
仁
徳
紀
聡
鹿
鳴
伝
承
の
意
味

 

寺
 

川
 

真
 

知
 

夫

 

は
じ
め
に

 

仁
徳
紀
三
十
八
年
条
に
菟
餓
野
の
鹿
の
伝
承
が
あ
る
。
こ
れ
は

二
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
後
半
は
注
釈
的
に
付
加
さ
れ
た
部
分
の

よ
う
に
見
え
る
。
前
半
は
さ
ら
に
①
仁
徳
天
皇
が
磐
之
媛
命
皇
后

亡
き
あ
と
入
内
さ
せ
た
八
田
皇
女
と
と
も
に
鳴
き
声
を
聡

い
て
心

を
慰
め
て
い
た
鹿
鳴
が
聞
え
な
く
な
る
。
②
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
 

猪
名
野
の
佐
伯
部
が
獲
っ
て
庖
査
と
し
て
献
っ
た
も
の
を
確
め
る

と
牡
鹿
で
あ
っ
た
の
で
、
い
き
さ
つ
を
尋
ね
る
と
、
菟
餓
野
で
鳴

い
て
い
た
鹿
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
は
佐
伯
部
を
遠
ざ
け
、
 

安
芸
国
の
淳
田
に
移
し
た
と
い
う
相
互
に
密
接
な
関
係
を
も

つ
ー
ー
 

つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
後
半
は
摂
津
国
風
土
記
侠
文
の
夢
野
の
鹿

の
伝
承
の
異
伝
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
名
か
ら
の
連
想
と
、
行
為
者

の
本
来
の
意
図
と
異
る
方
向
で
事
件
が
結
着
す
る
と
い
う
内
容
の
  

類
似
か
ら
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
 

本
稿
で
は
こ
の
前
半
の
伝
承
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
味
と
文
学

 

性
に

つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。
前
半
部
分
は
、
 

三
十
八
年
の
春
正
月
の
発
酉
の
朔
戊
寅
に
、
八
田
皇
女
を

 

立
て
て
皇
后
と
し
た
ま
ふ
。
 

秋
七
月
に
、
天
皇
と
皇
后
と
、
高
台
に
ま
し
ま
し
て
避
暑

 

り
た
ま
ふ
。
時
に
毎
夜
、
菟
餓
野
よ
り
、
鹿
の
鳴
聞
ゆ
る
こ

 

と
あ
り
。
そ
の
声
、
客
一n
Rに
し
て
悲
し
。
と
も
に
可
怜
と
お

 

も
ほ
す
情
を
起
し
た
ま
ふ
。
月
尽
に
及
り
て
、
鹿
の
鳴
聡
え

 

ず
。
差
に
天
皇
、
皇
后
に
語
り
て
の
た
ま
は
く
、
「
こ
の
タ

 

に
あ
た
り
て
、
鹿
鳴
か
ず
。
そ
れ
何
に
よ
り
て
な
ら
む
」
と

 

の
た
ま
ふ
。
明
日
、
猪
名
県
の
佐
伯
部
、
萄
萱
献
れ
り
。
天

 

皇
、
膳
夫
に

の
り
ご
と
し
て
問
ひ
て
の
た
ま
は
く
、
「
か
の

 

芭
査
は
何
物
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
ま
を
さ
く
、

「牡
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鹿
な
り
」
と
ま
を
す
。
問
ひ
た
ま
は
く
、
「何
処
の
鹿
ぞ
」
 

と
の
た
ま
ふ
。
ま
を
さ
く
、
「菟
餓
野
の
な
り
」
と
ま
う
す
。
 

時
に
天
皇
お
も
ほ
さ
く
、
こ
の
庖
査
は
か
な
ら
ず
か
の
鳴
き

し
鹿
な
ら
む
と
お
も
ほ
す
。
よ
り
て
皇
后
に
語
り
て
の
た
ま

は
く
、
「
朕
、
こ
の
ご
ろ
懐
抱
ひ

つ
つ
あ
る
に
、
鹿
の
馨
を

聞
き
て
慰
む
。
い
ま
佐
伯
部
の
鹿
を
獲
れ
る
日
夜
お
よ
び
山

野
を
推
る
に
、
す
な
は
ち
鳴
き
し
鹿
に
あ
た
れ
り
。
か
の
人
、
 

朕
が
愛
み
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
た
ま
さ
か
に
獅
獲
た

り
と
い
へ
ど
も
、
な
ほ
巳
む
こ
と
得
ず
し
て
恨
し
き
こ
と
あ

り
。
か
れ
、
佐
伯
部
を
ば

皇
居
に
近
け
む

こ
と
を
ほ
り
せ

じ
」
と
の
た
ま
ふ
。
す
な
は
ち
有
司
に
の
り
ご
と
し
て
、
安

芸

e淳
田
に
移
郷
す
。
こ
れ
、
い
ま
の
淳
田
の
佐
伯
部
の
祖

 

な
り
。
 

（仁
徳
紀
）
 

と
あ
る
。
天
皇
が
鹿
鳴
を
聞
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
岡
田
精
司
氏

 

が
稲
の
収
穫
と
か
か
わ
る
呪
術
的
意
味
を
も
っ
た
天
皇
の
儀
礼
と

 

①
 

し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
鹿
は
神
性
を
も

 

つ
。
岡
田
氏
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
立
論
さ
れ
た
。
し
か
し
、
仁

徳
紀
の
文
脈
で
は
天
皇
は
鹿
の
声
を
聡

い
て
心
を
慰
め
て
い
た
と

す
る
。
ま
た
鹿
鳴
は
毎
夜
聞
こ
え
、
月
尽
に
至
っ
て
聞
こ
え
な
く

な
っ
た
が
、
天
皇
は
な
お
聡
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
複

数
日
に
亘
っ
て
鹿
鳴
を
玲
く
営
み
を
、
儀
礼
と
理
解
し

て
よ
い
で
  

あ
ろ
う
か
。
岡
田
氏
は
こ
の
伝
承
の
原
形
と
し
て
鹿
鳴
を
聞
く
呪
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的
儀
礼
を
想
定
さ
れ
た
が
、
は
た
し
て
書
紀
の
文
脈
に
即
し
た
理

 

解
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
書
紀
編
者
は
鹿
鳴
を
聡
く
こ
と
に
如

 

何
な
る
意
味
を
づ
け
を
し
て
い
た
の
か
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ

 

る
。
こ
こ
で
は
、
鹿
と
鹿
鳴
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に

 

注
意
し
、
如
何
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
関
わ
る
か
考
え
た
い
。
記
紀
万

 

葉
風
土
記
に
み
ら
れ
る
鹿
と
鹿
鳴
の
イ
メ
ー
ジ
を
整
理
し
て
み
る

 

と
、
 

(I
)
 

狩
の
対
象
と
し
て
の
鹿

 

①
食
料
と
し
て
の
鹿
（
常
陸
国
風
土
記
）
 

②
貴
人
の
遊
猟
の
対
象
と
な
る
鹿
（
応
神
紀
・
履
中
紀
）
 

③
支
配
者
等

の
狩
猟
儀
礼
に
お
け
る
狩
の
対
象
た

る
鹿
 

（薬
狩
等
）
 

(
n
）
 
神
性
を
帯
び
た
動
物
と
し
て
の
鹿

 

①
神
の
実
身
と
し
て
の
白
鹿
（
倭
建
命
東
征
）
 

②
神
仏
の
使
と
し
て
の
鹿
（
孝
徳
紀
白
維
元
年
条
）
 

③
瑞
祥
と
し

て
の
白
鹿
（
仁
徳
紀
五
十
」
犀
・
推
古
紀
六
年

 

条
）
 

④
霊
力
の
あ
る
動
物
と
し
て
の
鹿
（
播
磨
国
風
土
記
〕
 

⑤
地
名
起
源
伝
承
に
か
か
わ
る
鹿
（
播
磨
国
風
土
記
）
 

⑥
鹿
の
害
を
留
め
る
誓
を
す
る
鹿
（
豊
後
国
風
土
記
）
 



（
皿
）
 韻
文
学
の
形
成
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
鹿

 

①
妻
を
恋
う
て
鳴
く
鹿
（
万
葉
集
）
 

②
妻
を
整
え
る
た
め
に
鳴
く
鹿
（
万
葉
集
）
 

③
萩
の
花
を
妻
と
す
る
鹿
（
万
葉
集
）
 

(
N
）
 害
獣
と
し
て
の
鹿

 

①
稲
を
食
う
鹿
（
豊
後
国
風
土
記
・
万
葉
集

〈鹿
火
屋
と

と
な
る
。
こ
の
他
に
中
国
文
学
の
形
成
し
た
鹿
の
イ
メ
ー
ジ
、
た

と
え
ば

（
且
）
に
か
か
わ
る
神
仙
の
乗
り
物
と
し
て
の
鹿
な
ど
も

あ
る
。
他
に
も
中
国
文
学
の
影
響
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
適
宜
触
れ

た
い
 
。
 

こ
の
場
面
の
鹿
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

り
、
如
何
な
る
意
味
を
与
え
て
い
る
と
解
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
 

岡
田
氏
は

（
且
）
に
か

か
わ

る
イ
メ
ー
ジ
を
基
本

に
据
え
て
 

(
I
）
や
（
皿
）
と
も
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
、
鹿
鳴
を
聞
く
儀
礼

を
復
元
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
伝
承
で
は
後
半
に
か

か
わ
る
⑤
を
の
ぞ
く
と
（
且
）
に
か
か
わ
る
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。
 

鹿
鳴
を
聡

く
部
分

で
は

（
皿
）
の
①
、
鹿
の
芭
萱
の
部
分
に
は
 

（
皿
）
の
①
と
（

I
）
の
①
の
イ
メ
ー
ジ
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
こ

の
伝
承
は
こ
れ
ら
の
鹿
に
か
か
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
形
成
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

結
論
を
先
に
い
え
ば
、
こ
の
伝
承
は
基
本
的
に
仁
徳
紀
に
お
さ
  

め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
天
皇
お
よ
び
皇
后
の
人
間
性
を
描
く
こ
と
を

狙
い
と
し
、
付
随
し
て
鹿
鳴
も
し
く
は
鹿
に
か
か
わ
る
異
な
る
文

化
の
中
に
生
き
る
天
皇
と
佐
伯
部
の
鹿
鳴

へ
の
対
応
の
異
な
り
、
 

お
よ
び
そ
の
行
動
の
違
い
と
そ
こ
に
生
じ
る
ー
つ
の
悲
劇
を
描
こ

う
と
す
る
意
図
も
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
鹿
鳴
に
心
情
を
重

ね
得
る
文
化
の
な
か
に
生
き
、
情
況
に
よ
っ
て
は
鹿
鳴
を
聡
く
こ

と
を
鹿
肉
を
食
べ
る
こ
と
よ
り
も
重
視
す
る
天
皇
に
、
鹿
鳴
を
獲

物
の
存
在
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
し
か
聞
き
得
な
い
文
化
の
中
に

生
き
、
鹿
を
狩
り
の
対
象
と
し
て
し
か
見
な
い
佐
伯
部
が
、
天
皇

が
鳴
く
声
を
聡
い
て
い
た
鹿
を
狩
し
て
芭
査
と
し
て
献
じ
た
た
め

に
、
そ
の
忠
誠
を
評
価
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
処
罰
を
受
け
る
と
い

う
不
合
理
も
し
く
は
悲
劇
を
も
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

こ
と
に
後
半
は
摂
津
国
風
土
記
侠
文
の
類
話
で
、
妻
鹿
が
夫
を

引
き
留
め
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
夫
鹿
の
み
た
夢
を
悪
夢
と
解

し
た
結
果
、
そ
の
と
お
り
夫
が
死
ぬ
と
い
う
予
想
も
し
な
か
っ
た

不
幸
な
結
末
に
遭
っ
た
と
語
る
伝
承
を
付
し
た
こ
と
に
も
そ
う
し

た
意
図
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

（
一
）
 鹿
鳴
を
玲
く
こ
と
の
意
味

 

最
初
に
、
仁
徳
天
皇
の
宮
に
ま
で
声
を
響
か
せ
た
鹿
の
い
た
菟

 

餓
野
の
検
討
か
ら
は
じ
め
た
い
。
菟
餓
野
の
地
名
は
、
書
紀
で
は
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神
功
皇
后
摂
政
前
紀
の
忍
熊
王
と
香
坂
王
の
反
逆
伝
承
に
も
、
 

（廃
坂
王

・
忍
熊
王
は
）
す
な
は
ち
詳
り
て
天
皇
の
た
め
に

陵
を
作
る
ま
ね
に
し
て
、
播
磨
に
詣
り
て
山
陵
を
赤
石
に
興

つ
。
よ
り
て
船
を
編
み
て
淡
路
嶋
に
糎
し
て
、
そ
の
嶋
の
石

を
運
び
て
造
る
。
す
な
は
ち
人
毎
に
兵
を
取
ら
し
め
て
、
皇

后
を
待
つ
。
こ
こ
に
犬
上
君
の
祖
倉
見
別
と
吉
師
の
祖
五
十

狭
茅
宿
稲
と
、
と
も
に
磨
坂
王
に
隷
き
ぬ
。
よ
り
て
特
軍
と

し
て
東
国
の
兵
を
興
さ
し
む
。
時
に
廃
坂
王

・
忍
熊
王
、
と

も
に
菟
餓
野
に
出
で

て
、
祈
狩
し

て
い
は
く
、
「も
し
事
を

成
す
こ
と
あ
ら
ば
、
か
な
ら
ず
良
き
獣
を
獲
む
」
と
い
ふ
。
 

二
の
王
、
各
偶
度
に
居
し
ま
す
。
赤
き
猪
た
ち
ま
ち
に
出
で

て
侵
度
に
登
り
て
、
塵
坂
王
を
咋
ひ
て
殺
し

つ
。
軍
士
ふ
つ

く
に
懐
づ
。
忍
熊
王
、
倉
見
別
に
か
た
り
て
い
は
く
、
「
こ

の
事
大
き
な
る
怪
な
り
。
こ
こ
に
し
て
は
敵
を
待
つ
べ
か
ら

ず
」
と
い
ふ
。
す
な
は
ち
軍
を
引
き
て
さ
ら
に
返
り
て
、
住

 

吉
に
屯
む
。
 

（神
功
皇
后
摂
政
元
年
二
月
）
 

と
塵
坂
王
が
祈
狩
を
し
た
場
所
と
し
て
み
え
る
。
こ
の
菟
餓
野
は
、
 

大
阪
市
北
区
か
ら
大
川
の
南
側
の
東
区
の
あ
た
り
（
天
満
北
野
か

 

②
 

ら
京
橋
町
平
野
町
）
と
み
る
説
と
、
摂
津
国
風
土
記
供
文
の
刀
我

 

野
の
鹿
の
伝
承
を
も
と
に
現
確
の
神
戸
市
長
田
区
か
ら
中
央
区
あ

た
り
（
八
田
部
郡
）
と
み
る
説
、
灘
区
を
流
れ
る
都
賀
川
（
大
石
  

川
）
付
近
一
帯
と
み
る
議
と
が
あ
る

o

他
に
も
、

菟
餓
野
と
呼
ば
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れ
た
地
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
磨
坂
王

・
忍
熊
王
は
祈

狩
の
た
め
に
、
「
と
も
に
菟
餓
野
に
出
で
て
」
 の
表
現
か
ら
し
て
、
 

二
人
が
大
和
か
ら
摂
津
国
の
菟
餓
野
に
出
向
い
た
と
す
る
と
、
住

吉
と
明
石
の
間
に
あ
る
三
つ
の
菟
餓
野
は
い
ず
れ
で
も
よ
い
。
し

か
し
、
こ
れ
よ
り
先
に

「
播
磨
に詣
り
て
山
陵
を
赤
石
に
興
つ
」
 

と
あ
る
か
ら
、
二
人
が
す
で
に
明
石
ま
で
出
向
い
て
い
た
と
す
る

と
、
神
戸
の
二
つ
の
菟
餓
野
の
い
ず
れ
か
が
よ
い
。
大
阪
市
北
区

の
菟
餓
野
は
低
湿
地
の
広
が
る
砂
噛
で
あ
る
の
に
対
し
、
神
戸
の

二
つ
の
菟
餓
野
は
六
甲
山
地
に
連
な
っ
て
い
て
、
後
者
の
ほ
う
が

狩
場
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
条
件
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
伝

承
で
は
大
阪
市
の
菟
餓
野
で
は
な
く
神
戸
市
の
二

つ
の
菟
餓
野
の

い
ず
れ
か
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

仁
徳
紀
の
菟
餓
野
の
鹿
鳴
の
伝
承
の
ば
あ
い
は
、
難
波
宮
の
高

台
か
ら
鹿
鳴
を
聡
い
た
と
す
る
か
ら
、
こ
の
菟
餓
野
は
大
阪
市
の

菟
餓
野
と
み
て
よ
い
。
問
題
は
こ
の
菟
餓
野
で
あ
る
が
、
「日
本

輿
地
通
志
」
は
こ
れ
を
天
満
北
野
か
ら
京
橋
町
平
野
町
と
す
る
。
 

こ
の
あ
た
り
は
上
町
台
地
の
北
と
西
に
淀
川
と
大
和
川
の
運
び
出

す
砂
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
砂
噛
で
あ
る
。
仁
徳
朝
に
お
け
る
植

生
は
不
明
な
が
ら
、
仁
徳
紀
に
、
 

宮
の
北
の
郊
原
を
掘
り
て
、
南
の
水
を
引
き
て
西
の
海
に
入
 



る
。
因
り
て
其
の
水
を
号
け
て
堀
江
と
い
ふ
。
 

（仁
徳
天
皇
紀
十
一
年
冬
十
月
）
 

と
あ
る
の
で
、
「日
本
輿
地
通
志
」
 の
説
に
よ
る
と
、
菟
餓
野

の

間
を
二
分
す
る
よ
う
に
堀
江
が
掘
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
菟

餓
野
は
こ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
。
現
在
の
北
区
刀
我
野
町
の
名

は
い
つ
頃
か
ら
の
も
の
か
不
明
な
が
ら

（管
見
の
範
囲
で
は
江
戸
時

代
の
地
図
に
確
認
で
き
な
い
）
、こ
れ
は
堀
江
の
北
に

な
る
。
 た
だ

京
橋
町
は
堀
江
の
南
岸
で
大
阪
城

の
北
に
接
し
た
地
域
に
な
る
。
 

こ
こ
は
難
波
の
宮
に
近
い
が
、
迷
い
込
ん
だ
に
し
て
も
何
日
も
鹿

の
棲
め
る
場
所
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
。
堀
江
の
北
に

広
が
る
地
域
は
島
に
な
り
、
天
平
時
代
に
は
国
分
寺
を
建
て
え
た

土
地
が
あ
っ
た
が
、
梅
田
（
埋
田
）
の
地
名
か
ら
も
想
像
で
き

る

よ
う
に
低
湿
地
で
葦
原
が
広
が
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
後
に
ふ

れ
る
よ
う
に
常
陸
国
風
土
記
に
よ
る
と
葦
原
に
も
鹿
は
住
ん
だ
よ

う
で
あ
る
か
ら
、
あ
り
得
な
い
こ
と
と
ま
で
は
い
い
き
れ
な
い
が
、
 

地
域
的
に
は
鹿
が
迷
い
込
ん
で
も
繁
殖
で
き
た
と
は
み
え
な
い
。
 

た
だ
仁
徳
紀
は
後
半
に
、
摂
津
国
風
土
記
侠
文
に
み
え
る
夢
野
の

鹿
の
異
伝
を
付
す
か
ら
、
編
者
は
こ
の
菟
餓
野
に
夢
野
の
鹿
の
伝

承
に
み
え
る
雄
伴
郡
の
刀
我
野
を
重
ね
て
み
て
い
た
と
す
る
と
、
 

鹿
の
繁
殖
を
前
提
に
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
鳴
い
て

い
た
鹿
は
一
頭
で
あ
り
、
こ
れ
が
狩
ら
れ
る
と
鹿
鳴
が
聞
こ
え
な
  

く
な
っ
た
と
す
る
か
ら
に
は
、
牡
鹿
が
堀
江
を
泳
ぎ
渡
っ
て
北
の

菟
餓
野
に
た
ま
た
ま
迷
い
込
ん
で
い
た
と
の
設
定
で
あ
ろ
う
。
牡

鹿
が
そ
こ
に
い
る
は
ず
の
な
い
牝
鹿
を
も
と
め
て
鳴
く
声
を
聞
い

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
堀
江
の
北
側
で
あ
ろ
う
か
、
菟
餓
野
の
牡
鹿
の
鳴
く

声
は
宮
の
高
台
ま
で
家
亮
に
悲
し
く
聡
こ
え
た
と
い
う
。
「
家亮
」
 

は

「
余
逝き
て
将
に
西
に
遭
む
。
其
の
奮
鷹
を
経
る
に
、
鄭
人
に

笛
を
吹
く
者
あ
り
。
声
を
発
す
こ
と
家
亮
、
曇
昔
の
遊
宴
の
好
を

追
想
し
、
音
に
感
じ
て
歎
く
。」
（
「西
晋
向
秀
思
奮
賦
」
「芸
文
類
衆
」
 

第
三
十
四

「
人部
十
八
懐
旧
」
）と
み
え
る
よ
う
に
 
「
音
が
高
く
ほ

 

⑤
 

が
ら
か
に
ひ
び
く
」
意
と
す
る
。
こ
の
賦
で
は
笛
の
家
亮
た
る
音

 

が
昔
日
の
遊
宴
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。
鹿
鳴
は
笛
を

吹
く
よ
う
な
澄
ん
だ
音
で
響
く
。
万
葉
歌
に
も
鹿
鳴
を

「
亮」
 の

文
字
を
用
い
て
表
現
す
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ
菟
餓
野
を
堀
江
の

北
と
み
る
と
、
仁
徳
天
皇

の
難
波
宮
が
上
町
台
地
の
先
端
近
く
、
 

つ
ま
り
大
阪
城
あ
た
り
に
あ
り
、
牡
鹿
が
堀
江
ぞ

い
に
い
た
と
し

て
も
、
果
た
し
て
「
高
く
ほ
が
ら
か
」
 に
宮
ま
で
届
い
た
か
ど
う

か
問
題
も
あ
る
。
こ
の
表
現
は
言
葉
の
綾
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。
 

こ
の
時
、
天
皇
は
暑
さ
を
避
け
る
た
め
に
皇
后
と
高
台
に
出
て

 

い
た
と
い
う
。
避
暑
の
た
め
に
出
た
台
で
、
家
亮
な
鹿
鳴
を
聡
き
、
 8
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天
皇
と
皇
后
は
、
「と
も
に
可
怜
と
お
も
ほ
す
情
を
起
し
」
た
も

う
た
と
い
う
。
「
可怜
」
 の
 「
可」
は
 
「何
」
 の
省
文
と
み

て
よ

い
。
「万
葉
集
」
第
一
巻
第
二
番

歌
や
「
霊
異
記
」
中
巻
第
七
縁

の
「
何
怜
」
は
 
「う
ま
し

・
を
も
し
ろ
し
」
と
訓
ま
れ
る
が
、
こ

こ
は
「
あ
は
れ
」
と
訓
ん
で
、
し
み
じ
み
と
し
た
情
感
で
鹿
鳴
を

受
け
と
め
て
い
た
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
で
は
鹿
鳴
を
 
「何
怜
」
 

と
聞
く
の
は
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鹿
鳴
を

描
く
場
面
は
、
記
紀
で
は
こ
こ
を
除
い
て
他
に
な
い
。
風
土
記
は

三
例
み
え
る
が
、
い
ず
れ
も
「
播
磨
風
土
記
」
 で
、
 

①
（
主
語
な
し
）
み
狩
せ
し
時
、
 一
つ
の
鹿
、
こ
の
丘
に
走
り

登
り
て
鳴
き
き
。
そ
の
声
は
比
々
と
い
ひ
き
。
か
れ
、
日
岡

 

と
号
く
。
 

（
播磨
国
風
土
記
加
古
郡
条
）
 

②
飾
磨
と
号
く
る
ゆ
裏
は
、
大
三
間
津
日
子
命
、
こ
こ
に
屋
形

を
造
り
て
ま
し
し
時
、
大
き
な
る
鹿
あ
り
て
鳴
き
き
。
そ
の

時
、
王
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、
「壮
鹿
鳴
く
か
も
」
と

の
り

た
ま
ひ
き
。
か
れ
、
飾
磨
の
郡
と
号
な
づ
く
。
 

（播
磨
国
風
土
記
飾
磨
郡
）
 

③
比
也
山
と
い
ふ
は
、
品
太
天
皇
、
こ
の
山
に
み
狩
し
た
ま
ひ

し
に
、
 一
つ
の
鹿
、
み
前
に
立
ち
き
。
鳴
く
声
は
比
々
と
い

ひ
き
。
天
皇
、
聞
か
し
て
、
す
な
は
ち
翼
人
を
止
め
た
ま
ひ

き
。
か
れ
、
山
は
比
也
山
と
号
け
、
野
は
比
也
野
と
号
く
。
 
 

（播
磨
国
風
土
記
託
賀
郡
） 
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と
、
地
名
伝
承
と
な
っ
て
お
り
、
風
土
記
に
は
鹿
鳴
を
情
感
を
込

 

め
て
聞
く
モ
チ
ー
フ
は
な
い
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
万
葉
歌
に

 

は
鹿
鳴
を
妻
恋
う
声
と
解
し
、
情
感
を
も
っ
て
聞
き
表
現
す
る
歌

 

が
多
く
あ
る
。
は
や
く
は
周
知
の
秋
雑
歌
に
分
類
さ
れ
る
「
尚
本

 

天
皇
御
製
歌
」
、
す
な
わ
ち
寄
明
天
皇
の
歌
に
、
 

暮
さ
れ
ば
小
倉
の
山
に
鳴
く
鹿
は
今
夜
は
鳴
か
ず
森
宿
に
け

 

ら
し
も
 

（
八ー
一
五
】
一
）
 

あ
る
い
は
そ
の
異
伝
で
さ
ら
に
遡
っ
て
雄
略
天
皇

の
歌
と
さ
れ
る

雑
歌
、
 

暮
さ
れ
ば
小
椋
の
山
に
臥
す
鹿
の
今
夜
は
鳴
か
ず
森
に
け
ら

 

し
も
 

（
九ー
一
六
六
四
）
 

に
み
え
る
。
以
後
、
鹿
鳴
を
詠
む
歌
は
、
巻
十
秋
雑
歌

「
詠
鹿

鳴
」
と
題
さ
れ
た
、
 

こ
の
こ
ろ
の
秋
の
朝
開
に
霧
隠
れ
妻
呼
ぶ
雄
鹿
の
音
の
亮
け

 

さ
 

（
一〇
ー
一
二
四
一
）
 

さ
男
壮
鹿
の
妻
整
ふ
と
鳴
く
音
の
至
ら
む
極
み
扉
け
芽
子
原
 

（
一
〇
ー
一
二
四
二
）
 

な
ど
と
み
え
る
。
鹿
鳴
は
芽
子
の
咲
く
頃
に
は
聞
こ
え
る
と
さ
れ

て
お
り
、
妻
を
呼
ぶ
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
鹿
鳴
に
よ
っ
て

触
発
さ
れ
る
思
い
は
、
 



君
に
恋
ひ
う
ら
ぶ
れ
を
れ
ば
敷
の
野
の
秋
芽
子
凌
ぎ
さ
を
鹿

 

鳴
く
も
 

（
】
〇
ー
一
一
一四
三
）
 

山
近
く
家
や
を
る
べ
き
さ
を
鹿
の
音
を
聞
き
つ
つ
宿
ね
か
て

 

ぬ
か
も
 

（
一〇
ー
一
一
一
四
」
ハ
）
 

等
の
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
夫
や
妻
に
寄
せ
る
思
い
で
あ
っ
た
。
 

さ
き
に
み
た
静
明
も
し
く
は
雄
略
天
皇
の
歌
と
し
て
あ
げ
る
鹿
鳴

の
歌
も
、
契
沖
の
「
鹿
ノ
妻
恋
ニ
ョ
ナ
ョ
ナ
鳴
声
ノ
聞
エ
ツ
ル
カ
、
 

吟
夜
鳴

ヌ
ハ
、
妻
ニ
逢

テ
寝
タ
ル

ナ
ラ
ム
ト
ョ
マ
セ
給
ヘ
ル

ナ

リ
」
と
い
う
理
解
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
 

万
葉
集
巻
第
八
、
「
大伴
坂
上
郎
女
跡
見
田
庄
作
歌
二
首
」
と

題
さ
れ
た
歌
の
一
首
に
、
 

吉
名
張
の
猪
養
の
山
に
伏
す
鹿
の
嬬
呼
ぶ
音
を
聞
く
が
と
も

 

し
さ
 

（
八ー

一
五
六
一
）
 

と
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。
こ
れ
は
坂
上
郎
女
が
亡
夫
穂
積
皇
子
の
作
、
 

「但
馬
皇
女
亮
ぜ
し
後
穂
積
皇
子
、
冬
の
日
雪
落
る
に
遥
か
に
御

墓
を
望
み
て
悲
し
び
傷
み
て
沸
を
流
し
て
御
作
せ
る
歌
一
首
」
と

題
さ
れ
た
、
 

零
る
雪
は
あ
は
に
な
落
り
そ
吉
隠
の
猪
養
の
岡
の
寒
か
ら
ま

 

く
に
 

（一
一
ー一
一
〇
1
1
1
)
 

⑦
 

を
意
識
し
な
が
ら
詠
ん
だ
歌
と
み
ら
れ
る
。
晩
年
の
皇
子
に
慈
し

 

み
愛
さ
れ
た
坂
上
の
郎
女
は
、
跡
見
の
田
庄
に
逗
留
す
る
間
に
長
  

谷
の
谷
の
奥

の
猪
養
の
岡
の
方
か
ら
遥
か
に
聞
こ
え
て
く
る
鹿
鳴

に
耳
を
澄
ま
せ
な
が
ら
、
亡
夫
が
雪
の
降
る
日
に
、
か
つ
て
深
く

心
を
よ
せ
な
が
ら
遂
に
結
婚
に
は
至
ら
な
い
ま
ま
先
立
っ
て
し
ま

っ
た
但
馬
皇
女
の
猪
養
の
岡

の
墓
に
積
も
る
雪
を
想
像
し

つ
つ
、
 

つ
の
り
ゆ
く
心
の
痛
み
悲
し
み
を
詠
ん
だ
歌
を
、
そ
の
鹿
鳴
に
よ

 

っ
て
思
い
お
こ
し
、
多
少
の
ね
た
ま
し
さ
を
成
）
じな
が
ら
（
詠ん
だ

 

⑧
 

歌
と
み
ら
れ
る
。
妻
を
恋
う
鹿
鳴
は
先
立
っ
て
し
ま
っ
た
連
れ
合

 

い
を
恋
い
慕
う
思
い
を
も
呼
び
覚
ま
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

鹿
鳴
に
情
感
を
認
め
て
人
の
心
情
と
重
ね
て
聞
く
こ
と
、
あ
る

い
は
そ
う
し
た
表
現
は
、
お
そ
ら
く
地
方
の
民
衆
の
文
化
に
は
な

く
、
都
の
し
か
も
飛
鳥
奈
良
時
代
の
貴
族

の
歌
の
世
界
で
展
開
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、
鹿
鳴
に
人
の
心
情

を
重
ね
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
以
前
に
遠
く
遡

ら
せ
る
こ
と
も
、
地
方
に
広
げ
る
こ
と
も
で
き
な

い
、
飛
鳥
時
代

以
後
、
お
そ
ら
く
は
奈
良
時
代
の
都
あ
る
い
は
貴
族
に

つ
ら
な
る

文
化
に
か
か
わ
る
営
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

仁
徳
紀
三
十
八
年
の
菟
餓
野
の
鹿
の
物
語
に
こ
の
よ
う
な
妻
を

恋
う
鹿
鳴
の
理
解
を
重
ね
て
み
る
と
、
静
寂
の
な
か
に
遥
か
に
聞

こ
え
て
く
る
鹿
鳴
に
妻
恋
い
の
意
味
を
認
め
て
、
し
み
じ
み
と
し

た
情
感
を
感
じ

つ
つ
耳
を
澄
ま
せ
て
い
る
仁
徳
天
皇
そ
し
て
八
田

皇
后
の
姿
が
浮
か
ぶ
。

そ
の
鹿
鳴
に
耳
を
傾
け
る
心
の
働
き
は
ど
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の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
こ
に
坂
上
郎
女
の
歌
を
も
重
ね

る
な
ら
ば
、
故
人
を
思
う
心
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
書
紀
は
天
皇
に
、
「朕
、
こ
の
ご
ろ
懐
抱
ひ

つ
つ
あ
る
に
、
 

鹿
の
声
を
聞
き
て
慰
む
」
と
述
べ
さ
せ
た
。
こ
の
懐
抱
は
、
三
年

前
に
孤
独
の
う
ち
に
艶
く
な
っ
た
磐
之
媛
命
前
皇
后
の
あ
り
し
日

を
思
い
返
し
、
恋
い
慕
う
思
い
と
意
味
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
さ
ら
に
こ
れ
に
同
調
す
る
皇
后
の
心
に
も
ま
た
磐
之
媛
命
が

懐
か
し
く
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
た
と
描
く
の
で
は
な
い
か
。
 

そ
の
意
味
で
注
意
さ
れ
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

一
は
こ
こ

に
至
る
、
書
紀
の
叙
述
の
流
れ
、
も
う
一
点
は
秋
七
月
と
い
う
設

定
で
あ
る
。
後
者
は
二
つ
の
意
味
を
も
つ
が
、
 一
は
次
節
で
触
れ

た
い
。
 

ま
ず
、
第

一
に
三
十
八
年
条
に
至
る
前
の
部
分
は
、
仁
徳
天
皇

と
嫉
妬
深
い
磐
之
媛
皇
后
と
が
天
皇
の
異
母
妹
八
田
皇
女
の
入
内

を
め
ぐ
つ
て
対
立
し
た
あ
げ
く
、
皇
后
は
山
城
に
出
奔
し
筒
城
の

宮
で
亮
去
す
る
物
語
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ

で
ま
ず
概
略
を
た
ど

つ
て
お
こ
う
。
 

二
十
二
年
に
天
皇
は
弟
菟
道
稚
郎
子
の
遺
言
に
従
っ
て
庶
妹
八

田
皇
女
の
入
内
を
皇
后
に
相
談
す
る
が
、
皇
后
は
拒
否
す
る
。
三

十
年
九
月
、
皇
后
が
自
ら
豊
楽
の
準
備
の
た
め
に
熊
野
に
御
綱
柏

を
取
り
に
出
か
け
た
留
守
の
間
に
、
天
皇
は
八
田
皇
女
を
入
内
さ
  

せ
る
。
帰
途
難
波
の
水
門
の
口
で
こ
れ
を
聞
き
知
っ
た
磐
之
媛
皇
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后
は
恨
み
怒
っ
て
そ
の
ま
ま
堀
江
を
遡
り
、
難
波
の
水
門
、
お
そ

 

ら
く
は
高
麗
橋
あ
た
り
で
出
迎
え
た
天
皇
の
前
を
通
り
過
ぎ
、
淀

 

川
・
山
代
川
を
遡
っ
て
山
背
の
筒
城
の
宮
に
出
奔
し
て
し
ま
う
。
 

天
皇
は
使
を
遣
わ
し
、
最
終
的
に
は
自
ら
出
向
い
て
宮
に
帰
る
よ

 

う
促
す
が
、
皇
后
は
 
「陛
下
、
八
田
皇
女
を
納
れ
て
妃
と
し
た
ま

 

ふ
。
そ
れ
皇
女
に
副
ひ
て
后
た
ら
ま
く
欲
せ
じ
」
と
い
っ
て
、
拒

 

否
し
、
筒
城
の
宮
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
。
ほ
ぼ
五
年
の
後
、
 

三
十
五
年
の
夏
六
月
に
、
皇
后
磐
之
媛
命
、
筒
城
宮
に
亮
り

 

ま
し
ぬ
。
 

と
あ
る
よ
う
に
、
筒
城
で
亡
く
な
る
。
天
皇
は
令
に
制
約
さ
れ
な

 

い
と
い
う
よ
り
仁
徳
朝
は

い
ま
だ
律
令
制
以
前
で
あ
る
が
、
喪
葬

 

令
服
紀
条
に
よ
る
と
妻
の
服
紀
は
三
ケ
月
で
あ
る
。
書
紀
編
者
は

 

律
令
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
た
も
の
か
不
明
な
が
ら
、
 

亮
去
か
ら
二
年
を
経
た
の
ち
に
、
 

三
十
七
年
の
冬
十
一
月
の
甲
戊
の
朔
乙
酉
に
、
皇
后
を
乃
羅

 

山
に
葬
り
ま
つ
る
。
 

三
十
八
年
の
春
正
月
の
発
酉
の
朔
戊
寅
に
、
八
田
皇
女
を
立

 

て
て
皇
后
と
し
た
ま
ふ
。
 

と
し
、
服
紀
の
期
間
は
も
ち
ろ
ん
喪
葬
も
終
え
、
三
十
日
を
経
て

 

年
の
改
ま
っ
た
三
十
八
年
正
月
に
八
田
皇
女
を
立
后
し
た
と
す
る
。
 



天
皇
は
八
田
皇
女
を
立
后
し
た
三
十
八
年
の
初
秋
七
月
に
、
暑
さ

を
避
け
る
た
め
に
二
人
で
台
に
出
て
、
た
ま
た
ま
菟
餓
野
で
鳴
く

鹿
の
声
を
遥
か
に
聞
き
、
「
可
怜
」
と
思
っ
た
と
い
う
。
叙
述
の

流
れ
か
ら
す
る
と
、
磐
之
媛
命
の
こ
と
は
三
十
七
年
十
一
月
の
葬

送
の
条
で

一
度
区
切
を

つ
け
た
に
し
て
も
、
こ
の
鹿
鳴
に
よ
っ
て
、
 

天
皇
は
、
彼
女
へ
の
思
い
を
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
と
設
定
し
て
い
る

と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
天
皇
そ
し
て
皇
后
が
鹿
鳴
に
よ
っ
て
触
発

さ
れ
た
思
い
は
、
亡
き
磐
之
媛
命
に
寄
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は

「
秋七
月
」
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
 

「
秋七
月
」
は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
の

 

で
あ
ろ
う
か
。
岡
田
精
司
氏
は
こ
の
時
期
ま
だ
牡
鹿
の
発
情
期
で

 

⑨
 

は
な
く
、
鳴
か
な
い
と
さ
れ
た
。
確
か
に
百
人

一
首
で
は
、
 

奥
山
に
黄
葉
踏
み
分
け
鳴
く
鹿
の
声
聞
く
と
き
そ
秋
は
悲
し

 

土
ど

 

と
詠
ま
れ
る
。
し
か
し
、
『万
葉
集
』
 で
は
、
鹿
は
萩
と
取

り
合

わ
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
奈
良
時
代
の
人
に
と
っ
て
は
全
く

不
都
合
な
設
定
で
は
な
い
。
た
だ
鹿
鳴
を
天
皇
が
、
そ
し
て
皇
后

も
と
も
に
し
み
じ
み
と
聡
い
た
と
設
定
し

た
の
は
、
「
秋七
月
」
 

と
深
く
か
か
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

も
と
よ
り
、

鹿
鳴
と
い
え
ば
、

当
時
、
文
学
を
扱
う
者
に
は
 

「
詩経
」
小
雅
の
 
「鹿
鳴
之
什
」
が
た
だ
ち
に
思
い
う
か
ん
だ
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
節
は
、
 

吻
吻
た
る
鹿
鳴
。
野
の
革
を
食
ふ
。
我
に
嘉
賓
有
り
、
悉
を

鼓
し
生
を
吹
く
。
生
を
吹
き
黄
を
鼓
す
。
佳
を
承
け

て
是
に

将
め
む
。
人
の
我
を
好
み
し
。
我
が
周
行
を
示
す
。
 

と
食
事
と
関
わ
ら
せ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鹿
鳴
は
河
村
父

 

⑩
 

子
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
直
接
は
か
か
わ
ら
な
い
よ
う

 

で
あ
る
。
現
代
の
解
釈
で
は
こ
の
食
事
を
祖
霊
を
迎
え
祭
る
た
め

に
供
す
る
も
の
と
し
、
参
考
に
な
る
が
、
書
紀
編
纂
の
時
代
に
伝

え
ら
れ
て
い
た
理
解
は
、
帝
が
群
臣
や
賓
客
を
饗
応
す
る
宴
の
こ

 

と
を
歌
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
書
紀
の
編
者
た
ち
も
見
た
類

 

⑩
 

書
『
芸
文
類
衆
」
に
は
、
 

毛
詩
日
は
く
、
鹿
鳴
は
群
臣
嘉
賓
に
燕
す
る
な
り
。
 

（巻
第
三
十
九
燕
曾
）
 

毛
詩
〈
序
〉
日
は
く
、
鹿
鳴
は
嘉
賓
に
宴
す
る
な
り
．
勘
勘

 

た
る
鹿
鳴
、
野
の
革
を
食
ふ
。
 

（
巻
第
九五
鹿
）
 

と
い
っ
た
引
用
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
詩
経
」
 の
鹿
鳴

 

の
直
接
的
影
響
は
考
え
な
く
て
よ
い
。
 

七
月
は
盆
の
季
節
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
旧
盆
で
あ
る
。
関
西
で

 

は
盆
の
頃
に
秋
を
思
わ
せ
る
雲
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
。
柳
田
国

 

男
氏
は
こ
の
盆
と
正
月
に
つ
い
て
、

年
二
度
の
霊
迎
え
の
時
で
あ
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り
、
秋
七
月
の
霊
迎
え
は
仏
教
に
か
ら
め
ら
れ
て
孟
蘭
盆
の
行
事

 

と
な
り
、
正
月
の
ほ
う
は
固
有
の
行
事
と
し
て
存
続
し
た
と
説
い

 

⑩
 

た
。
柳
田
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
秋
七
月
は
故
人
の
霊
迎
え
の
時
で

 

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
結
び

つ
け
え
る
か
、
問
題
が
な
い
で
は
な

い
が
、
「秋
七
月
」
は
妻
呼
ぶ
牡
鹿
の
鳴
く
声
を
「
懐
抱
」
を
も

っ
て
し
み
じ
み
と
玲
い
た
こ
と
と
結
び

つ
け
た
設
定
と
い
え
よ
う
。
 

い
う
意
味
は
秋
七
月
が
古
代
の
霊
迎
え
の
月
を
意
識
し
て
設
定
さ

れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
鹿
鳴
に
触
発
さ
れ
た
懐
抱
、
す
な
わ

ち
磐
之
媛
命
に
よ
せ
る
思
い
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
盆
の
精
霊
を
迎
え
る
頃
の
タ
方
は
、
鯛
の
声
が
こ
と
に
心
に

浸
み
て
聞
こ
え
る
の
と
思
い
あ
わ
せ
ら
れ
よ
う
。
 

瀬
戸
内
の
タ
凪
の
時
間
、
涼
を
得
よ
う
と
高
台
に
出
た
天
皇
と

皇
后
は
、
堀
江
の
彼
方
に
遥
か
に
響
く
鹿
鳴
を
妻
を
恋
う
声
と
し

て
聡
い
た
。
書
紀
は
天
皇
に
、
「朕
、
こ
の
ご
ろ
懐
抱
ひ

つ
つ
あ

る
に
、
鹿
の
声
を
聞
き
て
慰
む
」
と
述
べ
さ
せ
た
。
霊
迎
え
の
月

で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
亡
き
磐
之
媛
命
の
こ
と
が
意
識
に
の
ぼ
っ
て

お
り
、
天
皇
も
皇
后
も
鹿
鳴
に
こ
と
さ
ら
深

い
思
を
触
発
さ
れ
て

い
た
と
描
く
の
で
あ
ろ
う
。
妻
を
求
め
て
も
甲
斐
も
な
い
の
に
鳴

き
続
け
る
牡
鹿
の
声
は
、
宮
に
戻
ら
ず
筒
木
で
孤
独
な
死
を
遂
げ

た
磐
之
媛
命
を
思
う
天
皇
の
心
に
響
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
磐
之

媛
命
を
想
っ
て
み
て
も
も
は
や
何
の
甲
斐
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
 
 

天
皇
は
彼
女
を
思
い
起
こ
し
な
つ
か
し
く
感
じ
る
心
境
を
、
妻
を
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求
め
て
も
甲
斐
の
な
い
牡
鹿
の
声
に
重
ね
て
聞
き
、
心
な
ぐ
さ
め

て
い
て
い
た
と
の
設
定
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
我
を
張
っ
て
別

居
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
亡
妻
を
思
い
や
る
仁
の
徳
を
そ
な
え
た
天

皇
像
が
浮
か
ぶ
。
も
と
よ
り
こ
こ
で
は
八
田
皇
后
に
l

m
n
及
し
な
い
。
 

し
か
し
、
天
皇
と
共
に
鹿
鳴
を
聡
き
、
天
皇
の
思
い
に
同
調
す
る

八
田
皇
后
の
存
在
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
部
分
は
鹿
鳴
に
触
発
さ
れ

て
天
皇
が
前
皇
后
磐
之
媛
命
を
偲
ん
で
い
る
の
を
側
に
い
て
見
、
 

最
期
ま
で
自
分
を
拒
否
し

つ
づ
け
、
孤
独
な
暮
ら
し
の
末
に
亮
じ

た
磐
之
媛
命
皇
后
の
辛
か
っ
た
で
あ
ろ
う
心
情
を
想
い
や
り
つ
つ

鹿
鳴
を
と
も
に
聡
く
や
さ
し

い
八
田
皇
女
皇
后
像
も
浮
び
上
ら
せ

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
天
皇
と
皇
后
と
が

心
を
ー

つ
に
し
て
鹿
鳴
を
聡
き
、
故
人
と
な
っ
た
磐
之
媛
命
に
思

を
は
せ
る
こ
と
を
介
し
て
心
を
通
わ
せ
あ
う
、

い
わ
ば
理
想
の
天

皇
と
皇
后
の
睦
み
合
い
を
も
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
 

つ
ま
り
、
睦
み
合
い
つ
つ
、
か
つ
て
対
立
し
あ
っ
た
亡
き
磐
之
媛

命
を
慈
し
み
を
も
っ
て
偲
ぶ
仁
徳
天
皇
夫
婦
の
心
を
描
く
こ
と
が
、
 

仁
徳
天
皇
の
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
書
紀
は
霊
迎
え
す
る
初
秋
を
、
人
の
思
い
が
落
ち

着
き
、
故
人
を
偲
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
時
と
し
て
設
定
し
た
。
そ
う
 



し
て
故
人
に
寄
せ
る
思
い
を
触
発
す
る
も
の
と
し
て
の
鹿
鳴
を
語

っ
た
。
こ
こ
で
は
鹿
鳴
を
妻
を
恋
う
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
て

い

る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
は
鹿
鳴
を
自
ら
の
妻
に
寄

せ
る
思
と
重
ね
て
聞
き
、
表
現
す
る
文
化
が
成
立
し
た
万
葉
の
時

代
に
入
っ
て
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
理
解
し
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
仁

徳
紀
の
鹿
鳴
を
情
感
を
も
っ
て
玲
く
物
語
は
、
書
紀
編
纂
の
時
代

の
文
化
を
反
映
さ
せ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
い
。
 

仁
徳
天
皇
と
八
田
皇
女
が
と
も
に
愛
憎
織
り
な
す
関
係
に
あ
っ

た
前
皇
后
磐
之
媛
命
を
鹿
鳴
に
触
発
さ
れ
て
し
み
じ
み
と
思
い
つ

つ
耳
を
澄
ま
せ
る
情
景
は
、
生
き
残
っ
た
者
の
お
ご
り
、
愛
の
勝

者
の
得
意
と
は
無
縁
で
あ
る
。
素
描
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
 

そ
の
行
間
に
思
い
を
致
せ
ば
、
こ
こ
に
は
何
時
の
時
代
に
も
変
わ

ら
ぬ
人
間
の
深
い
心
を
描
き
出
し
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
 

仁
徳
天
皇
の
広
く
深
い
心
、
磐
之
媛
命
と
の
憎
愛
の
過
去
を
こ

え
て
亡
妻
を
い
と
お
し
む
心
の
有
り
よ
う
は
編
者
の
描
こ
う
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
仁
徳
帝
に
ふ
さ
わ
し
い
奥
の
深
い
心
を
語
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
共
に
あ
っ
て
鹿
鳴
を
玲
き
、
天
皇
の
心
に

自
ら
の
心
も
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
八
田
皇
女
の
心
も
す
が
す

が
し
い
深
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
天
皇
皇
后
の
深
み
を
も
っ
た
優
し

い
心
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
  

編
者
は
、
た
だ
事
実
だ
け
を
叙
述
し
よ
う
と
す
る
歴
史
で
は
な
く
、
 

人
と
人
の
心
を
も
書
こ
う
と
す
る
文
学
と
し
て
の
歴
史
を
記
述
し

よ
う
と
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
意
味
で
、
書

紀
が
単
な
る
歴
史
書
で
は
な
く
、
文
学
と
し
て
も
高
い
質
を
も
つ

こ
と
を
示
す
部
分
の
ー
つ
と
い
え
る
。
 

（一
「
 実
ら
な
か
っ
た
忠
誠

 

天
皇
が
耳
を
澄
ま
せ
て
い
た
菟
餓
野
の
鹿
の
声
が
途
絶
え
た
翌

 

日
、
鹿
の
庖
査
が
届
け
ら
れ
る
。
天
皇
が
ど
こ
の
鹿
か
と
尋
ね
ら

 

れ
る
と
、
猪
名
野
の
佐
伯
部
が
菟
餓
野
で
狩
し
て
献
上
し
た
賛
の

 

鹿
で
あ
っ
た
の
で
、
天
皇
は
そ
の
忠
誠
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
佐

 

伯
部
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
安
芸
国
沼
田
に
移
し
た
と
い
う
結
末
に

 

な
る
。
佐
伯
部
と
し
て
は
忠
誠
が
報
い
ら
れ
ず
、
不
本
意
な
結
果

 

と
な
っ
た
話
が
続
く
。
 

こ
れ
は
ま
た
安
芸
国
沼
田
の
佐
伯
部
の
起
源
伝
承
で
あ
る
と
す

 

る
と
、
佐
伯
部
に
と
っ
て
は
現
実
に
繋
が
る
辛
い
過
去
を
呼
び
覚

 

ま
す
伝
承
で
あ
っ
た
。
 

そ
の
よ
う
に
安
芸
国
淳
田
の
佐
伯
部
の
起
源
に
な
っ
て
い
る
が
、
 

こ
れ
は
景
行
紀
に
も
、
 

こ
こ
に
、
神
宮
に
献
れ
る
蝦
夷
等
、
昼
夜
喧
り
謹
き
て
、
 

出
入
札
な
し
。
時
に
倭
姫
命

の
の
た
ま
は
く
、

「
こ
の
蝦
夷
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等
は
、
神
宮
に
近
く
べ
か
ら
ず
」
と
の
た
ま
ふ
。
則
ち
朝
庭

に
進
上
げ
た
ま
ふ
。
よ
り
て
御
諸
山
の
傍
に
安
置
は
し
む
。
 

い
ま
だ
幾
時
を
経
ず
し
て
、
ふ
つ
く
に
神
山
の
樹
を
伐
き
り

て
、
隣
里
に
叫
び
呼
ひ
て
、
人
民
を
脅
す
。
天
皇
聞
し
め
し

て
、
群
卿
に
詔
し
て
の
た
ま
は
く
、
「
か
の
、
神
山

の
傍
に

置
ら
し
む
る
蝦
夷
は
、
是
本
よ
り
あ
や
し
き
心
あ
り
て
、
中

国
に
住
ま
し
め
が
た
し
。
か
れ
、
そ
の
情
の
願
の
ま
に
ま
に
、
 

邦
畿
之
外
に
班
ら
し

め
よ
」
と

の
た
ま
ふ
。
こ
れ
今
、
播

磨

・
讃
岐
・
伊
予
・
安
芸

・
阿
波
、
す
べ
て
五
国
の
佐
伯
部

 

の
祖
な
り
。
 

（景
行
紀
五
十
一
年
八
月
条
）
 

と
も
あ
る
。
こ
ち
ら
に
よ
る
と
、
佐
伯
部
は
日
本
武
尊
に
よ
っ
て

献
ら
れ
た
蝦
夷
の
捕
囚
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
伊
勢
国
、
さ
ら
に
は

三
輪
山
の
麓
か
ら
五
国
に
配
さ
 1
1
 
、
佐
伯
直
の
配
下
に
置
か
れ
た

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
は
猪
名
県
の
佐
伯
部
は
見
え
な
い
が
、
仁
徳
紀
で
は
安

芸
国
淳
田
に
移
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
以
後
に
設
置
さ
れ
た

佐
伯
部
で
あ
り
、
こ
の
と
き
淳
田
の
佐
伯
部
の
一
部
と
な
っ
た
の

 

で
あ
ろ
う
。
佐
伯
部
が
景
行
紀
に

い
う
よ
う
に
蝦
夷
で
あ
っ
た
と

 

⑩
 

す
る
こ
と
の
信
憲
性
に
つ
い
て
は
議
払湘
も
あ
る
。
し
か
し
紀
の
編

 

者
は
そ
れ
を
信
じ
る
立
場
で
記
し
て
い
る
。
仁
徳
紀
の
こ
の
伝
承

も
、
佐
伯
部
を
蝦
夷
と
し
て
展
開
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
畿
内
  

の
摂
津
の
猪
名
県
の
佐
伯
部
は
如
何
な
る
出
自
で
あ
っ
た
の
で
あ
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ろ
う
か
。
蝦
夷
と
の
戦
い
は
奈
良
時
代
は
も
と
よ
り
、
平
安
時
代

に
入
っ
て
も
続
い
て
い
る
よ
う
に
、
陸
奥
に
お
け
る
そ
の
完
全
な

服
従
は
遅
れ
た
。
景
行
朝
以
後
も
蝦
夷
と
の
戦
に
お
け
る
捕
虜
が

佐
伯
部
と
し
て
各
地
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
猪
名
県
の

佐
伯
部
は
畿
内
の
摂
津
に
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
仁
徳
天
皇

の
宮

に
近
づ
き
、
し
か
も
葛
査
を
膳
部
に
届
け
得
て
い
る
か
ら
、
軍
事

的
任
務
を

お
び
た
か
ど
う
か
、
大
和
朝
廷
の
社
会
に

馴
化
し
た

人
々
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
景
行
朝
の
捕
囚
で

あ
っ
た
と
す
る
と
数
代
を
経
て
、
生
活
形
態
は
畿
内
的
に
な
っ
て

い
た
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
 

蝦
夷
は
東
北
地
方
に
居
住
す
る
大
和
朝
廷
に
未
服
従
の
人
々
で

あ
っ
た
が
、
生
活
形
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
明
確
で
は

な
い
。
稲
作
文
化
は
日
本
に
伝
来
す
る
と
す
ぐ
沿
岸
部
沿
を
青
森

ま
で
伝
播
し
た
と
さ
れ
る
。
蝦
夷
に
も
農
業
生
活
を
営
む
人
々
は

い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
大
和
朝
廷
に
は
狩
猟
生
活
を
中
心
と
す
る

異
族
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
斉
明
紀
に
は
、
遣

唐
使
が
蝦
夷
を
伴
っ
て
行
き
、
唐
の
皇
帝
に
見
せ
た
と
伊
吉
連
博

徳
書
に
も
と
づ
い
て
記
す
。
そ
の
蝦
夷
に
か
か
わ
る
問
答
に
は
、
 

天
子
問
ひ
て
日
は
く
、
「
そ
の
圃
に
五
穀
有
り
や
」
と
の
た

 

ま
ふ
。
使
人
謹
み
て
答

へ
ま
を
さ
く
、
「
な
し
。
肉
を
食
ひ
 



て
存
活
ふ
」
と
ま
を
す
。
 

（斉
明
紀
五
年
七
月
条
）
 

と
あ
る
。
ま
た
蝦
夷
を
天
子
に
み
せ
た
と
き
、
彼
ら
が
献
っ
た
物

も

「
白鹿
の
皮
一

つ
・
弓
三

つ
・
箭
八
十
」
 で
あ
っ
た
と
い
う
。
 

こ
こ
に
は
蝦
夷
は
狩
猟
中
心
の
生
活
を
し
て
い
る
と
の
理
解
が
み

え
る
。
 

こ
こ
に
鹿
鳴
を
聞
い
て
す
ぐ
狩
猟
し
た
行
動
様
式
、
鹿
を
容
易

に
捕
ら
え
得
た
狩
猟
技
術
を
も

つ
佐
伯
部
の
描
き
方
に
は
狩
猟
生

活
を
す
る
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
書
紀
編
者

た
ち
に
は
、
同
時
代
の
補
囚
た
る
佐
伯
部
に
組
込
ま
れ
た
蝦
夷
の

狩
猟
生
活
と
か
か
わ
る
独
自
の
考
え
方
や
伝
統
的
な
生
活
形
態
に

接
し
た
り
、
報
告
を
受
け
た
り
し
て
形
成
し
て
い
た
観
念
に
基
づ

い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物
語
が
淳
田
の
佐
伯

部
の
伝
承
を
核
に
据
え
て
い
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
編
者
の

イ
メ
ー
ジ
に
も
と
づ

い
て
形
象
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
 

も
と
よ
り
猪
名
野
の
佐
伯
部
が
平
野
部
の
人
々
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
不
明
で
、
常
陸
国
風
土
記
が
、
 

風
俗
の
諺
に
い

へ
ら
く
、
葦
原
の
鹿
は
、
其
の
味
、
欄
れ
る

ご
と
し
と
い
へ
り
。
喫
ふ
に
山
の
宍
に
異
れ
り
。
 

（
常
陸国
風
土
記
信
太
郡
条
）
 

と
記
す
葦
原
に
住
む
鹿
の
極
め
て
地
域
的
か

つ
体
験
的
な
知
識
を

も
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
し
、
書
紀
の
編
者
た
ち
も
常
陸
国
風
  

土
記
の
成
立
時
期
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
目
に
し
た
と
は

い
え
な
い

か
ら
、
か
か
る
知
識
な
く
形
成
し
て
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
書
紀
編

者
に
も
菟
餓
野
を
含
む
長
柄
の
砂
噛
は
水
に
囲
ま
れ
た
島
状
の
土

地
で
、
通
常
鹿
が
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
迷

い
込
ん
だ
鹿

の
狩
猟
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
の
判
断
は
あ
っ
て
佐
伯
部
は
鹿

狩
を
し
た
と
描
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
 

そ
の
季
節
は
秋
七
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
七
月
は
ま
た
、
醜
陳
王

曹
植
の

「猟
表
」
に
、
 

日
は
く
、
七
月
に
鹿
鳴
せ
る
鷹
を
伏
せ
、
四
月
五
月
は
雑
を

射
る
の
際
、
こ
れ
正
に
猟
を
楽
し
む
時
。
 

（
「芸
文
類
衆
」
巻
第
九
五
「
鹿
」
）
 

と
す
る
。
日
本
と
季
節
感
の
ず
れ
は
あ
る
に
し
て
も
、
七
月
は
表

現
と
し
て
は
ま
さ
に
鹿
を
狩
る
べ
き
時
期
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
書
紀
編
者
が
こ
の
表
現
を
意
識
し
た
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

『芸

文
類
衆
」
は
書
紀
編
者
の
用
い
た
書
で
あ
っ
た
。
 

佐
伯
部
は
鹿
鳴
に
誘
わ
れ
て
狩
し
、
忠
誠
心
か
ら
鹿
を
庖
査
と

し
て
献
上
し
た
。
天
皇
は
壱
査
を
見
て
何
か
を
問
い
、
鹿
と
知
る

と
、
ど
こ
の
鹿
で
、
誰
が
奉
っ
た
か
も
問
う
。
菟
餓
野
の
鹿
と
知

る
と
、
牡
鹿
の
声
を
聡
い
て
想
う
と
こ
ろ
あ
っ
た
天
皇
は
、
芭
査

を
拒
否
し
、
鹿
を
射
殺
し
た
佐
伯
部
を
安
芸
の
淳
田
に
遠
ざ
け
た
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と
描
く
。
佐
伯
部
の
忠
誠
を
込
め
た
鹿
の
庖
査
は
予
期
し
な
い
不

本
意
な
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
は
二
つ
の
異
な
る
認
識
の
行
き
違
い
が
浮
か
ん
で
い
る
。
 

古
代
に
お
け
る
鹿
の
イ
メ
ー
ジ
が
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
最
初
の

節
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
仁
徳
天
皇
は
鹿
の
声
を
聞
く
と
す
ぐ

さ
ま
「
妻
を
恋
う
」
声
と
す
る
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
イ

メ
ー
ジ
で
聡
い
た
の
に
対
し
、
佐
伯
部
は
獲
物
の
存
在
を
示
す
声

と
す
る
意
味
づ
け
、
狩
を
促
す
声
と
す
る
意
味
づ
け
に
に
よ
っ
て

聞
き
、
こ
の
葦
原
に
紛
れ
込
ん
だ
鹿
を
狩
り
、
捕
ら
え
る
と
、
服

従
と
忠
誠
の
心
を
示
す
た
め
に
芭
萱
と
し
て
天
皇
に
献
上
し
た
の

で
あ
る
。
狩
に
は
遊
戯
性
は
あ
る
に
し
て
も
、
鹿
を
重
要
な
生
活

の
糧
と
し
、
生
活

の
た
め
の
狩
猟
に
ウ
エ
イ
ト
を
か
け

て
狙
う

人
々
と
、
鹿
を
食
料
と
す
る
に
し
て
も
、
狩
の
遊
戯
性
に
ウ
エ
イ

ト
を
か
け
て
儀
礼
と
し
て
の
薬
狩
や
遊
猟
を
楽
し
む
人
々
の
、
鹿

や
鹿
鳴
に
対
す
る
感
覚
の
ず
れ
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
よ
う
に
、
 

こ
こ
は
描
か
れ
て

い
る
。
 

佐
伯
部
の
よ
う
に
狩
猟
を
生
活
の
重
要
な
部
分
と
す
る
人
々
の

意
味
体
系
に
お
い
て
は
秋
の
牡
鹿
の
声
は
獲
物
と
し
て
の
鹿
の
所

在
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
鹿
鳴
を
聞
け

ば
、
す
ぐ
に
鹿
す
な
わ
ち
獲
物
の
存
在
を
告
げ
る
声
と
受
け
と
め

て
、
狩
を
思
い
立
ち
、
実
行
に
移
す
の
に
対
し
、
天
皇
の
よ
う
に
  

狩
を
ス
ポ
ー
ッ
や
楽
し
い
遊
び
と
す
る
人
々
は
、
鹿
の
猟
場
で
は
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佐
伯
部
と
同
じ
く
鹿
鳴
を
鹿
の
存
在
を
告
げ
る
声
と
し
て
受
け
と

め
た
と
し
て
も
、
常
に
単
一
の
意
味
で
受
け
と
め
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
狩
を
し
な
い
時
に

は
す
ぐ
に
鹿
狩
に
む
す
び

つ
け
る

コ
ー
ド
を
も
た
な
か
っ
た
。
鹿
鳴
を
賞
る
文
化
に
お
い
て
は
、
妻

を
求
め
る
声
と
す
る
意
味
づ
け
も
あ
り
、
狩
猟
以
外
の
イ
メ
ー
ジ

と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
書
紀
編
者
を
含
む
奈
良
時
代

の
都
市
生
活
者
の
鹿
鳴
の
意
味
づ
け
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
 

、つ
。
 

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
都
会
的
感
覚
を
も
つ
書
紀
編
者
が
鹿
鳴
を

常
に
生
活
に
密
着
さ
せ
た
意
味
づ
け
で
聞
く
人
々
と
、
鹿
鳴
に

つ

い
て
も
中
国
文
化
の
知
識
を
含
む
複
数
の
意
味
づ
け
を
も
ち
、
生

活
感
覚
と
直
結
さ
せ
ず
に
聞
く
文
化
の
中
に
生
き
る
人
々
の
思
い

の
行
き
違
い
を
見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
鹿
鳴
に
自
ら

の
思
を
重
ね
て
玲
く
天
皇
と
食
生
活
に
密
着
さ
せ
て
聞
く
佐
伯
部

の
、
文
化
あ
る
い
は
生
活
感
覚
の
落
差
の
生
み
出
し
た
佐
伯
部
の

悲
劇
を
描
い
た
と
い
え
る
。
 

佐
伯
部
に
と
っ

て
鹿
は
生
活
の
中
で
は
貴
重
な
食
料
で
あ
っ
た

が
故
に
、
参
内
し
た
帰
り
で
あ
ろ
う
か
、
思
い
が
け
ず
大
き
な
牡

鹿
を
手
に
入
れ
る
機
会
に
出
合
っ
た
と
き
、
自
分
た
ち
の
食
糧
と

は
せ
ず
、
す
ぐ
さ
ま
天
皇
に
芭
萱
と
し
て
奉
っ
た
。
し
か
し
、
豊
 



か
な
食
生
活
を
す
る
天
皇
に
も
鹿
が
最
上
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
な
お
食
べ
ず
に
済
ま
せ
る
余
裕
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
妻

を
求
め
て
鳴
く
鹿
鳴
を
愛
で
る
文
化
の
な
か
で
、
亡
き
磐
之
媛
命

皇
后
を
追
想
す
る
心
で
受
け
と
め
て
い
た
天
皇
は
、
そ
の
心
を
重

ね
え
る
鹿
鳴
を
聡
か
せ
て
く
れ
た
鹿
が
芭
萱
と
し
て
奉
ら
れ
た
こ

と
を
喜
ば
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
食
生
活
よ
り
は
精
神
生
活
を
重
視

し
た
の
で
あ
る
。
天
皇
は
庖
査
の
鹿
を
拒
否
し
て
も
、
決
し
て
餓

え
る
わ
け
で
は
な
く
、
通
常
の
豊
か
な
生
活
は
保
証
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
何
ら
痛
津
は
感
じ
な
い
。
佐
伯
部
が
た
ま
た
ま
入
手

し
え
た
貴
重
な
食
料
と
し
て
の
鹿
を
犠
牲
を
払
っ
て
献
っ
て
も
そ

の
誠
意
は
天
皇
に
は
届
か
ず
、
天
皇
は
食
料
と
し
て
こ
れ
を
却
け

た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
を
も
畿
内
か
ら
追
放
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
佐
伯
部
が
貴
重
な
食
料
と
し
て
鹿
を
自
ら
食
し
て
お
れ
ば
、
 

鹿
は
食
料
と
し
て
生
き
、
佐
伯
部
は
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ

た
と
思
わ
せ
る
。
か
か
る
行
き
違
い
は
絶
対
者
の
元
で
は
し
ば
し

ば
あ
り
え
た
。
 

こ
の
点
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
の
話
は

一
面
で
当
時
の
地
域
的
あ

る
い
は
社
会
的
な
階
層
間
に
存
在
す
る
文
化
の
差
が
政
治
的
下
位

者
に
社
会
的
政
治
的
不
利
益
を
蒙
ら
せ
る
事
態
の
あ
る
こ
と
を
描

き
出
す
意
図
を
も
も
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
当
時
の
よ

う
な
専
制
的
社
会
に
お
い
て
は
情
況
に
叶
わ
な
い
忠
誠
は
か
な
ら
  

ず
し
も
真
の
忠
誠
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
、
官
僚
の
意
識
が
こ

う
し
た
佐
伯
部
の
行
為
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
も
書
紀
は
含
蓄
の
深
い
部
分

を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
書
紀
の
文
学
と
し
て
の
興
味

を
か
き
た
て
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
 

（
三
）
 お
わ
り
に

 

仁
徳
紀
の
菟
餓
野

の
鹿
の
伝
承
を
、
以
上
の
よ
う
に
読
み
解
く

と
き
、
儀
礼
を
語
る
と
い
っ
た
枠
の
中
に
閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
明
ら
か
に
こ
こ
に
は
そ
う
し
た
事
実
の
み
を
説

明
的
に
説
こ
う
と
す
る
意
図
よ
り
は
、
天
皇
と
皇
后
の
鹿
鳴
を
契

機
と
し
て
亡
き
磐
之
媛
命
皇
后
を
偲
ぶ
心
の
深
さ
、
二
人
の
理
想

的
な
睦
び
合
い
の
姿
を
描
こ
う
と
す
る
文
学
的
政
治
的
志
向
を
読

み
取
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
書
紀
は
単
な
る
事
実
の
記
述
と
い
う

以
上
に
、
理
想
的
な
天
皇

の
人
柄
を
描
く
た
め
に
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
情
況
設
定
と
事
柄
を
語
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
鹿
鳴
に

妻
を
恋
う
意
味
を
認
め
、
自
ら
の
異
性
を
恋
う
心
と
重
ね

て
聡
く

文
化
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

さ
ら
に
こ
こ
で
は
ま
た
、
佐
伯
部
の
鹿
を
狩
り
し
て
庖
萱
と
し

て
天
皇
に
献
っ
た
誠
意
が
、
褒
賞
で
は
な
く
処
罰
と
し
て
報
い
ら

 

れ
た
事
態
を
語

り
、
 一

つ
の
も
の
に
異
な
る
二
つ
の
コ
ー
ド
が
あ
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る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
自
ら

の
知
識
に

も
と
づ

く
ー

つ
の
コ
ー
ド

の
み
で
理
解
す
る
と
き
、
行
き
違

い
や
不
幸
を
蒙
る
事
態
が
発
生

し
か
ね
な

い
と

い
う
政
治
的
世
俗

的
な
智
慧

・
教
訓
を
も
語
っ

て

い
る
よ
う
に

み
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
奈
良
時
代
の
貴

族
の
文

化
の
な
か
に

生
き

る
書
紀
編
者
が
、

安
芸
の

淳
田

の
佐
伯
部
の
伝

承
を
核
と
し

て
、
異
文
化
を
も

つ
蝦
夷
系
の
人

々
の
生
活
に

つ
い

て
の
知
識
を

加
え
な
が

ら
、
 
一
つ
の
物
語
と
し

て
形
象
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と

い
え
よ
、つ
。
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