
五
の
三
「
焼
亡
有
定
限
」

西
の
京
に
、
冨
田
久
内
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
わ
か
き
と
き
よ
り
、
な
さ

け
ふ
か
く
、
慈
悲
あ
つ
き
心
ざ
し
あ
り
。（
一
四
二
ペ
ー
ジ
）

⑤
巻
六
の
三
「
遊
女
宮
木
野
」

宮
木
野
は
、
駿
河
の
国
、
府
中
の
旅
屋
に
か
く
れ
な
き
遊
女
な
り
。
眉

目
か
た
ち
う
つ
く
し
く
、
手
よ
く
か
き
て
、
歌
の
道
に
心
を
か
け
、
情
の

色
ふ
か
ゝ
り
け
れ
ば
、
近
き
あ
た
り
の
人
こ
れ
を
し
た
ひ
、
風
流
の
と
も

が
ら
こ
と
〴
〵
く
こ
れ
に
な
れ
ざ
る
を
う
ら
み
と
し
、
好
事
の
も
の
み
な

こ
れ
に
ち
ぎ
ら
ざ
る
を
恥
と
す
。（
一
六
六
ペ
ー
ジ
）

⑥
巻
七
の
四
「
中
有
魂
形
化
契
」

（
前
略
）
記
内
は
幽
霊
と
聞
な
が
ら
も
、
こ
の
ほ
ど
の
情
を
お
も
ふ
に
お

そ
ろ
し
げ
は
な
く
、
た
ゞ
か
な
し
き
事
か
ぎ
り
な
し
。（
二
〇
二
ペ
ー
ジ
）

落
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
了
意
は
、
新
之
丞
の
死
を
通
し
て
、
読
者

に
愛
欲
に
そ
ま
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
た
ゞ
本
心
を
み
だ
さ
ず
、
み
だ
り
な
ら
ざ
る
は
聖
賢
に

ち
か
し
」
と
、理
想
的
な
人
物
像
を
も
提
示
し
て
み
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
は
、

「
非
道
」
を
し
な
い
し
、
命
を
落
と
す
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

了
意
の
翻
案
は
、「
情
」
の
な
い
者
が
命
を
落
と
す
描
写
を
通
し
て
、「
愛
欲
」

の
恐
ろ
し
さ
を
読
者
に
伝
え
な
が
ら
、「
心
」
の
持
ち
方
を
も
読
者
に
考
え
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、『
伽
婢
子
』
の
他
の
話
の
「
情
」
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
他
の
話
に
見
ら
れ
る
「
情
」
の
表
現

『
伽
婢
子
』
の
六
十
八
話
の
中
で
、主
人
公
の
「
情
」
に
触
れ
た
話
と
し
て
は
、

「
牡
丹
灯
籠
」
以
外
に
九
話
が
あ
る
。
各
話
の
「
情
」
を
記
す
部
分
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

①
巻
一
の
二
「
黄
金
百
両
」

河
内
国
平
野
と
云
所
に
、
文
兵
次
と
て
有
徳
人
あ
り
。
し
か
も
心
ざ
し

情
あ
る
者
也
。（
二
五
ペ
ー
ジ
）

②
巻
三
の
一
「
妻
の
夢
を
夫
面
に
見
る
」

周
防
山
口
の
城
主
大
内
義
隆
の
家
人
、
浜
田
与
兵
衛
が
妻
は
、
室
の
迫

の
遊
女
な
り
し
が
、
浜
田
こ
れ
を
見
そ
め
し
よ
り
、
わ
り
な
く
思
ひ
て
、
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の
中
で
夫
と
再
会
で
き
た
。
③
の
主
人
公
は
、
夢
の
中
で
恋
し
た
女
と
再
会
で

き
た
。
④
の
主
人
公
は
、
火
災
の
直
前
に
家
財
を
持
ち
出
し
て
、
自
分
も
火
災

か
ら
逃
れ
た
。
⑤
の
主
人
公
は
、
貞
節
と
孝
行
の
行
い
に
よ
り
天
帝
地
府
に
褒

め
ら
れ
て
、
男
子
と
し
て
転
生
し
た
。
⑥
の
主
人
公
は
、
妻
を
失
っ
て
悲
嘆
に

暮
れ
、
薬
を
も
飲
ま
ず
、
ほ
ど
な
く
病
死
し
た
。
⑦
の
主
人
公
は
、
貞
節
を
守

る
た
め
に
み
ず
か
ら
死
を
求
め
る
所
為
が
天
帝
を
感
動
さ
せ
、
夫
と
再
会
す
る

機
会
を
与
え
ら
れ
た
。⑧
の
主
人
公
は
、妻
と
し
て
迎
え
た
幽
霊
の
女
房
を
失
っ

た
悲
痛
に
よ
り
官
職
を
辞
し
、
亡
く
な
る
ま
で
小
原
の
奥
に
引
き
こ
も
っ
た
。

⑨
の
主
人
公
は
、
生
き
る
希
望
を
失
っ
て
、
翌
日
戦
死
し
た
。

情
深
い
人
柄
に
よ
り
、
①
〜
④
の
主
人
公
は
、
生
き
た
ま
ま
希
望
を
叶
え
ら

れ
る
。
⑤
・
⑦
の
主
人
公
は
生
前
の
所
為
に
よ
り
天
帝
に
褒
め
ら
れ
、
願
い
を

叶
え
ら
れ
る
。
⑥
・
⑧
・
⑨
の
主
人
公
の
結
末
部
に
は
、
希
望
を
叶
え
ら
れ
る

描
写
こ
そ
な
い
が
、と
も
に
愛
す
る
人
へ
の
思
い
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

つ
ま
り
了
意
は
こ
の
九
話
を
通
し
て
、
誠
の
「
情
」
の
あ
る
者
の
あ
り
よ
う
を

読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
九
話
の
中
で
、
人
と
幽
霊
の
恋
を
描
い
た
話
は
二
つ
あ
る
。
⑧
の
主

人
公
は
既
に
初
対
面
の
時
に
相
手
が
亡
霊
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
⑥

の
主
人
公
は
、新
之
丞
と
同
じ
よ
う
に
、話
の
途
中
で
愛
し
た
人
が
亡
霊
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
る
。
⑥
の
主
人
公
の
設
定
は
新
之
丞
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、

両
話
の
結
末
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
亡
霊
に
対
す
る
主
人

公
の
態
度
で
あ
る
。
新
之
丞
の
態
度
に
対
し
て
塚
野
晶
子
氏）

16
（

は
、

⑦
巻
八
の
三
「
歌
を
媒
と
し
て
契
る
」

（
前
略
）
む
す
め
た
ゞ
一
人
も
ち
た
り
。
牧
子
と
名
づ
く
。
年
十
六
七
ば

か
り
、
か
ほ
か
た
ち
世
に
た
ぐ
ひ
な
く
、
絵
か
き
・
花
む
す
び
・

た
ち

ぬ
ふ
こ
と
に
手
き
ゝ
て
、
し
か
も
よ
ろ
し
か
ら
ね
ど
も
歌
の
道
に
心
を
か

け
、
情
の
色
ふ
か
く
、
花
に
め
で
、
月
に
あ
く
が
れ
、
紅
葉
の
秋
、
雪
の

ゆ
ふ
べ
、
折
に
ふ
れ
事
に
よ
そ
へ
て
歌
よ
み
う
そ
ぶ
き
て
、
心
を
い
た
ま

し
む
。（
二
三
五
ペ
ー
ジ
）

⑧
巻
九
の
三
「
金
閣
寺
の
幽
霊
に
契
る
」

（
前
略
）主
水
正
あ
は
れ
に
も
か
な
し
く
て
、家
に
か
へ
ら
ん
事
を
わ
す
れ
、

又
そ
の
夕
暮
に
閣
の
ほ
と
り
に
立
め
ぐ
れ
ば
、
女
房
も
あ
ら
は
れ
出
て
、

手
を
と
り
く
み
涙
を
な
が
し
て
か
た
る
や
う
、「
み
づ
か
ら
君
が
心
の
情

を
感
じ
て
、
た
ゞ
そ
の
夜
る
の
ち
ぎ
り
を
な
し
、
か
づ
ら
き
の
神
か
け
て
、

昼
を
い
と
ふ
ぞ
心
う
き
」
な
ど
い
ひ
け
れ
ば
、（
後
略
）（
二
七
〇
ペ
ー
ジ
）

⑨
巻
十
二
の
一
「
早
梅
花
妖
精
」

そ
の
こ
ろ
村
上
頼
平
の
家
人
埴
科
文
次
と
い
ふ
も
の
、
心
ざ
ま
な
さ
け

ふ
か
く
、
武
を
ま
な
ぶ
い
と
ま
に
は
敷
島
の
道
を
し
た
ひ
、
軍
陣
の
砌
に

も
陣
所
の
風
景
お
も
し
ろ
き
所
に
て
は
、一
首
を
つ
く
り
て
思
ひ
を
の
べ
、

諸
軍
の
興
を
も
よ
ほ
さ
せ
け
り
。（
三
三
九
ペ
ー
ジ
）

す
べ
て
の
「
情
」
と
関
わ
る
描
写
は
了
意
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
各
話
の
主
人
公
の
結
末
は
以
下
の
通
り
に
描
か
れ
て
い
る
。
①
の

主
人
公
は
、
戦
争
か
ら
逃
れ
て
生
き
続
け
ら
れ
る
。
②
の
主
人
公
の
妻
は
、
夢
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あ
る
。
こ
の
点
で
、
⑧
の
主
人
公
の
「
情
」
は
他
の
八
話
と
共
通
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

三
、
了
意
の
「
情
」
に
関
す
る
考
え
方

こ
こ
ま
で
、『
伽
婢
子
』
の
「
情
」
を
記
し
た
部
分
を
取
り
上
げ
て
、
各
主

人
公
の
「
情
」
の
あ
る
様
子
と
「
情
」
の
な
い
様
子
を
分
析
し
た
。
そ
れ
で
は
、

『
伽
婢
子
』
以
前
に
成
立
し
た
了
意
の
作
品
の
中
か
ら
、「
情
」
に
関
す
る
記
載

を
探
っ
て
み
よ
う
。『
可
笑
記
評
判
』
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
・
第
十
一
「
慈
悲
に
大
小
あ
る
事
」

評
曰
、
儒
教
に
は
仁
と
い
ひ
、
仏
書
に
は
慈
悲
と
い
ふ
。
と
も
に
あ
は

れ
み
を
ほ
ど
こ
す
を
い
ふ
。（
中
略
）
側
隠
怵
惕
は
仁
の
端
也
と
い
へ
り
。

わ
づ
か
な
る
所
に
あ
は
れ
み
の
お
こ
る
う
へ
は
、
大
な
る
所
に
い
た
つ
て

あ
は
れ
み
の
心
お
こ
る
べ
き
事
、
理

﹇
こ
と
わ
り
﹈の

前
也
。（
一
六
〇
ペ
ー
ジ
）

『
可
笑
記
評
判
』
巻
八
・
第
十
八
「
同
類
相
友
な
ふ
事
」

次
に
、
情
は
慈
悲
の
端
な
り
、
情
よ
り
慈
悲
を
生
ず
と
い
へ
る
事
も
心

得
が
た
し
。
例
せ
ば
、
側
隠
怵
惕
は
仁
の
端
な
り
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
物

を
あ
は
れ
み
、
情
を
か
く
る
と
い
ふ
も
、
み
な
も
と
は
慈
悲
よ
り
生
ず
と

知
べ
し
。（
三
三
五
ペ
ー
ジ
）

『
可
笑
記
評
判
』
巻
十
・
第
十
三
「
慈
悲
は
人
に
依
て
す
べ
き
事
」

評
曰
、
儒
教
に
は
仁
と
名
づ
け
、
仏
道
に
は
慈
悲
と
名
づ
く
。（
中
略
）

荘
子
に
、
虎
狼
も
仁
あ
り
て
、
父
子
は
相
く
ら
は
ず
と
い
へ
り
。
お
そ
ろ

巻
三
ノ
三
「
牡
丹
灯
籠
」
の
萩
（
マ
マ
）原

新
之
丞
は
夜
毎
に
通
っ
て
く
る
女
の
正

体
が
亡
霊
と
判
明
す
る
や
否
や
、「
身
の
毛
よ
だ
ち
て
お
そ
ろ
し
く
」
と
、

後
も
見
ず
に
そ
の
場
を
離
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
極
め
て
正
常
な
人
間
の
反

応
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
「
不
敵
も
の
」
の
主
人
公
た
ち
は
、
怪
異

を
目
の
あ
た
り
に
し
て
も
「
す
こ
し
も
お
ど
ろ
か
ず
」
と
、
恐
怖
の
表
明

は
一
切
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
怪
異
に
積
極
的
に
関
与
し
た
い
と

い
う
欲
求
が
、
自
己
保
存
本
能
を
凌
駕
し
て
い
る
。
心
の
動
き
が
、
ど
こ

か
正
常
で
は
な
い
。

と
論
じ
て
い
る
。「
不
敵
も
の
」
に
つ
い
て
、
塚
野
氏
は
「
怪
異
・
超
常
現
象

に
対
す
る
恐
怖
・
畏
敬
の
念
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る）

17
（

。」
と
述

べ
て
い
た
。
確
か
に
塚
野
氏
が
指
摘
し
た
通
り
、
弥
子
の
正
体
を
知
ら
さ
れ
た

新
之
丞
が
、
亡
霊
の
側
か
ら
逃
れ
る
の
は
、
自
己
保
存
本
能
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る
。
し
か
し
、
⑥
の
よ
う
な
「
不
敵
も
の
」
の
主
人
公
が
、
亡
霊
の
側
か
ら
逃

げ
な
い
の
は
、
異
常
で
は
な
く
、
亡
霊
が
齎
し
た
恐
怖
よ
り
、
目
の
前
の
人
は

自
分
が
恋
し
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
が
優
先
さ
れ
、
恋
人
と
の
「
情
」
を

思
い
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
パ
タ
ー
ン
で
二
つ
の
異
な
る
結
末
を
描
き

出
す
の
は
、
お
そ
ら
く
情
深
い
人
柄
の
意
義
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑨
の
八
話
は
地
の
文
で
主
人
公
の
「
情
」
の

あ
る
様
子
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
⑧
は
幽
霊
の
女
房
の
発
言
を
通
し
て
主
人
公

の
「
情
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
み
づ
か
ら
君
が
心
の
情
を

感
じ
て
」
の
発
言
は
、
主
人
公
の
「
情
」
を
最
愛
の
相
手
が
保
証
す
る
も
の
で
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四
、
ま
と
め

上
記
の
よ
う
に
、
了
意
の
翻
案
に
は
典
拠
を
踏
襲
す
る
上
で
「
情
」
を
強
調

す
る
特
性
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
情
」
の
あ
る
者
が
「
非
道
」
を
し
な
い
と

い
う
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
非
道
」
を
し
な
い
と
い
う
人
物
設

定
は
、『
伽
婢
子
』
の
序
文
に
記
し
た
「
正
道
」
を
連
想
さ
せ
る
。
序
文
の
該

当
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

然
る
に
此
伽
婢
子
は
、
遠
く
古
へ
を
と
る
に
あ
ら
ず
。
近
く
聞
つ
た
へ

し
こ
と
を
載
あ
つ
め
て
し
る
し
あ
ら
は
す
も
の
也
。
学
智
あ
る
人
の
目
を

よ
ろ
こ
ば
し
め
、
耳
を
す
ゝ
ぐ
た
め
に
せ
ず
。
只
児
女
の
聞
を
お
ど
ろ
か

し
、
を
の
づ
か
ら
心
を
あ
ら
た
め
、
正
道
に
お
も
む
く
ひ
と
つ
の
補
と
せ

む
と
也
。

傍
線
部
に
示
し
た
通
り
、『
伽
婢
子
』
の
創
作
に
は
読
者
を
正
道
に
導
く
意

図
が
あ
る
。
但
し
、
了
意
の
勧
善
は
決
し
て
善
行
を
勧
め
る
だ
け
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
新
之
丞
の
設
定
の
意
味
が
こ
こ
に
あ
っ
た
。

【
注
】

（
１
）
宇
佐
美
喜
三
八
「
伽
婢
子
に
於
け
る
翻
案
に
つ
い
て
」（
宇
佐
美
喜
三
八
『
和
歌
史

に
関
す
る
研
究
』〈
若
竹
出
版
、
一
九
五
二
年
十
一
月
。「
和
歌
史
に
関
す
る
研
究
」

復
刻
刊
行
会
よ
り
一
九
八
八
年
七
月
に
復
刻
版
刊
行
〉
所
収
）。

（
２
）
黄
昭
淵
「『
伽
婢
子
』
と
叢
書
―
『
五
朝
小
説
』
を
中
心
に
」（『
近
世
文
芸
』
六
十
七

号
、
一
九
九
八
年
一
月
）。

し
き
虎
お
ほ
か
み
も
、
親
と
子
は
く
ら
は
ぬ
也
。
人
と
し
て
親
を
い
と
お

し
み
、
子
を
か
は
ゆ
が
り
、
夫
妻
し
た
し
く
あ
る
を
も
つ
て
、
大
な
る
仁

と
は
名
づ
け
が
た
し
。（
四
二
五
ペ
ー
ジ
）

『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
・
第
十
一
と
『
可
笑
記
評
判
』
巻
十
・
第
十
三
は
、

儒
教
の
「
仁
」
と
仏
教
の
「
慈
悲
」
を
同
等
に
扱
う
文
言
を
有
す
る
。
そ
し
て

巻
八
・
第
十
八「
同
類
相
友
な
ふ
事
」に
は「
情
は
慈
悲
の
端
な
り
」と
述
べ
る
。

「
情
は
慈
悲
の
端
な
り
」
と
い
う
考
え
は
、『
孟
子
』
の
「
惻
隱
之
心
ハ

仁
之
端モ

ト

也）
18
（

」
と
い
う
説
に
対
応
す
る
。

「
情
」
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
に
関
し
て
、
了
意
は
『
可
笑
記
評
判
』

巻
十
・
第
十
三
の
中
で
、
家
族
へ
の
気
遣
い
は
大
き
な
仁
で
は
な
い
と
述
べ
て

い
た
が
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
・
第
十
一
に
は
「
わ
づ
か
な
る
所
に
あ
は
れ

み
の
お
こ
る
う
へ
は
、大
な
る
所
に
い
た
つ
て
あ
は
れ
み
の
心
お
こ
る
べ
き
事
、

理
の
前
也
」
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
慈
愛
・
情
愛
を
も
っ
て
家
族
に
接
す
る
こ

と
が
「
情
」
の
出
発
点
で
あ
り
、
こ
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
者
が
、
広
く
他
者

に
対
し
て
慈
悲
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。了
意
は
、「
情
」

の
要
素
を
累
加
し
た
作
品
を
通
し
て
、「
情
」
の
大
切
さ
を
読
者
に
提
示
す
る

と
同
時
に
、
家
族
に
対
す
る
情
愛
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
具
体
的
な
方
法
を
も

読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、「
牡
丹

灯
籠
」
の
新
之
丞
は
、
情
愛
の
乏
し
い
、
愛
欲
に
身
を
ま
か
せ
る
だ
け
の
好
ま

し
か
ら
ざ
る
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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十
一
月
）「（
前
略
）
こ
の
よ
う
に
『
伽
婢
子
』
に
お
け
る
「
冥
婚
」
譚
は
、
あ
の
恐

ろ
し
い
「
牡
丹
灯
記
」
の
話
ま
で
恋
物
語
に
改
変
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
純

愛
の
話
を
忠
実
に
翻
案
す
る
か
、
そ
う
で
な
い
話
を
純
愛
の
物
語
に
書
き
換
え
る
か

に
し
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。」。

（
６
）
桑
子
め
ぐ
み
「『
剪
灯
新
話
』「
牡
丹
燈
記
」
に
関
す
る
一
研
究
」（『
語
学
と
文
学
』

第
五
十
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）「（
前
略
）
こ
こ
ま
で
の
比
較
か
ら
考
え
る
と
、「
牡

丹
燈
籠
」
は
主
人
公
の
恋
愛
感
情
の
記
述
が
多
い
こ
と
か
ら
、「
牡
丹
燈
記
」
よ
り
も

恋
愛
を
中
心
と
し
た
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。」。

（
７
）『
伽
婢
子
』
の
引
用
は
、
松
田
修
・
渡
辺
守
邦
・
花
田
富
二
夫
校
注
『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
　
伽
婢
子
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）
の
本
文
に
よ
る
。
引
用
に

際
し
て
、
振
り
仮
名
は
省
略
す
る
の
を
原
則
と
し
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
残
す
場
合

も
あ
る
。
ま
た
、
濁
点
を
補
い
、
私
に
傍
線
を
施
し
た
。

（
８
）「
牡
丹
灯
記
」
の
引
用
は
、注
７
所
掲
書
所
収
の
『
剪
灯
新
話
句
解
』
の
影
印
に
よ
り
、

適
宜
訓
点
を
補
う
形
で
書
き
下
し
て
示
し
た
。
ま
た
、
私
に
傍
線
を
施
し
た
。

（
９
）
太
刀
川
清
『
牡
丹
灯
記
の
系
譜
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
八
年
三
月
）（
三
六
ペ
ー
ジ
）。

（
10
）
注
６
に
同
じ
。

（
11
）
坂
巻
甲
太
「
了
意
怪
異
小
説
試
論
（
そ
の
八
）
―
近
世
怪
異
小
説
論
の
基
礎
稿
と
し

て
―
」（『
就
実
論
叢
』
第
十
七
号
、
一
九
九
八
年
二
月
）。

（
12
）
注
５
に
同
じ
。

（
13
）
注
９
　
所
掲
書
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
14
）
坂
巻
甲
太
「
死
生
交
婚
譚
　
そ
の
三
―
「
牡
丹
灯
籠
」
―
」（『
浅
井
了
意
　
怪
異
小

説
の
研
究
』
新
典
社
、
一
九
九
〇
年
六
月
）（
二
七
五
〜
二
七
六
ペ
ー
ジ
）。

（
15
）『
可
笑
記
評
判
』
の
引
用
は
、
浅
井
了
意
全
集
刊
行
会
『
浅
井
了
意
全
集
　
仮
名
草

子
編
３
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
一
年
五
月
）
の
本
文
に
よ
る
。

（
16
）
塚
野
晶
子
「『
伽
婢
子
』
の
方
法
―
異
界
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
―
」（『
近
世
文
芸
　
研

究
と
評
論
』
第
六
十
七
号
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
）。

（
３
）
冨
士
昭
雄
「
伽
婢
子
―
怪
異
と
超
現
実
へ
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
四
十
五
巻
九
号
、

一
九
八
〇
年
九
月
）「
む
し
ろ
『
伽
婢
子
』
で
は
、
原
話
『
新
話
』
の
後
半
に
あ
る
道

教
臭
の
応
報
譚
を
す
っ
ぱ
り
と
削
除
し
て
、
新
之
丞
を
め
ぐ
る
愛
執
の
怪
異
譚
に
と

ど
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
作
品
が
単
な
る
唱
導
・
説
経
の
説
話
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、

す
ぐ
れ
た
文
学
に
ま
で
形
象
化
す
る
の
に
成
功
し
た
も
の
と
い
え
る
。」、江
本
裕
『
伽

婢
子
１
・
２
』（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
二
月
）
解
説
「『
伽
婢
子
』
の
文
詞
の
艶
麗
さ

を
説
け
た
と
は
思
わ
ぬ
が
、
少
な
く
も
作
者
が
中
国
臭
を
払
拭
す
る
に
成
功
し
て
い

る
こ
と
、
ま
た
相
当
程
度
潤
色
が
な
さ
れ
て
独
自
の
形
象
を
得
る
に
至
っ
て
い
る
こ

と
は
了
解
さ
れ
た
と
思
う
。」（
一
八
七
ペ
ー
ジ
）
以
下
、
先
行
研
究
の
掲
出
に
あ
た
っ

て
は
、
単
行
本
の
場
合
の
み
、
該
当
ペ
ー
ジ
を
明
記
す
る
。

（
４
）
冨
澤
慎
人
「
時
代
を
超
え
て
生
き
続
け
る
怪
異
―
伽
婢
子
―
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
125 

ア
ジ
ア
の
怪
奇
譚
』
勉
誠
出
版
、二
〇
〇
九
年
八
月
）「
し
か
し
了
意
は
、「
牡
丹
灯
籠
」

の
結
末
で
、
新
之
丞
の
一
族
に
一
千
部
の
法
華
経
を
読
ま
せ
、
写
経
を
さ
せ
て
い
る
。

追
善
供
養
す
る
こ
と
で
新
之
丞
と
女
が
こ
の
世
に
迷
い
歩
く
こ
と
が
な
く
な
り
成
仏

し
た
と
説
き
、
仏
教
色
の
強
い
回
向
談
に
改
変
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」、
湯
浅
佳
子

「『
伽
婢
子
』
の
仏
教
説
話
的
世
界
―
教
養
と
し
て
の
儒
仏
思
想
の
浸
透
―
」（
鈴
木
健

一
編
『
浸
透
す
る
教
養
―
江
戸
の
出
版
文
化
と
い
う
回
路
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三

年
十
一
月
）「
本
話
は
、
原
話
の
鉄
冠
道
人
に
よ
る
悪
霊
膺
懲
の
話
を
、
仏
に
よ
る
悪

霊
消
滅
の
話
へ
と
変
容
さ
せ
、
物
語
を
仏
教
的
世
界
に
置
き
換
え
て
い
る
。」（
二
六
五

ペ
ー
ジ
）、
北
島
晶
子
「
翻
案
小
説
集
と
し
て
の
「
伽
婢
子
」」（『
国
文
』
三
十
八
号
、

一
九
七
二
年
十
二
月
）「
中
国
の
怪
異
譚
は
道
教
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
が
、
日
本
で

は
仏
教
思
想
が
基
調
に
よ
り
、
道
教
の
世
界
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
最
も
顕
著

な
例
は
〈
牡
丹
灯
籠
〉（
三
⑶
）
だ
。」。

（
５
）張
龍
妹「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漢
文
化
受
容
の
一
側
面
―『
剪
灯
新
話
』の
場
合
―
」（
立

教
大
学
『「
21
世
紀
の
日
本
文
学
研
究
」
報
告
書
：
立
教
大
学
日
本
文
学
科
創
設
五
〇

周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
立
教
大
学
文
学
科
日
本
文
学
専
修
、
二
〇
〇
六
年
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（
17
）
注
16
に
同
じ
。

（
18
）『
孟
子
』
の
引
用
は
、
長
澤
規
矩
也
編
『
和
刻
本
経
書
集
成
　
第
四
輯
』（
汲
古
書
院
、

一
九
七
七
年
四
月
）
の
本
文
に
よ
る
。（
二
九
四
ペ
ー
ジ
）。

―
―
よ
う
・
え
ん
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―
―


