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(1998) 北大文学部紀要 46~3

『
は
い
ず
み
』

覚
書

後

藤

康

文

本
稿
は
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
所
収
の
一
篇
『
は
い
ず
み
』
を
と
り
あ
げ
て
、
従
来
の
注
釈
書
の
不
備
や
誤
り
等
を
い
く
つ
か
指
摘
し
、

い
さ
さ
か
の
卑
見
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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『
堤
中
納
言
物
語
』
の
本
文
は
、
高
松
宮
家
蔵
本
(
池
田
利
夫
解
題
、
復
刻
日
本
古
典
文
学
館
)
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
旧
蔵
本
(
池

田
利
夫
解
説
、
笠
間
書
院
)
、
広
島
大
学
蔵
浅
野
家
旧
蔵
本
(
塚
原
鉄
雄
解
説
、
武
蔵
野
書
院
)
、
穂
久
週
文
庫
蔵
久
週
宮
旧
蔵
本
(
久
曾

神
昇
解
題
、
汲
古
書
院
)
、
吉
田
幸
一
氏
蔵
平
瀬
家
旧
蔵
本
(
吉
田
幸
一
解
題
、
古
典
文
庫
)
、
桃
園
文
庫
蔵
島
原
本
(
寺
本
直
彦
解
題
、

東
海
大
学
出
版
会
)
、
桃
園
文
庫
蔵
榊
原
本
(
向
上
)
、
三
手
文
庫
蔵
今
井
似
閑
自
筆
本
(
塚
原
鉄
雄
・
神
尾
暢
子
校
注
、
新
典
社
)
の
八

本
を
参
照
し
、
適
当
と
思
わ
れ
る
か
た
ち
で
引
用
し
た
(
頁
・
行
数
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
最
後
に
あ
げ
た
新
典
社
本
の
も

の
を
掲
げ
た
が
、
特
別
な
意
味
は
な
い
)
。

ま
た
、
今
回
参
照
あ
る
い
は
引
用
し
た
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
注
釈
書
そ
の
他
と
稿
中
に
お
け
る
略
称
は
以
下
の
と
お
り
。

-
久
松
潜
一

『
校
註
堤
中
納
言
物
語
』
(
明
治
書
院
、
一
昭
三

γ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『校註』



『
は
い
ず
み
』
覚
書

-
清
水
泰
『
増
訂
堤
中
納
言
物
語
評
釈
』
(
立
命
館
出
版
部
、
昭
九
γ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『評釈』

-
佐
伯
梅
友
『
新
註
国
文
学
叢
書
・
堤
中
納
言
物
語
』
(
講
談
社
、
昭
二
四
)
:
-
J
J
・-::・
:
j
i
-
-
-
-
j
i
-
-
・:
j
i
-
-
:
:
『
新
註
』

-
松
村
誠
一

『
日
本
古
典
全
書
・
堤
中
納
言
物
語
』
(
朝
日
新
聞
社
、
昭
二
六
)
:
:
:
:
-
j
i
-
-
-
j
i
-
-
:
・:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
『
全
書
』

・
吉
沢
義
則
監
修
『
堤
中
納
言
物
語
新
講
』
(
藤
谷
崇
文
館
、
昭
二
七
γ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『新講』

・
上
田
年
夫
『
堤
中
納
言
物
語
新
釈
L

(

白楊社、昭二九)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田守新釈』

-
佐
伯
梅
友
・
藤
森
朋
夫
『
堤
中
納
言
物
語
新
釈
』
(
明
治
書
院
、
昭
三
二

j
i
-
-
:
j
i
-
-
j
i
-
-
j
i
-
-佐
伯
・
藤
森
『
新
釈
』

-
寺
本
直
彦
『
日
本
古
典
文
学
大
系
・
堤
中
納
言
物
語
』
(
岩
波
書
庖
、
昭
三
二
)
・
:
:
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
『
大
系
』

-
山
岸
徳
平
『
堤
中
納
言
物
語
全
註
解
』
(
有
精
堂
、
昭
三
七
γ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『全註解』

・
松
尾
聡
『
堤
中
納
言
物
語
全
釈
』
(
笠
間
書
院
、
昭
四
六
γ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『全釈』
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-
稲
賀
敬
一
一
『
日
本
古
典
文
学
全
集
・
堤
中
納
言
物
語
』
(
小
学
館
、
昭
四
七
)
:
:
:
-
j
i
-
-
:
j
i
-
-
:
:
:
j
i
-
-
j
i
-
-
:
:
『
全
集
』

-
土
岐
武
治
『
堤
中
納
言
物
語
の
注
釈
的
研
究
』
(
風
間
書
房
、
昭
五
二
:
・
:
j
i
-
-
-
j
i
-
-
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
:
:
『
注
釈
的
研
究
』

-
池
田
利
夫
『
旺
文
社
文
庫
・
現
代
語
訳
対
照
堤
中
納
言
物
語
』
(
旺
文
社
、
昭
五
四
)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
:
:
『
対
照
』

.
二
一
角
洋
一

『
講
談
社
学
術
文
庫
・
堤
中
納
言
物
語
全
訳
注
』
(
講
談
社
、
昭
五
六
)
:
:
:
:
j
i
-
-
:
:
-
J
J
・-:-ji--
『
全
訳
注
』

・
塚
原
鉄
雄
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
・
堤
中
納
言
物
語
』
(
新
潮
社
、
昭
五
八
)
・
:
:
j
i
-
-
・:
j
i
-
-
:
:
j
i
-
-
:
j
i
-
-
-
『
集
成
』

・
稲
賀
敬
二
『
完
訳
日
本
の
古
典
・
堤
中
納
言
物
語
』
(
小
学
館
、
昭
六
二

)
:
j
i
-
-
-
-
j
i
-
-
-
j
i
-
-
:
:
:
:
:
・
:
:
:
:
:
:
:
『
完
訳
」

-
大
槻
修
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
堤
中
納
言
物
語
』
(
岩
波
書
庖
、
平
四
)
:
:
:
:
:
:
j
i
-
-
-
j
i
-
-
-
j
i
-
-
・
:
:
:
『
新
大
系
L

-
土
岐
武
治
『
堤
中
納
言
物
語
・
校
本
及
び
総
索
引
L

(

風
間
書
房
、
昭
四
五
)
j
i
-
-
:
:
:
j
i
-
-
・:
j
i
-
-
:
j
i
-
-
:
:
:
『
校
本
L



な
お
、
各
種
散
文
文
献
の
引
用
は
各
々
所
掲
の
書
物
に
基
づ
い
た
が
、

い
ず
れ
も
漢
字
・
仮
名
づ
か
い
等
の
表
記
を
適
宜
改
め
て
あ
る
。

妻
な
ど
も
な
き
人
の
、

せ
ち
に
い
ひ
し
に
あ
は
す
べ
き
も
の
を
、

か
く
本
意
に
も
あ
ら
で
お
は
し
そ
め
て
し
を
、

口
惜
し
け
れ
ど
、

い
ふ
か
ひ
な
け
れ
ば
、

か
く
て
あ
ら
せ
奉
る
を
、
世
の
人
々
は
、
妻
据
ゑ
給
へ
る
人
を
、
思
ふ
と
、

さ
い
ふ
と
も
、
家
に
据
ゑ
た
る

人
こ
そ
、

や
ご
と
な
く
思
ふ
に
あ
ら
め
、
な
ど
い
ふ
も
や
す
か
ら
ず
。
げ
に
、

さ
る
こ
と
に
侍
る
。

(
P
1
1
L
8
1
P
1
2
L
8
)

娘
の
し
か
る
べ
き
処
遇
を
求
め
て
、
主
人
公
の
「
男
」
に
詰
め
寄
る
寸
今
の
人
の
親
L

の
こ
と
ば
。
考
え
て
み
た
い
の
は
、
傍
線
を
付

し
た
箇
所
の
処
理
の
し
か
た
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
『
全
釈
』
が
、

。
寸
人
も
あ
ろ
う
に
妻
を
家
に
据
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
を

(
婿
に
お
と
り
に
な
る
な
ん
て
ど
う
い
う
つ
も
り
か
し
ら
。
)
新
し
い
妻
を

思
う
と
そ
う
は
い
っ
て
も
、
家
に
あ
る
妻
を
こ
そ
大
事
に
思
う
で
し
ょ
う
」
の
意
か
。
「
『
め
据
ゑ
給
へ
る
人
を
思
ふ
』
と
、
『
さ
い
ふ

と
も
:
:
:
あ
ら
め
』
な
ど
云
々
L

の
よ
う
に
切
っ
て
「
『
妻
を
家
に
お
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
に
(
あ
な
た
の
娘
さ
ん
は
)
心
を
よ
せ

て
い
る
』
と
き
口
い
、

又
、
『
そ
う
は
い
っ
て
も
、
家
に
お
い
で
あ
る
女
を
こ
そ
:
:
:
』
な
ど
云
々
」
と
解
す
る
考
え
も
あ
る
。
前
の
解

は
「
思
ふ
と
さ
い
ふ
と
も
」
が
ぎ
こ
ち
な
い
が
、
後
の
解
も
今
の
女
が
、
男
を
「
思
L

っ
て
い
る

(
愛
し
て
い
る
)

と
「
世
の
人
人
L

が
判
断
し
て
い
る
の
も
行
き
す
ぎ
の
感
じ
が
す
る
の
で
、

し
ば
ら
く
前
の
解
に
従
う
。

(
注
)

北
大
文
学
部
紀
要

87 



守
は
い
ず
み
』
覚
書

と
述
べ
る
よ
う
に
、

い
ち
お
う
ふ
た
と
お
り
の
解
き
方
が
可
能
な
の
だ
け
れ
ど
も
、

そ
の
ど
ち
ら
に
も
難
点
が
残
る
。
要
は
、

は
じ
め
の

「
思
ふ
」
の
主
語
を
「
男
」
と
と
る
か
、
「
今
の
人
」
(
ま
た
は
そ
の
親
)
と
と
る
か
の
相
違
で
あ
っ
て
、
直
前
の
助
詞
「
を
」
と
の
つ
な
が

り
の
自
然
さ
か
ら
い
え
ば
「
後
の
解
」
の
方
に
分
が
あ
る
が
、
逆
に
、
文
脈
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
「
思
ふ
」
と
「
い
ふ
」
の
は
や
は
り
「
男
」

の
言
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
つ
づ
く
「
思
ふ
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
の
一
貫
性
も
保
た
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

『
全
釈
』

の
い
う
寸
後
の
解
L

を
採
る
の
は
、
実
際
に
は
『
評
釈
』
や
『
全
書
』
と
い
っ
た
初
期
の
注
釈
書
の
一
部
に
限
ら
れ
、

そ
の
ほ
か

の
諸
注
は
い
ち
よ
う
に
、

O
妻
を
ち
ゃ
ん
と
持
っ
て
お
ら
れ
る
人
だ
の
に
(
婿
に
し
て
も
仕
方
あ
る
ま
い
)
。
「
む
す
め
さ
ん
を
深
く
思
う
」
と
、

そ
う
口
で
言
つ

← 88 

て
も
家
に
お
い
て
い
る
妻
を
こ
そ
大
事
に
思
う
の
で
あ
ろ
う
。

(
『
大
系
二
頭
注
)

O
そ
れ
を
世
間
の
人
々
は
『
れ
っ
き
と
し
た
奥
さ
ん
を
家
に
置
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
な
の
に
。
新
し
い
女
を
大
事
に
思
う
と
、

口
先

ば
か
り
そ
う
言
っ
て
も
、
家
に
ち
ゃ
ん
と
置
い
て
い
る
奥
さ
ん
の
ほ
う
を
大
事
に
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
』
な
ど
噂
す
る
の
を
耳
に

す
る
と
気
が
も
め
る
。

(
『
全
集
』
・
口
語
訳
)

O
世
間
の
人
た
ち
は
、
『
奥
さ
ん
を
(
家
に
)
ち
ゃ
ん
と
置
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
を
(
通
わ
せ
て
ど
う
い
う
つ
も
り
か
)
。
(
娘
さ
ん
を
)

思
う
と
そ
う
(
男
が
)
言
っ
て
も
、
家
に
き
ち
ん
と
置
い
て
あ
る
女
を
こ
そ
、
大
事
に
思
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
』
な
ど
と
言
う
に
つ

け
て
も
安
心
し
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

(
『
対
照
』
・
現
代
語
訳
)



の
ご
と
く
、
「
前
の
解
」
す
な
わ
ち
「
妻
据
ゑ
給
へ
る
人
を
」
か
ら
を
世
間
の
風
評
と
捉
え
る
と
と
も
に
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
句
点
を
打
つ

て
下
に
省
略
を
想
定
す
る
措
置
を
選
ん
で
い
る
。

お
そ
ら
く
、
基
本
的
な
理
解
と
し
て
は
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
少
々
気
に
か

か
る
の
は
、
こ
う
し
た
処
理
に
し
た
が
う
と
、
「
世
の
人
々
L

の
こ
と
ば
の
中
で
「
妻
据
ゑ
給
へ
る
人
」
と
、
こ
の
一
箇
所
に
の
み
「
男
L

に
対
す
る
尊
敬
語
が
用
い
ら
れ
る
か
つ
こ
う
に
な
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
後
の
解
」
を
採
っ
た
場
合
に
も
同
じ
く
い
え
る
こ
と
な
の
だ

カヨ

い
さ
さ
か
疑
問
に
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
こ
で
案
じ
た
一
計
は
と
い
う
と
、
寸
妻
据
ゑ
給
へ
る
人
を
L

ま
で
を
「
今
の
人
の
親
L

の
こ
と
ば
、
「
思
ふ
と
」
以
下
寸
あ
ら
め
」
ま

で
を
世
人
の
噂
の
引
用
と
把
握
し
て
、
本
文
を
、

。
世
の
人
々
は
、
妻
据
ゑ
給
へ
る
人
を
、
「
『
思
ふ
』
と
、

さ
い
ふ
と
も
、
家
に
据
ゑ
た
る
人
こ
そ
、

や
ご
と
な
く
思
ふ
に
あ
ら
め
」
な

ど
い
ふ
も
や
す
か
ら
ず
。

と
処
理
す
る
ア
イ
デ
ア
で
、

そ
の
大
意
は
、

。
世
間
の
人
々
は
、

(
あ
な
た
の
よ
う
に
、
す
で
に
)
奥
さ
ん
を
家
に
住
ま
わ
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
の
こ
と
を
、
「
『
(
新
し
い
女
性
を
)

愛
し
て
い
る
』
と
、

た
と
え
そ
の
よ
う
に
(
当
座
は
)
い
っ
て
い
て
も
、

(
結
局
は
、
も
と
か
ら
)
同
居
し
て
い
る
妻
の
方
を
大
事
に

思
う
だ
ろ
う
L

な
ど
と
評
す
る
の
も
心
穏
や
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

北
大
文
学
部
紀
要
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『
は
い
ず
み
』
覚
書

と
な
る
。
こ
の
考
え
方
に
し
た
が
え
ば
、
少
な
く
と
も
当
該
部
分
に
お
げ
る
敬
語
使
用
の
不
統
一
は
解
消
さ
れ
る
と
思
う
の
だ
が
、

斗
J
F

一
ヲ
」

l

j

 

し
て
一
理
あ
り
ゃ
な
し
ゃ
。
自
信
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
一
案
と
し
て
提
起
し
て
お
く
。

寸
心
ざ
し
ば
か
り
は
変
ら
ね
ど
、
親
に
も
知
ら
せ
で
、

か
や
う
に
ま
か
り
そ
め
て
し
か
ば
、

い
と
ほ
し
さ
に
通
ひ
侍
る
を
、
『
つ
ら
し

と
お
ぼ
す
ら
む
か
し
』
と
思
へ
ば
、
①
『
何
と
せ
し
わ
ざ
ぞ
』
と
、
今
な
む
く
や
し
け
れ
ば
、
今
も
え
か
き
絶
ゆ
ま
じ
く
な
む
。

カ〉

し

こ
に
、
『
土
犯
す
べ
き
を
、
こ
こ
に
渡
せ
』
と
な
む
い
ふ
を
、

い
か
が
お
ぽ
す
。

『
ほ
か
へ
や
往
な
む
』

と
お
ぼ
す
。

何
か
は
苦
し
か

-90-

ら
む
、

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

い
や
つ
ち
か
お
は
せ
む
」
な
ど
い
へ
ば
、
女
、
「
『
こ
こ
に
迎

へ
む
』
と
て
い
ふ
な
め
り
。
②
こ
れ
は
親
な
ど
あ
れ
ば
、

こ
こ
に
住
ま
ず
と
も
あ
り
な
む
か
し
。
年
ご
ろ
行
く
方
も
な
し
と
見
る
見

る
か
く
い
ふ
よ
」
と
、
「
心
憂
し
」
と
思
へ
ど
、

つ
れ
な
く
い
ら
ふ
。
「
さ
る
べ
き
こ
と
に
こ
そ
。

は
や
渡
し
給
へ
。

い
づ
ち
も
い
づ

ち
も
往
な
む
。
③
今
ま
で
か
く
て
つ
れ
な
く
、
憂
き
世
を
知
ら
ぬ
け
し
き
こ
そ
L

と
い
ふ
。

(
P
1
4
L
7
1
P
1
7
L
1
)
 

売
り
こ
と
ば
に
買
い
こ
と
ば
で
、
「
今
の
人
L

を
自
邸
に
引
き
取
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
「
男
」
は
、
「
本
の
人
」

の
反
応
を
見
る
べ

く
土
忌
み
に
か
こ
つ
け
て
話
を
切
り
出
す
。
こ
こ
で
は
、
問
題
点
を
三
つ
設
定
し
て
み
た
。
傍
線
部
①
は
解
釈
と
本
文
の
、
②
は
本
文
の
、

③
は
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
は
傍
線
部
①
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、



O
『
一
体
ど
う
し
た
こ
と
な
の
だ
。
』
と
、
今
こ
そ
後
悔
す
る
の
で
、
今
も

(
あ
な
た
と
の
関
係
は
)
絶
え
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
も
あ

り
ま
せ
ん
よ
。

(
『
全
釈
』
・
訳
)

O
(私
と
し
た
こ
と
が
)
ど
う
し
た
所
業
か
と
、
今
で
は
後
悔
し
て
い
ま
す
の
で
、
現
在
も
(
あ
な
た
と
)
縁
は
切
れ
そ
う
に
あ
り
ま
せ

ん

(
『
対
照
』
・
現
代
語
訳
)

の
ご
と
く
、
「
今
な
む
く
や
し
げ
れ
ば
L

と
「
今
も
え
か
き
絶
ゆ
ま
じ
く
な
む
」
と
の
つ
な
が
り
を
順
接
と
捉
え
、
「
本
の
人
」
す
な
わ
ち

ア
ナ
タ
と
の
関
係
を
断
ち
切
れ
な
い
と
解
す
る
立
場

(
A
)
、

O
ど
う
し
た
事
ぞ
と
、
今
で
は
悔
ん
で
ゐ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
も
う
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

(
『
新
講
』
・
通
解
)

O
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
を
し
で
か
し
た
の
か
と
、
今
に
な
っ
て
後
悔
し
て
い
ま
す
が
、
今
す
ぐ
に
も
縁
を
切
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
て

ね

(
『
全
訳
注
』
・
現
代
語
訳

の
よ
う
に
、
「
今
な
む
く
や
し
け
れ
ば
」
と
「
今
も
え
か
き
絶
ゆ
ま
じ
く
な
む
L

と
の
つ
な
が
り
を
事
実
上
逆
接
と
捉
え
、
「
今
の
人
L

と

の
関
係
を
断
ち
切
れ
な
い
と
解
す
る
立
場

(B)
、

O
な
ん
で
あ
ん
な
事
を
し
た
こ
と
だ
と
、
今
こ
そ
悔
し
い
の
で

(
縁
を
切
り
た
く
思
う
が
、

し
か
し
)
今
で
も
縁
を
切
る
わ
け
に
も
ま

北
大
文
学
部
紀
要
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『
は
い
ず
み
』
覚
書

い
り
ま
せ
ん
。

(
『
大
系
』
・
頭
注
)

O
(私
は
、
自
分
な
が
ら
今
更
、
)
ど
う
し
て
そ
ん
な
事
を
、
し
で
か
し
た
事
で
あ
る
の
か
と
、
如
何
に
も
、
今
と
な
っ
て
は
、
悔
し
い

の
で
す
か
ら
。
(
こ
の
辺
で
、
縁
を
切
つ
い
が
ま
い
た
い
よ
う
に
も
、
思
う
の
で
す
別
利
引
、
)
今
で
は
、

(
も
は
や
)
縁
が
す
っ
ぱ
り

と
、
切
れ
そ
う
も
な
い
と
、
ど
う
し
て
も
思
う
の
で
す
。

(
『
全
註
解
』
・
口
訳
)

O
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
、
今
更
後
悔
の
念
切
で
。
で
も
今
も
相
手
と
手
を
切
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
く
て
。

(
『
全
集
』
・
口
語
訳
)

の
よ
う
に
、
寸
今
な
む
く
や
し
け
れ
ば
L

じ
た
い
は
あ
く
ま
で
順
接
と
考
る
も
の
の
、

つ
づ
く
「
今
も
え
か
き
絶
ゆ
ま
じ
く
な
む
」
と
の
間

に
文
脈
上
の
断
絶
を
認
め
、

そ
の
聞
に
逆
接
接
続
を
含
ん
だ
補
足
措
置
を
施
す
こ
と
で
、
「
今
の
人
」
と
の
関
係
を
断
ち
切
れ
な
い
と
解
す

る
立
場

(C)
、
さ
ら
に
は
、
「
く
や
し
け
れ
ば
L

の
「
ば
」
を
「
ど
」
に
改
め
て
、

O
な
ぜ
そ
ん
な
女
に
通
い
始
め
た
の
か
と
今
で
は
後
悔
し
て
ゐ
る
が
、
ま
だ
き
っ
ぱ
り
と
縁
を
切
る
事
が
で
き
な
い
。

(
『
全
書
』
・
頭
註
)

O
何
て
こ
と
を
し
た
ん
だ
ろ
う
と
、
今
更
後
悔
は
す
る
ん
だ
が
、
今
で
も
切
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。(

上
田
『
新
釈
』
・
通
解
)

な
ど
と
解
釈
す
る
立
場

(D)
、
の
四
つ
が
あ
る
。
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要
す
る
に
、
接
続
助
調
「
ば
」
に
対
す
る
対
処
の
相
違
が
こ
う
し
た
現
状
を
将
来
し
た
と
い
え
る
わ
け
だ
が
、

四
説
の
う
ち
「
ば
」
を

い
ち
ば
ん
素
直
に
受
け
入
れ
る
A
説
に
は
、

ま
ず
成
り
立
つ
見
込
み
が
な
い
と
断
じ
て
よ
か
ろ
う
。
「
男
」
が
手
を
切
れ
な
い
と
い
っ
て
い

る
相
手
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
て
「
今
の
人
」
以
外
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
に
明
白
だ
か
ら
だ
。
こ
こ
は
や
は
り
、
新
し
い

女
と
の
関
係
を
後
悔
は
し
て
い
る
、
が
、

い
ま
だ
に
終
止
符
を
打
て
な
い
と
い
う
脈
絡
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
あ
え
て

A
説
を
採
っ
た
『
全
釈
』

の
見
解
(
思
考
過
程
)

は
、
ち
な
み
に
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

O
「
く
や
し
け
れ
ば
L

は
下
文
と
の
つ
な
が
り
が
悪
く
、
あ
る
い
は
「
く
や
し
け
れ
ど
し
の
誤
か
も
し
れ
な
い
が
、
諸
本
は
み
な
「
ば
L

で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
ば
」
は
そ
の
ま
ま
で
よ
く
、

む
し
ろ
「
く
や
し
け
れ
ば
L

か
「
え
か
き
絶
ゆ
ま
じ
L

か
の
下
に
脱
落
が
あ
っ

「
か
き
絶
ゆ
」
を
「
今
の
女
と
縁
を
切
る
L

意
と
さ
れ
る
が
、
「
く
や
し
け
れ
ば
」
の
本
文
に
添
っ
て
考
え
れ
ば
「
今
こ
そ
後
悔
し
ま
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た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
岸
氏
は
「
く
や
し
げ
れ
ば
。
L

で
切
り
、
下
に

J
献
を
切
り
た
く
は
あ
る
が
L

を
補
っ
て
解
か
れ
、
従
っ
て

す
の
で
、
今
後
も

(
あ
な
た
と
の
関
係
は
)
絶
え
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
し
の
意
と
と
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。(

注
)

さ
て
、

つ
い
で
脱
落
す
る
の
が
『
全
釈
』
の
い
う
「
山
岸
氏
」
説
、
す
な
わ
ち
C
説
で
あ
る
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。
『
全
註

解
』
は
、

O
「
今
な
む
悔
し
け
れ
ば
。
し
を
「
:
:
:
悔
し
け
れ
ど
L

欺
と
す
る
本
も
あ
る
が
、
従
わ
な
い
。
対
話
の
文
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま
「
・

北
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『
は
い
ず
み
』
覚
書

悔
し
け
れ
ば
L

で
よ
い
。
こ
の
下
に
「
:
:
:
縁
を
切
り
た
く
は
あ
る
が
L

な
ど
の
心
を
含
め
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

(
考
異
)

と
説
く
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
強
弁
だ
。
そ
れ
が
い
か
に
「
対
話
の
文
L

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ム
リ
が
通
る
は
ず
も
な
い
。

「
ば
」
は
そ
の
ま
ま
下
に
か
か
っ
て
ゆ
く
と
み
る
の
が
、

い
う
ま
で
も
な
く
正
常
な
判
断
な
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
残
る
の
は

B
・D
の

両
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
最
後
に
消
去
さ
れ
る
べ
き
は

B
説
で
あ
ろ
う
。
『
全
訳
注
』
は
自
説
の
根
拠
に
つ
い
て
、
寸
い
ま
、
こ
の
「
ば
」

を
「
ど
」
の
意
味
と
と
っ
た
L

と
説
明
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
(
注
)
、
実
は
そ
こ
が
き
わ
め
て
危
う
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
接
続
助
詞
「
ば
」

が
逆
接
の
確
定
条
件
を
表
す
と
さ
れ
る
、

つ
ま
り
「
ど
」
と
同
義
に
解
し
う
る
の
は
せ
い
ぜ
い
、

-
霜
雪
も
い
ま
だ
過
ぎ
ね
者
思
は
ぬ
に
春
日
の
里
に
梅
の
花
見
つ

(
『
万
葉
集
』
八

1
4
3
4
・
大
伴
三
林
)
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-
秋
立
ち
て
い
く
日
も
あ
ら
ね
者
こ
の
寝
ぬ
る
朝
明
の
風
は
手
本
寒
し
も

.
わ
が
宿
の
萩
の
下
葉
は
秋
風
も
い
ま
だ
吹
か
ね
者
か
く
そ
も
み
て
る

(
同
|
1
5
5
5
・
安
貴
王
)

(
同
1
6
2
8
・
大
伴
家
持
)

-
天
の
河
浅
瀬
白
波
た
ど
り
つ
つ
渡
り
は
て
ね
ば
明
け
ぞ
し
に
け
る

(
『
古
今
集
』
秋
上

1
7
7
・
紀
友
則
)

と
い
っ
た
例
の
ご
と
く
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
L

の
己
然
形
に
接
続
し
て
「

1
ね
ば
」
の
か
た
ち
を
と
る
ケ

l
ス
に
限
定
さ
れ
る
は
ず
だ

か
ら
だ

(
こ
れ
ら
の
「
ば
L

に
つ
い
て
さ
え
、
あ
く
ま
で
順
接
で
解
く
立
場
も
あ
る
)
。
「
今
な
む
く
や
し
け
れ
ば
」

の
「
ば
」
は
、

そ
れ

が
正
真
正
銘
の
「
ば
L

で
あ
る
か
ぎ
り
、

A
説
の
よ
う
に
「

1
の
で
し
と
訳
す
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
く
意
味
上
「
ど
」
に
等
し
い

「
ば
」
の
用
法
が
あ
る
か
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
今
述
べ
た
特
定
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
の
み
ほ
ぽ
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、



そ
れ
以
外
の
「
ど
」
と
思
わ
れ
る
寸
ば
」
に
関
し
て
は
、

の
字
体
相
似
に
よ
る
誤
写
を
疑
う
べ
き
で
は
な
い
の

か
。
と
い
う
こ
と
で
、
ず
い
ぶ
ん
と
遠
回
り
を
し
た
け
れ
ど
、
本
稿
の
結
論
と
し
て
は
、
諸
本
「
ば
」
と
あ
る
(
『
校
本
』
)
と
こ
ろ
を
「
ど
」

む
し
ろ
「
止
」
と
っ
者
」

に
改
訂
す
る

D
説
を
正
解
と
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

次
の
傍
線
部
②
に
つ
い
て
は
、

や
や
抵
抗
を
覚
え
る
程
度
な
の
で
簡
単
に
済
ま
せ
よ
う
。
要
は
、

J
」
れ
」
は
「
か
れ
」
の
誤
り
で
は
な

、A

〉、

し
カ

と
い
う
こ
と
だ
。
今
こ
こ
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
人
物
を
指
す
用
法
と
考
え
る
な
ら
そ
の
ま
ま
で
も
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
が
、
こ

の
作
品
に
お
い
て
は
、
舞
台
が
「
男
」
の
家
に
あ
る
時
に
は
「
今
の
人
L

の
家
が
「
か
し
こ
し
と
、

ま
た
、
逆
の
場
合
は
「
男
L

の
家
す

な
わ
ち
「
本
の
人
」
の
居
所
が
「
か
し
こ
」
と
呼
び
分
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
し
、
「
今
の
人
L

の
家
に
い
る
「
男
L

が
「
本
の
人
」
の
将

来
を
思
い
や
る
場
面
で
は
、
「
あ
は
れ
、
か
れ
も
い
づ
ち
や
ら
ま
し
」
と
あ
り

(
P
1
3
L
6
1
7
)
、
ま
た
、
「
本
の
人
L
が
「
男
」
の
家

を
出
る
決
意
を
固
め
る
せ
り
ふ
に
は
、
「
か
の
大
原
の
い
ま
こ
が
家
へ
行
か
む
。
か
れ
よ
り
ほ
か
に
知
り
た
る
人
な
し
L
(
P
1
8
L
1
1
3
)
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と
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
男
L

の
家
に
住
む
「
本
の
人
」

の
思
惟
の
中
で
、
「
今
の
人
L

を
指
し
て
近
称
の
「
こ

れ
L

が
用
い
ら
れ
る
の
は
い
さ
さ
か
不
審
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現
代
語
に
置
き
換
え
て
説
明
す
る
と
、
こ
こ
は
「
剤
耐
刈
に
は
両
親
が
い

る
の
だ
か
ら
、
何
も
こ
こ
に
住
ま
な
く
て
も
」
云
々
と
い
っ
た
文
章
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
だ
か
ら
、
「
こ
れ
し
で
は
な
く
て
「
か
れ
」

と
あ
る
の
が
や
は
り
ベ
タ
ー
だ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
「
己
L

と
「
可
」
は
実
に
紛
れ
や
す
い
字
体
同
志
で
あ
り
、
実
際
に
「
こ
れ
」

と
「
か
れ
」
、
「
こ
の
」
と
「
か
の
」
と
の
交
替
は
し
ば
し
ば
起
こ
る
現
象
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
か
ら
、
今
は
あ
え
て
「
か
れ
」

J¥ 

の
改
訂
説
を
主
張
し
て
お
き
た
い
。
参
考
ま
で
に
、
諸
注
の
訳
文
を
み
て
み
る
と
、

O
あ
の
人
は
親
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
〉
へ
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
。

(
『
評
釈
』
・
通
釈
)
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『
は
い
ず
み
』
覚
書

O
あ
の
人
は
親
な
ん
か
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
家
に
住
ま
な
く
て
も
よ
い
だ
ろ
う
に
。

(
佐
伯
・
藤
森
『
新
釈
』
・
通
釈
)

O
あ
の
女
は
親
な
ど
も
あ
る
ん
だ
か
ら
、
こ
こ
に
住
ま
な
く
て
も
何
と
か
な
ろ
う
に
。

(
『
全
集
』
・
口
語
訳
)

O
あ
ち
ら
は
親
が
い
て
娘
と
婿
の
世
話
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
住
ま
な
く
て
も
不
自
由
し
な
い
だ
ろ
う
に
。

(
『
全
訳
注
』
・
現
代
語
訳
)

な
ど
と
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

お
し
ま
い
に
、
傍
線
部
③
を
め
ぐ
っ
て
。
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
従
来
、

O
今
ま
で
か
う
し
て
平
気
で
浮
世
も
知
ら
ぬ
有
様
で
過
ご
さ
せ
て
い
た
ヌ
い
た
の
は
、
有
り
が
た
う
御
座
い
ま
す
。
(
『
評
釈
』
・
通
釈
)
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O
い
ま
ま
で
こ
ん
な
に
し
て
平
気
で
浮
世
も
知
ら
ぬ
様
子
で
過
ご
し
て
来
た
の
は
幸
福
で
し
た
。

(
『
全
書
』
・
頭
註
)

O
今
ま
で
こ
う
し
て
変
わ
っ
た
こ
と
も
な
く
、
浮
世
の
つ
ら
さ
も
知
ら
ぬ
顔
に
す
ご
せ
た
の
は
、

ほ
ん
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た

わ|

(
上
回
『
新
釈
』
・
通
解
)

O
(私
が
)
、
今
日
ま
で
こ
ん
な
風
に
し
て
、
何
の
変
り
も
な
く
平
穏
で
、

(
全
く
御
身
の
御
蔭
で
あ
り
ま
し
た
。
)

つ
ら
い
夫
婦
の
関
係
も
知
ら
な
い
で
居
る
有
り
さ
ま
こ
そ
、

(
『
全
註
解
』
・
口
訳
)

O
今
ま
で
こ
う
し
て
平
気
で
、

つ
ら
い
世
の
中
を
知
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
こ
と
こ
そ

(
本
来
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
、
し
あ
わ
せ
す
ぎ

る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
)

(
『
全
釈
』
・
訳
)



と
い
う
よ
う
に
、
「
こ
そ
」

の
下
に
「
男
」
に
対
す
る
感
謝
の
念
を
読
み
と
る
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、

O
今
ま
で
こ
う
し
て
そ
知
ら
ぬ
顔
で
、
面
倒
な
男
女
の
ト
ラ
ブ
ル
も
知
ら
ぬ
げ
に
過
ご
し
て
き
た
の
が
お
恥
ず
か
し
い

(
『
全
集
』
・
口
語
訳
)

O
今
ま
で
あ
な
た
一
人
で
悩
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
気
づ
か
ず
、
世
に
住
む
憂
さ
を
知
ら
ぬ
げ
に
い
た
私
が
恥
ず
か
し
い

(
『
全
訳
注
』
・
現
代
語
訳
)

の
ご
と
く
、
「
こ
そ
」
の
下
に
「
本
の
人
」
自
身
の
断
恨
の
念
を
読
み
と
る
異
説
も
あ
っ
て
、

お
お
き
く
二
極
に
分
裂
し
て
い
る
と
み
て
よ

い
わ
ば
〈
感
謝
〉
説
と
〈
断
懐
〉
説
の
対
立
な
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
二
者
択
一
と
は
ゆ
か
ず
、
そ
こ
に
は
共
通
の
、
し
か

も
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
憂
き
世
も
知
ら
ぬ
け
し
き
こ
そ
」
の
「
け
し
き
」
の
解
釈
に
問
題
が
あ

さ
そ
う
だ
。

-97-

る
の
だ
。
「
け
し
き
し
と
は
あ
く
ま
で
、
認
識
主
体
の
客
観
的
な
観
察
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
他
者
ま
た
は
自
然
界
の
様
子
を
指
す
こ
と
ば

で
あ
っ
て
、
両
説
の
ご
と
く
、
こ
れ
を
「
本
の
人
L

自
身
の
状
態
や
態
度
に
関
わ
る
語
と
解
く
こ
と
は
そ
も
そ
も
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
、

-
同
じ
さ
ま
に
う
ち
具
し
聞
え
給
ひ
て
参
り
給
は
ま
し
か
ば
、
何
ご
と
も
心
よ
り
ほ
か
な
る
さ
ま
に
て
、
心
憂
く
恥
づ
か
し
き
あ
り
さ

ま
も
、
も
て
隠
さ
れ
奉
ら
ま
し
を
、
何
ご
と
に
思
ひ
な
ぐ
さ
め
て
か
は
、
憂
き
を
知
ら
ぬ
き
ま
に
て
、
恥
に
死
に
せ
ぬ
身
を
な
が
ら

へ
む
。

(
『
狭
衣
物
語
』
巻
二
/
日
本
古
典
全
書
|
上
・

P
3
2
9
)
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『
は
い
ず
み
』
覚
書

-
世
を
厭
ふ
心
は
ほ
ど
経
侍
り
ぬ
れ
ど
、
誰
も
か
う
の
み
、
た
は
ぶ
れ
ご
と
を
さ
へ
い
ま
い
ま
し
き
も
の
に
お
ぼ
し
の
た
ま
は
す
れ
ば
、

心
よ
り
ほ
か
な
ら
む
命
だ
に
か
け
と
ど
め
ま
ほ
し
く
思
ひ
つ
つ
、
「
憂
き
を
知
ら
ぬ
さ
ま
に
て
L

と
の
み
忍
び
過
ぐ
し
侍
る
を
、
げ
に

こ
そ
あ
ま
た
年
も
積
り
侍
り
ぬ
れ
。

(
同
巻
三
/
同
下
・

P
1
4
1
)

な
ど
の
例
に
照
ら
す
だ
け
で
も
明
ら
か
だ
と
い
え
よ
う
。
も
し
「
本
の
人
」
が
、

そ
れ
ま
で
の
自
己
の
生
活
あ
る
い
は
態
度
を
省
み
て
、

っ
男
」
に
対
す
る
感
謝
あ
る
い
は
漸
憾
の
思
い
を
言
外
に
表
明
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
場
合
は
、
「
け
し
き
」
で
は
な
く
「
さ
ま
」
な

い
し
は
「
身
し
と
い
っ
た
別
の
語
が
用
い
ら
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

い
ち
お
う
ふ
た
つ
の
考
え
方
が
で
き
る
か
と
思
う
。

ひ
と
つ
は
、
「
け
し
き
」
を
そ
の
語
義
に
忠
実
に
「
男
L

の
様
子
と
解
し
、
傍
線
部
③

98-

な
ら
ば
、

ど
う
す
る
か
。
は
な
は
だ
遺
憾
で
は
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
と
い
っ
た
解
決
案
は
な
い
。
た
だ
し
、
可
能
性
と
し
て
は

を
「
(
今
回
の
こ
と
で
は
深
刻
に
お
悩
み
だ
っ
た
で
し
ょ
う
に
)
今
ま
で
こ
う
し
て
(
私
に
対
し
て
は
)
何
ご
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に

(
ふ
る
ま
わ
れ
て
世
間
の
辛
苦
な
ど
感
じ
て
い
な
い
よ
う
な
(
あ
な
た
の
)
様
子
こ
そ
が
(
か
え
っ
て
水
く
さ
く
思
わ
れ
ま
す
ご
と
で
も

解
釈
す
る
道
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
寸
憂
き
世
も
知
ら
ぬ
け
し
き
こ
そ
L

が
ち
ょ
う
ど
七
音
+
五
音
で
あ
る
点
に
着
目
し
て
、
何
ら
か
の
引
歌

を
想
定
す
る
道
で
あ
る
。
が
、
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、

か
り
に
そ
の
よ
う
に
解
く
場
合
の
本
文
は
、
「
知
ら
ぬ
」
で
は
な
く
「
知
り
給
は

ぬ
し
ま
た
は
「
け
し
き
」
で
は
な
く
「
御
け
し
き
」
の
、

ど
ち
ら
か
の
尊
敬
形
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、

そ

れ
と
特
定
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
い
ま
だ
に
見
い
だ
し
え
な
い
で
い
る
。

ゆ
え
に
、
こ
の
箇
所
は
な
お
懸
案
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

と
も
あ
れ
、
上
に
指
摘
し
た
「
け
し
き
」

の
語
義
の
件
だ
け
は
少
な
く
と
も
今
後
再
考
の
必
要
が
あ
ろ
う
。



こ
こ
な
る
人
の
わ
づ
ら
ひ
け
れ
ば
、
折
あ
し
か
る
べ
し
。
あ
や
し
か
る
べ
し
。
こ
の
ほ
ど
を
過
ご
し
て
迎
へ
奉
ら
む
。

(
P
3
2
L
7
1
P
3
3
L
1
)
 

「
本
の
人
」
の
美
質
に
あ
ら
た
め
て
魅
せ
ら
れ
た
「
男
し
は
、
彼
女
を
大
原
の
里
か
ら
連
れ
戻
し
た
あ
と
、
今
後
決
し
て
あ
ち
ら
へ
は
行

か
な
い
と
誓
う
。
そ
こ
で
、
「
今
の
人
」
を
迎
え
る
翌
日
の
予
定
を
何
と
し
て
も
キ
ャ
ン
セ
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
そ
の
た
め

に
で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
た
口
実
な
の
だ
が
、
問
題
は
傍
線
部
「
あ
や
し
か
る
べ
し
」
に
あ
る
。
諸
注
は
い
っ
た
い
、
こ
の
部
分
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ち
お
う
、

そ
れ
を
確
か
め
て
お
こ
う
。

O
わ
ず
ら
っ
て
い
る
た
め
に
汚
な
く
も
あ
り
、

い
ろ
/
¥
取
り
こ
ん
で
い
て
す
べ
て
が
見
す
ぼ
ら
し
く
も
な
る
こ
と
を
い
う
。

(
『
全
釈
』
・
注
)

O
男
の
家
に
移
っ
て
く
る
時
受
入
れ
側
に
病
人
が
い
る
と
い
う
の
は
不
吉
だ
。

一
説
に
、
病
人
が
い
て
見
苦
し
い
し
、
取
り
込
ん
で
い

る
か
ら
と
す
る
。

(
『
全
集
』
・
頭
注
)

O
見
苦
し
う
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
ら
と
の
意
。
あ
や
し
か
り
は
、
賎
し
か
り
で
、
見
苦
し
い
、
組
末
だ
な
ど
の
意
。(

『
注
釈
的
研
究
』
・
語
釈
)
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『
は
い
ず
み
』
覚
書

O
病
人
が
い
て
他
へ
移
せ
な
い
所
へ
や
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
異
例
で
、
理
解
を
超
え
た
こ
と
の
意
と
し
た
が
、
病
人
が
い
る
こ
と
で

け
が
れ
て
お
り
、
取
り
こ
ん
で
、
賎
し
い
の
と
同
じ
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
、

と
も
考
え
ら
れ
る
。

(
『
対
照
』
・
脚
注
)

O
そ
の
よ
う
な
折
に
お
い
で
に
な
っ
て
も
、
変
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

(
『
新
大
系
』
・
脚
注
)

だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
「
あ
や
し
か
る
べ
し
」
を
ど
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
受
け
と
め
よ
う
と
も
、
そ
れ
ら
は
直
前
の
「
折

あ
し
か
る
べ
し
」
に
す
で
に
包
含
さ
れ
て
い
る
事
柄
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
表
現
は
、

け
だ
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
寸
あ
し
か
る
べ
し
」
に
つ
づ
け
て
の
「
あ
や
し
か
る
べ
し
L

で
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
「
あ
や
し
」

い
っ
て
み
れ
ば
蛇
足
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
わ

ぃ
。
早
い
話
が
、

つ
ま
り
、
元
来
は
「
折
あ
し
か
る
べ
し
L

と
だ
け
書
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
あ
る
段
階
で
ま
ず

街
文
で
は
な
い
の
か
。

は
「
折
あ
や
し
か
る
べ
し
」
に
変
化
し
た
。
そ
の
後
某
書
写
者
が
「
あ
や
し
か
る
べ
し
L

の
横
に
「
あ
し
か
る
べ
し
欺
」
と
い
っ
た
た
ぐ

い
の
注
記
を
加
え
た
。
こ
れ
を
受
け
て
さ
ら
に
の
ち
の
書
写
者
が
「
折
あ
や
し
か
る
べ
し
」
を
「
折
あ
し
か
る
べ
し
」
に
訂
正
し
た
も
の

の
、
同
時
に
寸
あ
や
し
か
る
べ
し
し
を
も
保
存
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
か
た
ち
の
本
文
「
折
あ
し
か
る
べ

し
。
あ
や
し
か
る
べ
し
L

が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、

そ
う
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
男
L

の
口
実
は
、

。
こ
こ
な
る
人
の
わ
づ
ら
ひ
け
れ
ば
、
折
あ
し
か
る
べ
し
。
こ
の
ほ
ど
を
過
ご
し
て
迎
へ
奉
ら
む
。

で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

む
し
ろ
こ
の
方
が
す
っ
き
り
す
る
。



こ
れ
だ
け
で
は
し
か
し
、
例
に
よ
っ
て
胡
散
臭
い
こ
と
を
と
、
苦
虫
を
噛
み
潰
し
た
よ
う
な
顔
を
さ
れ
る
ば
か
り
か
、

ま
っ
た
く
無
視

さ
れ
る
お
そ
れ
さ
え
あ
る
の
で
、

そ
こ
は
ひ
と
つ
ム
シ
の
縁
、
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
に
も
似
た
よ
う
な
ケ

i
ス
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お

こ
う
。
姫
君
、
が
男
の
童
た
ち
に
「
虫
の
名
」
を
つ
け
た
と
い
う
、
あ
の
場
面
で
あ
る
。

わ
ら
は
べ
の
名
は
、
「
例
の
や
う
な
る
は
わ
び
し
」
と
て
、
虫
の
名
を
な
む
つ
け
給
ひ
た
り
け
る
。
け
ら
男
、
ひ
き
麿
、

い
な
か
た
ち
、

い
な
こ
ま
ろ
、
あ
ま
彦
、
な
ど
な
む
つ
け
て
、
百
し
使
ひ
給
ひ
け
る
。

(
P
7
6
L
5
{
)
P
7
7
L
1
)
 

虫
の
名
を
擬
人
化
し
て
の
命
名
だ
が
、
従
来
「
い
な
か
た
ち
」
に
つ
い
て
の
み
諸
説
は
あ
る
も
の
の
「
未
詳
」
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
そ

の
は
ず
で
、
こ
れ
は
、
次
の
「
い
な
こ
ま
ろ

(
H
い
な
ご
麿
)
」
よ
り
派
生
し
た
非
本
来
的
本
文
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
面
の
「
あ
や
し
か

は
じ
め
「
い
な
こ
ま
ろ
(
己
万
呂
)
」
と
あ
っ
た
も
の
が
「
い
な
か
た
ち
(
可
多
知
)
」
に

る
べ
し
L

と
は
順
序
が
逆
転
す
る
け
れ
ど
も
、

誤
写
さ
れ
、

つ
い
で
「
い
な
か
た
ち
」
に
「
い
か
こ
ま
ろ
欺
」
等
の
傍
記
が
施
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
「
い
な
か
た
ち
L

が
抹
消
さ
れ
ず
に
そ

の
ま
ま
残
っ
た
結
果
、
傍
線
部
「
い
な
か
た
ち
、

い
な
こ
ま
ろ
」
の
ご
と
き
本
文
が
で
き
あ
か
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

ち
な
み
に
、
引
用

箇
所
の
も
と
の
か
た
ち
を
示
せ
ば
、

。
わ
ら
は
べ
の
名
は
、
「
例
の
や
う
な
る
は
わ
び
し
」
と
て
、
虫
の
名
を
な
む
つ
け
給
ひ
た
り
け
る
。
け
ら
男
、

ひ
き
麿
、

い
な
ご
麿
、

あ
ま
彦
、
な
ど
な
む
つ
け
て
、
召
し
使
ひ
給
ひ
け
る
。
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『
は
い
ず
み
』
覚
書

と
な
る
。
こ
の
こ
と
じ
た
い
は
、
拙
稿
「
『
虫
め
づ
る
姫
君
L

復
元
」
(
寸
宮
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
・
人
文
科
学
L

第
七
十
一
号
、
平
四
・

一
二
)
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
今
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
事
例
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
『
校

本
』
に
よ
れ
ば
、
土
岐
氏
の
い
う
第
二
門
第
三
類
第
二
種
本
の
ほ
と
ん
ど

(
狩
野
文
庫
本
・
画
碕
文
庫
旧
蔵
本
・
静
嘉
堂
文
庫
蔵
嘉
永
本
)

と
同
四
種
本
の
す
べ
て

(
小
山
多
乎
理
旧
蔵
本
・
多
和
文
庫
蔵
本
・
岸
本
由
豆
流
自
筆
本
・
旧
群
馬
師
範
学
校
本
)

に
お
い
て
、
「
あ
や
し

か
る
べ
し
」
が
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
く

(
P
1
0
8
1
9
)
。

四

こ
の
男
、

い
と
ひ
き
き
り
な
り
げ
る
心
に
て
、
「
あ
か
ら
さ
ま
に
し
と
て
、
今
の
人
の
も
と
に
、
昼
間
に
入
り
来
る
を
見
て
、
女
、
①

「
に
は
か
に
殿
お
は
す
や
」
と
い
へ
ば
、
う
ち
と
け
て
ゐ
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
心
さ
わ
ぎ
て
、
「
い
づ
ら
、

い
づ
こ
に
ぞ
」
と
い
ひ
て
、

櫛
の
箱
を
取
り
寄
せ
て
、
白
き
も
の
を
つ
く
る
と
思
ひ
た
れ
ば
、
取
り
た
が
へ
て
、
掃
墨
入
り
た
る
畳
紙
を
取
り
出
で
て
、
鏡
も
見

ず
う
ち
さ
う
ぞ
き
て
、
女
は
寸
『
そ
こ
に
て
し
ば
し
。
な
入
り
給
ひ
そ
』
と
い
へ
」
と
て
、
是
非
も
知
ら
ず
、
②
き
し
つ
く
る
ほ
ど
に
、

男
、
「
い
と
と
く
も
う
と
み
給
ふ
か
な
」
と
て
、
簾
を
か
き
上
げ
て
入
り
ぬ
れ
ば
、
畳
紙
を
隠
し
て
、

お
ろ
お
ろ
に
な
ら
し
て
、
う
ち

口
お
ほ
ひ
て
、

ま
だ
ら
に
お
よ
び
形
に
つ
け
て
、
自
の
き
ろ
き
ろ
と
し
て
ま
た
た
き
ゐ
た

ゆ
ふ
ま
く
れ
に
し
た
で
た
り
と
思
ひ
て
、

り

(
P
3
3
L
4
1
P
3
5
L
5
)
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『
は
い
ず
み
』
は
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
諸
篇
の
中
で
も
本
文
の
損
傷
度
が
低
く
比
較
的
読
み
や
す
い
作
品
だ
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
後
段
官
頭
部
だ
け
は
話
が
ち
が
う
。
本
文
の
問
題
も
含
め
て
注
釈
上
の
難
題
が
集
中
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
極
め
つ
け
は
「
ゆ
ふ
ま

稿
で
は
、

く
れ
に
し
た
で
た
り
」
で
、
こ
こ
は
今
の
と
こ
ろ
お
手
上
げ
状
態
だ
が
、

そ
う
し
た
中
か
ら
ひ
と
ま
ず
右
の
二
箇
所
に
的
を
し
ぼ
っ
て
、
現
時
点
で
の
意
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ほ
か
に
も
大
小
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
箇
所
が
少
な
く
な
い
。
本

最
初
に
傍
線
部
①
。
こ
れ
が
「
女
」
日
「
今
の
人
」
で
は
な
く
侍
女
の
こ
と
ば
で
あ
る
点
は
動
か
な
い
が
、
「
お
は
す
や
」
の
「
や
し
が
ど

う
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
諸
注
は
「
「
や
」
は
感
動
助
詞
」
(
『
全
釈
』
・
注
)
、
「
や
は
、
終
助
詞
で
、
感
動
の
意
を
一
市
す
」
(
「
注
釈
的
研
究
』
・

語
釈
)
な
ど
と
解
し
て
特
に
気
に
と
め
て
い
る
様
子
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

ほ
ん
と
う
に
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

発
話
中
の
動
詞
終
止
形
に
接
続
す
る
終
助
詞
「
や
し
が
詠
嘆
(
「
感
動
」
と
表
現
す
る
の
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
)
の
用
法
と
な
る
の

-
「
岡
阿
凶
阿
国
制
」
「
を
か
し
ゃ
」
な
ど
、
若
き
御
達
の
消
え
か
へ
り
心
移
す
中
少
将
、
何
く
れ
の
殿
上
人
ゃ
う
の
人
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は
、
た
と
え
ば
、

(
『
源
氏
物
語
』
行
幸
巻
/
日
本
古
典
文
学
全
集

ω・
P
2
8
3
)

-
「
か
う
少
し
も
の
お
ぽ
ゆ
る
隙
に
渡
ら
せ
給
ふ
べ
う
聞
え
よ
。
そ
な
た
へ
参
り
来
べ
け
れ
ど
、
動
き
す
べ
う
も
あ
ら
で
な
む
。

し
う
な
り
刷
る
、
U

主
や
」
と
、
涙
を
浮
け
て
の
た
ま
ふ
。

(
同
タ
霧
巻
/
同
ー

ω・
P
4
0
7
)

-
「
物
の
怪
の
し
わ
ざ
な
り
け
れ
ば
、

か
へ
り
侍
り
て
し
ば
し
あ
り
て
例
ざ
ま
に
は
な
り
給
へ
ど
、
な
ほ
い
と
頼
も
し
げ
な
く
な
ん
。

む
つ
か
し
う
問
り
-
ゃ
。
心
や
す
く
は
、

か
く
て
」
と
、
う
ち
な
げ
き
て『

夜
の
寝
覚
』
巻
四
/
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
2
8
8
1
9
)

北
大
文
学
部
紀
要



『
は
い
ず
み
』
覚
書

-
さ
る
べ
き
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
思
ひ
た
が
ふ
心
も
出
で
ま
う
で
く
る
、

た
が
心
も
一
や
す
げ
な
う

あ
ぢ
き
な
く
司
り
柄
。

-
寸
(
上
略
)
さ
す
が
な
る
さ
か
し
ら
心
の
、
際
高
く
さ
い
ま
く
れ
た
る
や
う
な
る
、

か
J¥ 

り
て
は
に川
問
問

自量
己l 五

な ζ
Hゴlど 円

~ p 
コエ~ 3 
vりノ 4 
f珂即j 

3 あ )

り
さ
ま
を
尽
き
せ
ず
い
み
じ
と
お
ぼ
い
て

(
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
二
/
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
2
2
1
)

-
「
罪
の
深
き
に
侍
ら
む
、

つ
ね
よ
り
-
も
の
あ
は

に
句
り
-
や
。
け
さ
は
、
乱
れ
心
地
も
悩
ま
し
う
侍
る
を
、
渡
ら
せ
給
ひ
ね
」
と
て
、

例
の
御
方
に
入
り
給
へ
ば
、
人
々
お
ど
ろ
き
さ
わ
ぐ
。

(
同
巻
三
/
同
・

P
2
9
6
)

と
い
っ
た
ケ

l
ス
、
す
な
わ
ち
、
話
者
自
身
の
内
面
に
沸
き
起
こ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
表
出
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
傍
線
部
①
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
が
寸
に
は
か
に
園
お
は
す
や
」
の
か
た
ち
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
同
じ
く
発
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話
内
の
動
詞
終
止
形
+
終
助
詞
寸
や
」
の
形
式
を
踏
む
次
の
よ
う
な
ケ

l
ス
と
、

む
し
ろ
同
質
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

-
「
開
園
、
出
で
立
つ
や
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
姫
君
の
い
と
う
つ
く
し
げ
に
つ
く
ろ
ひ
立
て
て
お
は
す
る
を
、
う
ち
笑
み
て
見
奉
り
給
ふ
。

(
『
源
氏
物
語
』
葵
巻
/
日
本
古
典
文
学
全
集
ー

ω・
P
2
1
)

-
こ
の
女
の
、
手
を
打
ち
て
、
「
あ
が
お
も
と
に
こ
そ
お
は
し
ま
し
け
れ
。
あ
な
う
れ
し
と
も
う
れ
し
。
い
づ
く
よ
り
参
り
給
ひ
た
る
ぞ
。

国
は
お
は
し
ま
す
や
L

と

、

い

と

お

ど

ろ

お

ど

ろ

し

く

泣

く

。

(

同

玉

霊

巻

/

同

iω
・
P
1
0
2
)

・
「
ま
づ
悶
凶
凶
は
お
は
す
制
。
若
君
は
い
か
が
な
り
給
ひ
に
し
。
あ
て
き
と
聞
え
し
は
」
と
て
、
君
の
御
こ
と
は
い
ひ
出
で
ず
。

(
同
/
同
)



-
「
御
衣
ど
も
の
こ
と
な
ど
、
閥
岡
岡
剛
凶
凶
は
侍
り
判
。
(
中
略
)
」
と
問
え
給
へ
ば

か
か
る
古
事
の
中
に
、
ま
ろ
が
や
う
に
実
法
な
る
痴
者
の
閥
闘
は
あ
り
や
。
(
中
略
)
」
と
、

(
同
初
音
巻
/
同
ー

ω・
P
1
4
8
)

-
J
C
て、

さ
し
寄
り
て
聞
え
給
へ
ば

(
同
壁
巻
/
同

lω
・
P
2
0
5
)

・
「
年
ご
ろ
、
人
づ
て
に
の
み
聞
き
て
、
ゆ
か
し
く
思
ふ
御
琴
の
音
ど
も
を
、
う
れ
し
き
折
か
な
。
し
ば
し
、
少
し
立
ち
隠
れ
て
聞
く
べ

き

悶

阿

阿

川

困

あ

り

判

。

(

中

略

ご

と

の

た

ま

ふ

。

(

同

橋

姫

巻

/

同

ー

ω・
P
1
3
0
)

・
こ
り
ず
ま
な
れ
ど
、
も
の
の
つ
い
で
に
、
な
ほ
え
忍
び
は
て
ず
、
「
内
よ
り
立
ち
返
り
岡
岡
国
は
あ
り
や
」
と
間
ひ
出
で
給
ひ
た
る
に
、

(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
/
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
4
0
1
)

「
さ
れ
ば
よ
、
例
の
」
と
う
る
さ
け
れ
ば

そ
の
閥
刷
川

M
凶
凶
一
は
侍
り
や
」
と
の
た
ま
ふ
に
、

さ
ま
ざ
ま
に
か
ひ
な
く
聞
え
む
も
、

い
と
い
と
ほ
し
け
れ
ば

-
J
c
て
も
、

(
『
狭
衣
物
語
』
巻
三
/
日
本
古
典
全
書
下
・

P
3
8
)
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-
人
の
聞
か
ぬ
と
こ
ろ
に
て
、
「
い
か
に
。
闘
岡
国
は
あ
り
や
」
と
、

ゆ
か
し
げ
に
問
ひ
給
ふ
も
、
心
苦
し
う
あ
は
れ
に
て

(
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
二
/
日
本
古
典
文
学
大
系
・

P
2
2
1
)

-
「
さ
て
、

い
か
が
お
は
し
ま
す
。
囚
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
や
L

と
間
ひ
給
へ
ど
、

は
か
ば
か
し
き
人
し
な
け
れ
ば
、

お
ぽ
ほ
れ
て
の
み
こ

そ
あ
れ
。

(
同
巻
四
/
同
・

P
3
3
5
)

こ
れ
ら
の
例
は
す
べ
て
、
人
物
ま
た
は
物
の
存
否
に
関
す
る
相
手
へ
の
問
い
か
け
で
あ
っ
て
、
「
や
」
は
例
外
な
く
疑
問
の
用
法
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
傍
線
部
①
を
忠
実
に
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
出
し
ぬ
け
に
、
急
に
、
殿
ー
!
夫
の
君
が
お
出
で
な
の
で
す
よ
」
(
『
全
註

解
』
・
口
訳
)
、
「
急
に
殿
が
お
い
で
に
な
り
ま
し
て
よ
し
(
『
対
照
』
・
現
代
語
訳
)
等
々
諸
注
の
訳
は
み
な
誤
り
と
せ
ざ
る
を
え
ず
、
正
し

北
大
文
学
部
紀
要



『
は
い
ず
み
』
覚
書

く
は
、
侍
女
が
「
女
」
に
「
急
に
日
一
那
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
た
と
考
え
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
だ
ろ
う
。
が
、
こ
れ
で
は

と
う
て
い
話
が
通
じ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
こ
の
「
や
L

、

一
度
は
疑
っ
て
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
、

ア
イ
デ
ア
が
三
つ
。
す
な
わ
ち
、
制
仮
名
「
や
」
は
そ
の
字
母
で
も
あ
る
漢
字
「
也
L

か
ら
の
転
説
で
、
原
形
は
伝
聞
・
推

定
の
助
動
詞
「
な
り
」
で
あ
る
。
制
仮
名
「
や
L

は
同
じ
く
漢
字
「
也
」
の
誤
り
で
、
原
形
は
断
定
の
助
動
詞
寸
な
り
L

で
あ
る
。
付
「
や
」

は
、
感
動
詞
「
や
〉
L

の
「
〉
」
が
脱
落
し
た
転
説
本
文
で
あ
る
、
の
三
と
お
り
の
仮
説
が
そ
れ
だ
。
「
や
」
と
「
也
」
と
の
交
替
お
よ
び

繰
り
返
し
符
号
「
〉
」
の
脱
落
と
も
に
、
実
際
に
め
ず
ら
し
く
な
い
現
象
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
、
誤
写
の
想
定
そ
の
も
の
に
む
り
は
な

か
ろ
う
。
あ
と
は
道
理
が
通
る
か
ど
う
か
だ
が
、
ま
ず
例
説
の
場
合
は
、
上
の
「
入
り
来
る
を
見
て
L

と
矛
盾
を
来
す
こ
と
に
な
る
。
「
見

て
L

な
ら
ば
「
お
は
す
め
り
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
。
ま
た
制
説
の
場
合
は
、
「
お
は
す
」
と
の
接
続
に
問
題
を
残
す
。
サ
変
動
詞
「
お
は

す
」
+
断
定
の
助
動
詞
寸
な
り
」
で
あ
れ
ば
、
「
お
は
す
る
な
り
」
と
な
る
の
が
当
然
だ
か
ら
だ
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
お
は
す
」
に
「
誤
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用
L

を
認
め
て
四
段
活
用
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
「
な
り
」
の
上
に
「
る
」
一
字
を
補
っ
て
や
る
な
ら
ば
話
は
自
ず
か
ら
別
だ
け
れ
ど
。

そ
し
て
例
説
の
場
合
は
、
「
や
や
」
と
い
う
感
動
詞
が
、
そ
の
性
格
上
一
般
に
発
話
の
冒
頭
な
い
し
は
単
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的

に
多
い
点
が
気
に
な
る
。
た
だ
、
「
あ
れ
見
せ
よ
。
や
や
、
母
」
(
三
巻
本
『
枕
草
子
』
「
人
ば
え
す
る
も
の
」
の
段
/
新
日
本
古
典
文
学
大

系
・

P
1
9
6
)
と
い
っ
た
例
も
あ
る
の
で
、
三
説
の
中
で
は
も
っ
と
も
難
が
少
な
い
と
い
え
よ
う
か
。
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
、

ひ
と
ま
ず

最
後
の
付
説
を
採
用
し
て
、
こ
の
あ
た
り
の
本
文
を
、

。
女
、
「
に
は
か
に
殿
お
は
す
。
や
や
」
と
い
へ
ば
、
う
ち
と
け
て
ゐ
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
心
さ
わ
ぎ
て



と
整
定
し
、
折
し
も
「
う
ち
と
け
て
ゐ
た
」
主
人
の
寸
女
L

に
向
か
っ
て
、
侍
女
が
「
急
に
旦
那
様
が
お
い
で
で
す
。
も
し
も
し
L

と
あ

わ
て
て
呼
び
か
け
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。

つ
づ
い
て
、
傍
線
部
②
の
「
き
し
つ
く
る
」
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
従
来
、
大
別
し
て
次
の
三
種
の
解
釈
が
あ
っ
た
。

A
H
「
な
す
り
つ
け
て
い
る
と
L

(

『
評
釈
』
・
通
釈
)
、

J
」
す
り
つ
け
て
ゐ
る
う
ち
に
」
(
『
全
書
』
・
頭
註
)
、
「
顔
に
な
す
り
つ
け
る
聞
に
」

(
『
集
成
』
・
傍
注
)
な
ど
、
「
女
」
が
掃
墨
を
顔
に
こ
す
り
つ
け
る
意
に
解
す
る
立
場
。

B
日
「
き
し
つ
く
る
」
を
事
実
上
「
着
せ
つ
け
る
」
と
み
な
し
、
「
顔
に
お
白
粉
を
着
せ
る
よ
う
に
附
け
る
。

お
お
い
か
ぶ
せ
る
よ
う
に

お
白
粉
を
つ
け
る
」
意
に
解
す
る
立
場
(
『
全
註
解
』
)
、

ま
た
、
「
き
し
つ
く
る
L

を
「
着
仕
付
く
」
と
考
え
、
「
身
づ
く
ろ
い
し
て

い
る
と
L

の
意
に
解
す
る
立
場
(
『
全
訳
注
L

)

。

C
H
「
き
し
つ
く
る
」
の
「
き
し
」
を
「
岸
」
と
解
し
、
「
立
ち
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
一
線
を
「
岸
」
と
み
て
、
「
岸
は
尽
き
て
も
」
そ
の

先
へ
と
い
う
気
持
で
「
簾
を
か
き
あ
げ
て
」

へ
か
げ
て
し
、
「
波
な
ら
ば
こ
こ
で
立
ち
帰
る
は
ず
の
岸
辺
ま
で
は
い
り
に
は
い
っ
た

男
は
」

の
意
に
解
す
る
立
場
(
『
全
集
』
/
『
完
訳
』
)
。

こ
れ
ら
三
者
の
う
ち
、

B
-
C
は
い
わ
ば
異
端
の
説
で
あ
り
、

A
が
通
説
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。

B
-
C
両
説
が
と
も
に
き
わ
め
て

不
自
然
な
語
や
表
現
を
前
提
と
す
る
奇
矯
な
解
釈
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
消
去
法
的
に
通
説
を
支
持
し
て
お
く
の
が
無
難
な
処
世
術
な
の
だ

ろ
う
が
、

そ
の

A
説
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
「
不
詳
。
「
き
し
」
は
「
き
し
/
¥
L
「
き
し
む
」
(
中
略
)

な
ど
の
「
き
し
L

で、

き
し
き
し
い

う
ほ
ど
つ
よ
く
こ
す
り
つ
け
る
意
か
L

(

『
全
釈
』
・
注
)
、
「
き
し
き
し
と
こ
す
り
つ
け
る
意
か
と
い
う
が
は
っ
き
り
し
な
い
」
(
『
対
照
』
・

北
大
文
学
部
紀
要



『
は
い
ず
み
』
覚
書

脚
注
)

と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
て
、
根
拠
は
は
な
は
だ
薄
弱
な
の
だ
。

A
説
に
立
つ
注
釈
書
の
中
に
は
、
異
文
の
「
さ
し
つ
く
る
L

を

採
用
す
る
も
の
も
あ
る
が

(
『
新
註
』
/
『
新
講
』
/
上
田
『
新
釈
』
/
佐
伯
・
藤
森
『
新
釈
』
)
、

た
と
え
「
さ
し
つ
く
る
L

の
本
文
に
拠
っ
て

み
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
語
が
文
脈
に
適
合
し
な
い
、

つ
ま
り
「
こ
す
り
つ
け
る
」
等
の
意
味
に
は
な
ら
な
い
点
で
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

従
来
の
諸
説
に
は
と
て
も
し
た
が
え
な
い
。
と
な
れ
ば
、
他
に
ど
の
よ
う
な
解
決
策
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
1

1
そ
こ
で
、
ズ
パ
リ
と
い

お
う
。
「
き
し
つ
く
る
」
は
「
す
み
つ
く
る
」
の
誤
写
で
は
な
い
の
か
、
と
。
傍
線
部
②
の
前
後
に
は
、
「
白
き
も
の
を
つ
く
る
L

寸
ま
だ
ら

に
お
よ
び
形
に
つ
け
て
し
と
、
二
度
に
わ
た
っ
て
「
つ
く
」
と
い
う
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
女
」
が
白
粉
(
実
は
掃
墨
)

を
顔
に
塗
り
つ
げ
る
動
作
を
表
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
「
き
し
つ
く
る
」
の
「
つ
く
る
」
も
そ
れ
ら
と
同
様
の
用
法
だ
と
ま
ず
は
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
「
き
し
」
は
「
つ
く
る
」
の
目
的
語
で
、
「
女
」
は
「
き
し
し
を
塗
り
つ
け
た
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、

残
る
課
題
は
「
き
し
」
が
ど
の
よ
う
な
本
文
か
ら
の
転
説
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
絞
ら
れ
る
。
と
、
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
あ
と
は
簡
単
だ
。

寸
女
」
は
白
粉
と
思
い
こ
ん
で
が
む
し
ゃ
ら
に
「
掃
墨
L

を
顔
に
塗
り
た
く
っ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
答
え
は
「
墨
」
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。

「
す
み
(
寸
三
)
」
↓
「
き
し
(
支
之
)
」
の
誤
写
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
想
定
可
能
だ
。
「
き
し
つ
く
る
」
の
正
体
は
こ
の
と
お
り
「
す
み

(
H
墨
)

つ
く
る
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
文
を
こ
う
し
た
か
た
ち
に
改
訂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
は
い
ず
み
』
の
典
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
る
平
中
墨
塗
り
謹
と
の
関
わ
り

が
、
さ
ら
に
密
接
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
存
す
る
『
古
本
説
話
集
』
所
載
の
そ
れ
に
は
見
え
な
い
も
の
の
、
『
源
氏
釈
』

以
下
、
『
奥
入
』
『
紫
明
抄
』
『
河
海
抄
』
と
い
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
が
今
日
に
伝
え
る
平
中
の
妻
の
歌
(
文
献
に
よ
っ
て
語
句
に

多
少
の
異
同
が
あ
る
が
、
今
は
『
釈
』

の
も
の
を
引
用
す
る
)
、



-
わ
れ
に
こ
そ
つ
ら
さ
を
君
が
見
す
れ
ど
も
人
に
す
み
つ
く
顔
の
け
し
き
は

と
、
用
語
の
面
で
一
段
と
強
固
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
「
す
み
」
に
「
住
み
」
と
「
墨
」
と
の
両

義
性
を
認
め
て
一
篇
の
解
析
を
試
み
た
、
米
国
新
子
「
「
人
に
『
す
み
つ
く
』

か
ほ
の
け
し
き
は
L
|
|
平
中
の
妻
と
『
は
い
ず
み
』

|
|
」
(
『
国
文
学
致
』
第
百
四
十
二
号
、
平
六
・
四
)

の
考
察
を
も
よ
り
興
味
深
い
も
の
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

北
大
文
学
部
紀
要

の
女




