
-

妹
を
ま
ね
く
屋
戸

　
　
　
　
　
　
　
田
村
大
嬢
の
う
た
を
考
え
る
ー
‐
－

　
大
宰
府
か
ら
帰
京
後
の
人
件
坂
士
郎
女
は
、
自
ら
が
入
り
え
な
か
っ
た
大
宰
府

の
お
と
こ
の
う
た
世
界
と
は
異
な
っ
た
都
の
う
た
の
世
界
の
中
で
、
自
ら
の
性
差

を
い
か
し
つ
つ
、
う
た
の
お
ん
な
と
し
て
う
た
い
続
け
て
い
た
。
う
た
の
お
ん
な

と
し
て
の
部
女
は
う
た
の
中
で
実
態
を
超
え
た
お
と
こ
・
お
ん
な
の
結
び
つ
け
を

強
め
、
天
性
と
い
う
家
を
中
心
と
し
つ
つ
う
た
の
文
化
圏
の
中
心
に
位
置
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
大
宰
府
１
‐
－
都
－
‐
―
‐
と
結
ば
れ
、
さ
ら
に
は
家
持
へ
と
受
け
つ

が
れ
る
大
件
の
う
た
の
中
で
、
坂
上
郎
女
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
①
。

い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
女
自
身
の
う
た
が
、
∵
Λ
個
人
の
も
の
で
は
な
く
、

大
件
と
い
う
、
う
た
の
文
化
回
の
変
容
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
。

　
こ
う
し
た
都
の
、
人
件
の
う
た
の
文
化
圏
を
考
え
て
み
る
時
、
そ
こ
に
は
、
ふ
ノ

だ
の
に
な
い
于
と
し
て
、
坂
上
部
女
以
外
に
も
、
う
た
の
お
ん
な
が
い
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
ん
な
が
周
縁
で
は
な
く
う
た
の
中
心
に
出
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
坂
上
部
女
と
い
う
う

た
の
お
ん
な
以
外
の
お
ん
な
の
う
た
と
み
て
い
く
こ
と
も
、
う
た
世
界
の
あ
り
方

を
考
え
る
士
で
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
の
中
に
次
の
よ
う
な
左

注
を
持
つ
お
ん
な
が
い
る
。

浅
　
　
野

則

子

右
は
、
田
村
人
嬢
と
坂
上
火
嬢
と
、
並
び
に
こ
れ
右
人
弁
宿
奈
麻
呂
郷
の
女

な
り
。
卿
は
田
村
の
里
に
居
み
、
号
を
田
村
人
嬢
と
日
へ
り
。
た
だ
、
妹
の

坂
上
人
嬢
は
、
母
、
坂
上
の
里
に
居
む
。
但
り
て
坂
上
人
嬢
と
日
へ
り
。
時

に
姉
妹
諮
問
ふ
に
、
歌
を
以
ち
て
贈
答
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
　
七
五
六
－
九
）

　
田
村
人
嬢
が
坂
上
人
嬢
に
贈
っ
た
う
た
に
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

う
た
の
お
ん
な
は
、
坂
上
郎
女
の
夫
と
な
っ
た
宿
奈
麻
呂
の
娘
と
い
う
、
坂
上
郎

女
に
き
わ
め
て
近
い
位
置
に
い
な
が
ら
も
、
う
か
を
み
る
と
、
異
母
妹
人
嬢
に
贈

る
の
み
と
い
う
限
ら
れ
た
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
田
村
人
嬢
の
う
た
の
表
現
を
み

る
こ
と
は
、
お
ん
な
と
う
た
の
結
び
つ
き
を
み
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
の
う
た

の
文
化
圏
を
も
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
大
作
と
い
う
私
的
な
世
界
で
、
う
た
と
お
ん
な
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
こ
と
に

よ
り
、
後
期
万
葉
か
ら
平
安
和
歌
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
お
ん
な
の
う
た
の
あ
り

方
の
一
端
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
二
、

　
田
打
火
嬢
が
坂
上
火
嬢
に
贈
っ
た
う
た
は
、
先
に
あ
げ
た
左
註
の
示
す
巻
四
に

四
首
、
巻
ハ
の
各
季
節
の
相
聞
に
五
首
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
各
季
節
毎
に

１－一
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う
た
わ
れ
て
い
る
巻
八
の
う
た
う
た
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
▽
人
の
相
手
の
み
に

贈
ら
れ
た
お
ん
な
う
た
の
表
現
の
中
で
、
景
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。

①
　
茅
花
抜
く
浅
茅
が
原
の
つ
ほ
す
み
れ
今
盛
り
な
り
我
が
恋
ふ
ら
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
四
九
　
春
相
聞
）

②
　
故
郷
の
奈
良
恵
の
岡
の
ほ
と
と
ぎ
す
言
告
げ
遣
り
し
い
か
に
告
げ
き
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
〇
六
　
夏
相
聞
）

③
　
我
が
や
ど
の
秋
の
萩
咲
く
夕
影
に
今
も
見
て
し
か
妹
が
姿
を

④
　
我
が
や
ど
に
も
み
つ
か
へ
る
て
見
る
ご
と
に
妹
を
か
け
つ
つ
恋
ひ
ぬ
目
は
な

　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
二
二
・
三
　
秋
相
聞
）

⑤
　
沫
雪
の
消
ぬ
べ
き
も
の
を
今
ま
で
に
流
ら
へ
ぬ
る
は
妹
に
逢
は
む
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
コ
八
六
二
　
冬
相
聞
）

い
ず
れ
も
す
べ
て
題
同
は
「
妹
坂
上
人
嬢
に
与
ふ
る
歌
一
首
」
と
い
う
も
の
で
あ

　
①
の
う
た
の
心
情
表
現
の
部
分
の
「
今
盛
り
な
り
我
が
恋
ふ
ら
く
は
」
と
い
う
、

恋
の
盛
り
を
た
と
え
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
作
者
未
詳
の

わ
が
背
子
に
わ
が
恋
ふ
ら
く
は
奥
山
の
馬
酔
木
の
花
の
今
盛
り
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
一
九
〇
三
）

な
ど
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
類
同
的
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
ら
れ
る
「
つ

ほ
す
み
れ
」
と
い
う
景
物
に
注
目
し
て
み
た
い
。
「
つ
ほ
す
み
れ
」
は
他
に
巻
ハ
の

雑
歌
に山

吹
の
咲
き
た
る
野
辺
の
つ
ほ
す
み
れ
こ
の
春
の
雨
に
盛
り
な
り
け
り

（
八
―
一
四
四
四
）

を
み
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
う
か
は
、
田
村
人
嬢
と
ほ
ぼ
同
時
代
と
思
わ
れ
る
上
筒

田
女
王
の
作
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
山
吹
」
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
、
す
で
に

認
知
さ
れ
た
景
に
対
し
て
「
今
」
、
「
つ
ほ
す
み
れ
」
を
見
つ
け
た
と
い
う
心
の
動

が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
高
田
女
王
が
う
た
で
見
出
す
「
つ
ほ
す
み
れ
」
と
は
、
次

の
よ
う
な
う
た
の
表
現
を
背
景
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

春
の
野
に
す
み
れ
摘
み
に
と
来
し
我
そ
野
を
な
つ
か
し
み
コ
伎
寝
に
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ハ
ー
一
四
二
四
）

　
右
の
う
か
は
、
赤
人
の
四
首
一
組
ぶ
の
も
の
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

の
す
み
れ
摘
み
と
は
、
都
人
に
と
っ
て
の
野
に
お
け
る
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
れ
は
、
野
遊
び
と
さ
れ
、
か
つ
て
神
と
関
わ
っ
て
い
た
も
の
が
都
人
の
風

雅
な
遊
び
と
な
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
都
近
く
の
野
に
単
に
咲

い
て
い
る
「
す
み
れ
」
で
は
な
く
、
風
雅
な
行
為
の
結
果
、
見
出
さ
れ
る
花
こ
そ

が
う
た
の
中
に
あ
る
「
す
み
れ
」
で
あ
り
、
都
人
に
と
っ
て
の
景
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
。
田
村
人
嬢
が
、
自
ら
の
心
の
か
た
ち
と
し
て
う
た
う
「
つ
ほ
す
み
れ
」

も
又
、
こ
う
し
た
都
の
う
た
表
現
の
共
通
背
景
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
②
の
う
た
に
お
い
て
は
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
≒
ほ
と
と
ぎ

す
」
は
景
物
と
し
て
う
た
の
中
に
多
く
表
現
さ
れ
、
恋
の
う
た
に
お
い
て
も
、
相

手
を
思
う
も
の
、
恋
心
を
刺
激
す
る
も
の
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

　
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
は
恋
を
伝
え
る
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
が
こ
う
し
た

発
想
は
、
す
で
に
小
野
寺
静
子
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ス
、
坂
上
部
女
、
大

神
女
郎
と
い
う
、
同
時
代
の
う
た
の
お
ん
な
た
ち
の
表
現
に
み
ら
れ
る
も
の
と
な

⑤
　
暇
な
み
来
ま
さ
ぬ
君
に
ほ
と
と
ぎ
す
我
か
く
恋
ふ
と
行
き
て
告
げ
こ
そ

-２一
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（
八
－
一
門
九
八
）

⑤
　
ほ
と
と
ぎ
す
鴫
き
し
す
な
は
ち
君
が
家
に
行
け
と
追
ひ
し
は
至
り
け
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ハ
ー
一
五
〇
五
）

　
⑤
は
、
坂
上
部
女
が
「
暇
」
が
な
い
と
い
っ
て
訪
れ
な
い
お
と
こ
に
対
し
て
う

た
っ
た
も
の
。
⑤
は
大
神
女
郎
が
家
持
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
ほ
と
と
ぎ
す
」

を
恋
の
相
手
と
直
接
に
結
び
つ
け
、
そ
の
効
果
が
末
だ
に
な
い
と
う
た
う
こ
と
に

よ
り
相
手
を
求
め
る
表
現
は
、
田
村
大
嬢
の
う
た
が
作
ら
れ
る
ま
わ
り
の
共
通
表

現
と
し
て
理
解
を
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
③
・
④
は
二
首
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
③
に
つ
い
て
は
「
秋
萩
が
咲
い
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
秋
萩
の
咲
い
て
い
る
の
と
同
じ
夕
方
の
光
の
中
で
「
妹
」

の
姿
を
み
た
い
と
う
た
う
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
、
妹
を
誘
い
、
そ
の
姿
と
置
く

べ
き
景
が
「
夕
影
」
の
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
夕
影
と
は
集
中
ど
の
よ
う
に

う
た
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

①
　
夕
影
に
来
鴫
く
ひ
ぐ
ら
し
幾
許
も
日
毎
に
聞
け
ど
飽
か
ぬ
声
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
二
Ｉ
五
七
）

⑥
　
影
草
の
生
ひ
だ
る
屋
前
の
夕
影
に
鴫
く
妨
絆
は
聞
け
ど
飽
か
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
二
Ｉ
五
九
）

⑥
　
朝
顔
は
朝
露
負
ひ
て
咲
く
と
い
へ
ど
夕
影
に
ｙ
」
そ
咲
き
ま
さ
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
二
Ｉ
○
四
）

　
三
首
と
も
作
者
未
詳
歌
で
あ
る
。
①
・
⑥
は
、
聴
覚
的
な
も
の
を
「
飽
か
ぬ
」

と
う
か
う
か
、
う
た
わ
れ
た
対
象
と
な
る
も
の
が
い
る
所
が
「
夕
影
」
の
中
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
⑥
の
う
た
は
、
本
来
、
朝
に
露
を
あ
び
て
咲
く
の
が
美
し
い
と

い
う
理
解
を
持
つ
朝
顔
が
よ
り
美
し
い
の
は
「
夕
影
」
で
あ
る
と
う
た
う
。
美
し

い
も
の
を
さ
ら
に
美
し
く
み
せ
る
発
見
が
「
夕
影
」
の
さ
す
時
間
に
な
さ
れ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
集
中
の
こ
う
し
た
う
た
の
例
を
み
て
い
く
と
、
よ
り
美
し
く
、

心
ひ
か
れ
る
物
へ
と
変
え
て
い
く
時
こ
そ
が
「
夕
影
ご
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
田
村
大
嬢
は
う
た
の
相
手
－
―
－
「
妹
」
Ｌ
‐
－
－
－
を
「
夕
影
」
の
中
に
見
た
い
と
誘

う
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
す
で
に
美
し
く
咲
い
て
い
る
「
萩
」
が
う
た
わ
れ

て
い
る
。
求
め
る
相
手
と
萩
と
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
　
雁
が
ね
の
初
声
聞
き
て
咲
き
出
た
る
や
ど
の
秋
萩
見
に
来
我
が
背
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
二
二
七
六
）

⑧
　
藤
原
の
古
り
に
し
里
の
秋
萩
は
咲
き
て
散
り
に
き
君
待
ち
か
ね
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
二
二
八
九
）

⑥
　
ゆ
く
り
な
く
今
も
見
が
欲
し
秋
萩
の
し
な
ひ
に
あ
る
ら
む
妹
が
姿
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
二
二
八
四
）

　
①
は
、
相
手
が
わ
が
も
と
へ
訪
れ
る
理
由
づ
け
と
し
て
の
萩
で
あ
る
。
萩
を
理

由
に
相
手
を
招
く
に
は
⑧
の
よ
う
に
散
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
た
め
、
散
る
前
ま

で
と
恋
の
時
を
限
定
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
田
村
人
嬢
の
う
た
で
、
萩
が
咲
い
て

い
る
中
で
「
妹
」
を
み
た
い
と
う
た
う
こ
と
は
、
相
手
に
萩
の
美
し
さ
と
共
に
あ

る
こ
と
を
望
む
こ
と
で
あ
る
以
上
、
①
、
⑧
の
表
現
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
は

ず
で
あ
ろ
う
。
次
の
⑥
の
う
た
は
③
の
類
恋
歌
と
さ
れ
る
。
⑤
の
う
た
に
お
い
て

萩
は
、
し
な
や
か
な
容
姿
を
し
て
い
る
恋
の
相
手
に
た
と
え
ら
れ
る
。
恋
の
相
手

を
思
う
こ
と
で
み
つ
め
ら
れ
る
景
と
い
え
よ
う
。
田
村
人
嬢
は
相
手
を
求
め
る
景

と
し
て
「
妹
」
を
招
き
入
れ
、
美
し
く
み
せ
る
Ｉ
－
‐
‐
求
め
る
相
手
に
ふ
さ
わ
し
い

景
と
す
る
１
１
－
「
夕
影
」
の
中
に
咲
く
萩
を
う
た
う
の
で
あ
る
。

　
次
の
④
の
う
た
は
、
景
を
見
る
ご
と
に
相
手
を
恋
う
と
い
う
か
た
ち
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
景
を
み
る
ご
と
に
、
恋
情
が
刺
激
さ
れ
る
と
い
う
表
現
は
類
型
と
考

え
ら
れ
る
が
、
家
持
は
、
同
じ
人
嬢
に
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。

①
　
　
　
　
花
の
み
し
　
に
ほ
ひ
て
あ
れ
は
　
見
る
ご
と
に
　
ま
し
て
偲
は
ゆ

　
　
い
か
に
し
て
　
忘
る
る
も
の
そ
　
恋
と
い
ふ
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
Ｉ
一
六
二
九
）

一

３
一
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離
れ
て
い
る
天
壌
を
思
い
お
こ
す
景
は
野
山
に
咲
く
「
花
」
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
花
に
た
と
え
ら
れ
る
お
ん
な
と
い
う
発
想
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
家
持
は
越
中
で
も
同
じ
よ
う
に
う
た
う
。

①

や
ど
に
蒔
き
生
ほ
し
　
夏
の
野
の
　
さ
百
合
引
き
植
ゑ
て
　
咲
く
花

　
　
を
　
出
で
見
る
ご
と
に
　
な
で
し
こ
が
　
そ
の
花
妻
に
　
さ
百
合
花
　
ゆ
り

　
　
も
逢
は
む
と
　
慰
む
る
　
心
し
な
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
八
－
四
一
コ
ニ
）

⑧
　
な
で
し
こ
が
花
見
る
ご
と
に
娘
子
ら
が
笑
ま
ひ
の
に
ほ
ひ
思
ほ
ゆ
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
八
－
四
一
一
四
）

①
・
⑤
と
も
に
「
な
で
し
こ
」
が
大
嬢
を
思
う
景
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
④
の
う

た
で
は
、
そ
の
景
物
が
「
も
み
つ
る
か
へ
で
」
と
う
た
わ
れ
る
が
、
「
か
へ
で
」
の

美
し
さ
と
は
、
姿
そ
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

①
　
我
が
や
ど
の
銘
菓
日
に
異
に
色
付
き
ぬ
来
ま
さ
ぬ
君
は
何
心
そ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
二
二
九
五
）

⑩
　
あ
し
ひ
き
の
山
さ
な
銘
も
み
つ
ま
で
妹
に
逢
は
む
や
我
が
恋
ひ
居
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
二
二
九
六
）

　
①
・
⑩
と
も
に
巻
十
の
「
黄
葉
に
寄
す
る
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
。
一
般

に
色
が
変
わ
る
黄
葉
は
色
づ
く
こ
と
に
心
ひ
か
れ
、
そ
れ
が
色
あ
せ
、
散
る
と
い

う
時
の
流
れ
が
注
目
さ
れ
る
。
①
・
⑩
と
も
に
黄
葉
は
恋
う
だ
の
中
で
、
相
手
と

逢
え
な
い
時
を
、
色
の
変
化
に
託
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
田
村
人
嬢
の
「
も

み
つ
か
へ
る
て
」
は
集
中
、
こ
の
う
た
の
み
で
あ
る
も
の
の
、
色
が
変
化
す
る
も

の
を
見
る
た
び
に
思
う
と
う
た
う
の
は
、
時
の
流
れ
　
　
逢
え
な
い
時
間
が
託
さ

れ
た
景
　
　
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
冬
の
相
聞
に
あ
る
⑤
の
う
た
に
つ
い
て
も
、
類
恋
歌
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
　
天
霧
ら
ひ
降
り
来
る
雪
の
消
な
め
ど
も
君
に
逢
は
む
と
流
ら
へ
渡
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
－
⊇
二
四
五
）

⑥
　
夢
の
ひ
と
君
を
相
見
て
天
霧
ら
し
降
り
来
る
雪
の
消
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
圭
二
二
四
〇
）

　
「
雪
」
を
は
か
な
い
も
の
と
見
、
相
手
を
思
う
自
己
と
重
ね
て
訴
え
る
⑥
。
又
、

成
就
す
る
ま
で
は
生
き
長
ら
え
る
と
う
た
う
⑥
の
う
た
。
田
打
火
嬢
の
発
想
も
、

こ
れ
ら
作
者
未
詳
の
う
た
う
た
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。

　
み
て
き
た
よ
う
に
田
村
人
嬢
の
う
た
は
、
同
時
代
の
表
現
、
さ
ら
に
は
類
型
に

埋
没
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
作
者
未
詳
の
う
た
う
た
に
発
想
の
共
有
が
あ
っ
た
と

い
え
る
。
ｍ
打
火
嬢
に
と
っ
て
、
坂
上
火
嬢
に
う
た
を
贈
る
た
め
の
表
現
は
、
酒
ノ

た
う
自
ら
の
性
差
が
、
お
ん
な
で
あ
っ
て
も
、
相
手
を
「
妹
」
と
よ
ぶ
と
い
う
か

た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
妹
」
に
対
す
る
「
背
」
と
い
う
、
恋
の
一
対

は
消
え
、
き
わ
め
て
様
式
的
な
も
の
の
み
が
残
っ
て
い
る
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

⑦
・
。
田
村
人
嬢
に
と
っ
て
う
た
に
す
る
こ
と
は
、
坂
上
人
嬢
へ
贈
る
こ
と
と
い
っ
て

も
よ
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
万
葉
集
で
み
る
限
り
彼
女
の
景
は
、
す
べ
て
火
嬢
を

通
し
て
彼
女
に
見
出
さ
れ
た
も
の
に
桂
な
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

限
定
さ
れ
た
う
た
の
作
成
の
中
で
も
彼
女
の
う
た
表
現
は
、
決
し
て
、
当
時
の
彼

女
を
と
り
ま
く
文
化
圈
と
は
、
は
ず
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
に

よ
っ
て
切
り
と
ら
れ
た
景
は
都
の
景
で
あ
り
、
彼
女
も
又
、
都
の
女
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
中
で
も
、
自
ら
の
住
む
所
ｉ
‐
』
－
‐
‐
わ
が
屋
戸
－
と
い
う
恋
の
場
を
中
心
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
題
詞
で
い
う
よ
う
に
「
田
村
の
里
」
と
「
坂
上
の
里
」

に
住
む
二
人
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
い
な
が
ら
う
た
は
交
わ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
て
み
る
と
坂
上
人
嬢
を
求
め
る
田
村
人
嬢
に
と
っ
て
迎
え
る
べ
き
「
田
村
の

里
」
は
恋
の
場
と
し
て
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一４一
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が
注
に
説
明
す
る
よ
う
に
別
れ
別
れ
に
住
ん
で
い
た
二
人
で
あ
っ
た
が
、
坂
上

人
嬢
に
白
ら
の
も
と
へ
の
訪
れ
を
求
め
る
四
首
の
う
た
が
巻
四
に
の
せ
ら
れ
て
い

⑨⑧⑦⑥

外
に
ゐ
て
恋
ふ
る
は
苦
し
苔
妹
子
を
継
ぎ
て
相
見
む
事
計
せ
よ

遠
く
あ
ら
ば
わ
び
て
も
あ
ら
か
を
里
近
く
在
り
と
聞
き
つ
つ
見
ぬ
が
術
な
さ

白
雲
の
だ
な
び
く
山
の
高
高
に
わ
が
思
ふ
妹
を
見
む
よ
し
も
が
も

い
か
な
ら
む
時
に
か
妹
を
葎
生
の
き
た
な
き
屋
戸
に
入
り
い
ま
せ
な
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
　
七
五
六
～
九
）

　
四
首
で
一
組
を
な
す
右
の
う
た
は
、
相
于
へ
の
思
い
の
つ
ら
さ
、
さ
ら
に
は
そ

れ
を
解
消
す
る
方
法
と
し
て
迎
え
入
れ
る
要
求
が
う
た
わ
れ
る
が
、
⑨
の
う
た
の

表
現
か
ら
「
謙
遜
」
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
う
た
の

お
ん
な
と
し
て
当
時
の
う
た
表
現
の
中
で
う
た
う
田
村
人
嬢
に
と
っ
て
、
四
首
は

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
共
通
の
理
解
背
景
を
も
つ
う
た
う
た
と

比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
考
え
て
い
き
た
い
。

　
⑥
の
う
た
に
は
、
類
歌
と
さ
れ
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

⑨
　
独
り
居
て
恋
ふ
れ
ば
苦
し
玉
禅
か
け
ず
忘
れ
む
事
計
も
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
－
二
八
九
八
）

⑧
　
常
か
く
し
恋
ふ
れ
ば
苦
し
暫
く
も
心
や
す
め
む
事
計
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
－
二
九
〇
八
）

　
田
村
人
嬢
の
う
た
は
、
離
れ
て
い
る
こ
と
の
つ
ら
さ
を
訴
え
、
離
れ
て
い
る
す

き
間
を
う
め
る
こ
と
を
「
事
計
」
と
し
て
、
相
手
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

類
歌
の
⑨
は
達
え
な
い
で
丁
人
で
い
る
「
苫
し
」
さ
、
⑨
で
は
、
い
つ
も
こ
の
よ

う
に
い
る
「
苫
し
」
さ
を
「
事
計
」
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
が
、
⑨
は
自

ら
へ
の
も
の
、
⑨
は
相
手
へ
の
希
求
と
な
る
。
直
接
相
手
へ
求
め
る
か
自
己
の
内

面
へ
と
む
か
う
か
と
い
う
点
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
う
た
の
発
想
と
し
て
は
「
事

計
」
に
よ
っ
て
「
苦
し
さ
」
か
ら
の
が
れ
る
と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
く
、
田
村
人
嬢
の
う
た
も
、
こ
れ
ら
作
者
未
詳
の
二
首
と
同
じ
表
現
の
効
力
を

希
む
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
四
谷
一
組
と
し
て
贈
る
一
首

目
で
、
自
ら
の
恋
の
苦
し
さ
を
「
外
に
ゐ
て
」
と
う
た
う
点
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
確
か
に
実
態
と
し
て
は
、
左
注
の
示
す
通
り
で
あ
り
、
二
人
は
離
れ
て
生
活
を

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
や
。
だ
か
ら
こ
そ
簡
単
に
近
く
に
い
く
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
物
理
的
な
原
因
を
思
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
う
た
の
中
に
お
け
る

　
「
外
に
ゐ
て
」
と
は
必
ず
し
も
、
彼
女
達
の
実
態
と
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
「
外
に
ゐ
て
」
と
い
う
表
現
は
、
集
中
、
他
に
坂
上
郎
女
の
例

を
み
る
の
み
で
あ
る
。
坂
上
部
女
の
も
の
は
聖
武
へ
の
組
歌
と
さ
れ
る
も
の
で
あ

外
に
ゐ
て
恋
ひ
っ
つ
あ
ら
ず
は
君
が
家
の
池
に
住
む
と
ふ
鴨
に
あ
ら
ま
し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
ｉ
七
二
六
）

　
こ
の
歌
に
お
い
て
坂
上
部
女
は
、
型
式
に
対
し
て
「
恋
ふ
」
と
い
う
表
現
を
使

う
こ
と
で
う
た
の
お
ん
な
と
し
て
一
対
の
相
手
で
あ
る
お
と
こ
を
求
め
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
う
た
の
中
で
お
ん
な
は
、
今
の
姿
を
失
っ
て
「
鴨
」
と
な
っ
て
も
。

　
「
外
に
ゐ
て
」
恋
を
す
る
よ
り
よ
い
と
い
う
。
「
鴨
」
と
い
う
の
は
お
と
こ
の
家
の

地
に
い
て
、
お
と
こ
の
目
に
ふ
れ
る
物
で
あ
る
と
う
た
う
と
こ
ろ
か
ら
「
外
に
ゐ

る
」
こ
と
の
つ
ら
さ
は
、
簡
単
に
は
逢
え
な
い
状
況
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
一
対
を
な
す
、
う
た
の
お
と
こ
・
お
ん
な
に
と
っ
て
こ
の
「
外
に
ゐ
る
」
こ

と
は
実
態
の
身
分
で
は
な
く
恋
の
障
害
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
田
村
人
嬢
の
う
た
に
お
い
て
も
、
う
た
の
二
人
の
間
に
あ

一

５
- S
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4ycμ7θ八てざ

る
障
害
－
‐
‐
‐
‐
実
態
の
距
離
で
は
な
く
、
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
－
－
を
設

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
う
た
の
中
で
の
二
人
の
位
置
は
、
次
の
う
た
の
「
遠
く

あ
ら
ば
わ
び
て
も
あ
ら
む
を
里
近
く
在
り
と
聞
き
つ
つ
」
と
い
う
部
分
を
呼
び
お

こ
す
も
の
と
な
る
。
二
首
目
の
「
遠
く
あ
ら
ば
」
は
、
従
来
一
首
目
の
「
外
に
ゐ

て
」
を
離
れ
て
と
の
み
物
理
的
に
考
え
た
場
合
艦
齢
を
き
た
し
、
た
と
え
ば
、
全

集
で
は
「
一
般
的
事
実
と
し
て
述
べ
た
も
の
」
と
さ
れ
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
一
首
目
の
状
況
を
受
け
、
そ
れ
を
よ
り
強
調
し
た
も
の

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
首
目
に
お
い
て
田
村
人
嬢
は
、
相
手
の
坂
上
人
嬢
を
、

近
く
あ
り
つ
つ
も
、
そ
ば
に
簡
単
に
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
相
手
と
し
、
そ
の
つ

ら
さ
を
「
見
ぬ
が
術
な
さ
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
田
村
の
里
と
坂
上
の
里
と
い
う

左
注
が
示
す
場
所
が
、
あ
ま
り
に
明
ら
か
な
た
め
に
、
実
態
的
に
と
ら
え
ら
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
う
た
の
中
で
二
人
は
、
田
村
の
里
と
坂
上
の
里
と
い
う
実
態
そ
の

も
の
に
存
在
す
る
二
人
の
お
ん
な
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
、
三
首
目
の
う
か
は
、
一
首
目
で
「
継
ぎ
て
相
見
む
」
と
う
た
い
、
二

首
目
で
「
見
ぬ
が
術
な
さ
」
と
続
く
の
を
受
け
、
逢
う
こ
と
へ
と
結
び
つ
く
「
見

む
よ
し
も
が
も
」
と
い
う
表
現
を
と
ろ
か
、
こ
こ
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
相
手

を
待
ち
望
む
こ
と
を
「
高
高
」
に
と
う
た
っ
て
い
る
。
こ
の
「
高
高
に
」
は
集
中

八
例
み
ら
れ
る
ぉ
が
、
巻
十
三
に
お
け
る
挽
歌
二
首
（
三
三
三
七
・
三
三
四
〇
）
遣

新
羅
使
歌
群
に
お
け
る
葛
井
連
子
老
の
挽
歌
（
巻
十
五
　
三
六
九
二
）
家
持
の
「
史

生
尾
張
少
昨
に
教
へ
喩
せ
る
歌
」
（
巻
二
十
－
四
一
〇
七
）
以
外
面
は
す
べ
て
作
者

未
詳
で
、
恋
情
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

①
　
石
上
布
留
の
高
橋
高
高
に
妹
が
待
つ
ら
む
夜
そ
更
け
に
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
－
二
九
九
七
）

⑧
　
豊
国
の
企
枚
の
高
浜
高
高
に
君
待
つ
夜
ろ
は
さ
夜
ふ
け
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
上
ニ
ニ
ニ
○
）

①
　
高
山
に
た
か
べ
さ
渡
り
高
高
に
わ
が
待
つ
君
を
待
ち
出
で
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
－
二
八
〇
四
）

⑥
　
望
の
日
い
で
に
し
月
の
高
高
に
君
を
坐
せ
て
何
を
か
見
は
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
－
三
〇
〇
互

　
⑨
の
う
た
以
外
は
す
べ
て
「
待
つ
」
を
導
き
出
し
て
く
る
が
、
⑨
の
う
た
に
つ

い
て
も
、
待
っ
た
す
え
に
「
君
を
坐
す
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
待
つ
」
と
い
う
表

現
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
高
高
」
が
地
名
と
結
び
つ
く
⑧
、
お
よ

び
、
橋
が
高
い
こ
と
に
関
わ
る
①
以
外
の
二
首
は
、
ど
ち
ら
も
空
の
高
さ
を
う
た

い
、
相
手
を
待
つ
心
の
高
ぶ
り
を
う
た
っ
て
い
る
。
田
村
人
嬢
の
う
た
も
同
様
に

　
「
高
高
」
と
う
た
う
背
景
に
は
、
待
つ
心
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
は
ず
で

あ
る
。

　
こ
う
し
て
三
首
目
ま
で
は
、
逢
う
こ
と
の
困
難
な
相
手
と
の
逢
瀬
を
ひ
た
す
ら

待
つ
と
い
う
、
う
た
の
お
ん
な
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

次
の
四
首
目
は
、
よ
り
積
極
的
な
表
現
と
し
て
相
手
を
自
ら
の
家
に
「
入
り
い
ま

せ
な
む
」
と
う
た
わ
れ
る
。
こ
の
う
た
が
四
竹
の
あ
り
方
を
決
め
る
と
ま
で
思
わ

れ
る
が
、
は
た
し
て
、
こ
こ
に
は
謙
遜
と
考
え
ら
れ
る
お
ん
な
の
う
た
表
現
を
み

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
四
首
目
の
う
か
は
「
い
つ
、
あ
な
た
を
こ
の
わ
が
家
に
お
迎
え
で
き
る
で
し
ょ

う
か
」
と
い
う
内
容
に
な
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
「
葎
生
の
き
た
な
き
屋
戸
」

と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
集
中
に
多
い
表
現
で
は
な
い
。

⑦
　
思
ふ
人
来
む
と
知
り
せ
ば
八
重
葎
お
ほ
へ
る
庭
に
珠
敷
か
ま
し
を

玉
敷
け
る
家
も
何
せ
む
ハ
重
葎
お
ほ
へ
る
小
屋
も
妹
と
し
居
ら
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
－
二
八
二
四
・
五
）

　
右
の
う
た
は
作
者
未
詳
の
問
答
歌
で
あ
る
。
お
ん
な
が
、
自
ら
の
家
に
つ
い
て
、

お
と
こ
を
招
く
恋
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
「
珠
」
を
敷
い
て

ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
て
お
き
た
か
っ
た
と
う
た
う
時
、
今
の
様
子
を
「
八
重
葎

一６一
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お
ほ
へ
る
」
と
す
る
が
、
答
え
た
お
と
こ
は
「
ハ
重
葎
お
ほ
へ
る
」
と
、
お
ん
な

の
表
現
を
肯
定
し
つ
つ
、
そ
れ
は
「
玉
敷
け
る
」
、
つ
ま
り
、
恋
の
場
と
し
て
招
か

れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
お
ん
な
が
う
た
っ
た
場
所
よ
り
も
す
ば
ら
し
い
と
う
た

う
。
お
と
こ
に
と
っ
て
「
八
重
葎
」
が
恋
の
場
に
な
り
得
る
の
は
フ
玉
敷
け
る
」

よ
う
な
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
今
、
お
ん
な
が
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ｙ
」
う
し
て
み
る
と
「
八
重
葎
」
と
「
玉
敷
け
る
家
」
と
は
一
対
に
な
っ
て

用
い
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
「
八
重

葎
」
と
い
う
表
現
は
、
相
手
を
招
き
お
お
せ
て
は
じ
め
て
う
た
う
こ
と
の
で
き
る

も
の
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
招
く
た
め
の
表
現

で
は
な
く
、
招
い
た
相
手
に
そ
の
場
の
適
切
さ
を
う
た
わ
せ
る
も
の
と
も
い
え
よ

　
さ
ら
に
、
こ
の
表
現
は
宴
席
で
も
う
た
わ
れ
て
い
く
。

⑧
　
葎
は
ふ
賤
し
き
屋
戸
も
大
君
の
坐
さ
む
と
知
ら
ば
玉
敷
か
ま
し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
－
四
二
七
〇
）

⑧
　
あ
ら
か
じ
め
君
来
ま
さ
む
と
知
ら
ま
せ
ば
門
に
も
屋
戸
に
も
玉
敷
か
ま
し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
－
一
〇
二
三
）

①
　
堀
江
に
は
玉
敷
か
ま
し
を
大
君
を
み
舟
漕
が
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
八
－
四
〇
五
六
）

　
⑧
は
天
平
侍
宝
四
年
十
一
月
八
日
の
肆
宴
に
聖
武
の
御
製
に
対
し
て
、
橘
諸
兄

が
答
え
た
も
の
。
⑧
は
天
平
九
年
、
橘
佐
為
と
諸
大
夫
が
「
門
部
王
の
家
に
集
ひ

て
宴
せ
る
」
折
に
門
部
王
が
う
た
っ
た
と
記
さ
れ
、
⑦
は
元
正
が
難
波
に
滞
在
し

た
折
に
橘
諸
兄
が
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
田
村
人
嬢
の
う
た
と
は
同

時
代
の
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
⑧
に
お
い
て
は
「
葎
は
ふ
賤
し
き

風
月
」
と
「
玉
」
が
敷
か
れ
た
場
は
対
と
な
っ
て
い
る
が
⑧
・
①
は
「
葎
は
ふ
」

と
い
う
部
分
は
表
現
さ
れ
ず
、
た
だ
「
玉
」
を
敷
か
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
で
、

理
想
の
場
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
の
始
原
に
祭
を
も
つ
宴
と

い
う
、
限
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、
神
と
し
て
の
客
を
迎
え
る
と
い
う
表
現
の
背
景

に
は
、
神
と
し
て
の
お
と
こ
を
待
つ
お
ん
な
と
同
質
の
も
の
が
み
ら
れ
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

　
み
て
き
た
う
た
う
た
は
、
確
か
に
、
今
の
場
が
、
「
葎
は
ふ
」
も
の
で
あ
り
、
本

来
の
招
く
べ
き
様
子
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
う
た
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
い

ず
れ
も
、
す
で
に
相
手
は
そ
の
場
に
す
で
に
存
在
し
、
う
た
の
中
で
の
空
間
は
完

結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
う
た
の
表
現
と
し
て
同
じ
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
は
い

る
か
、
う
た
そ
の
も
の
を
み
る
限
り
、
田
村
人
嬢
の
う
た
は
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
、

う
た
に
求
め
て
い
る
も
の
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
女
は
、

招
く
時
に
「
八
重
葎
」
と
う
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
恋
の
表
現
で
お

ん
な
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
所
を
う
た
う
こ
と
は
、
集
中
、
き
わ
め
て
少
な
い
。

そ
れ
は
、
自
ら
を
含
ま
な
い
相
手
と
の
一
対
の
関
係
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。

嫉
妬
の
う
た
と
さ
れ
る
の
が
そ
の
表
現
で
あ
る
。

さ
し
焼
か
む
　
小
屋
の
醜
屋
に
　
か
き
棄
て
む
　
破
れ
薦
を
敷
き
て
　
打
ち

折
ら
む
　
醜
の
醜
干
を
　
さ
し
交
へ
て
　
寝
ら
む
君
故
　
あ
か
ね
さ
す
　
昼

は
し
み
ら
に
　
ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
は
す
が
ら
に
　
こ
の
床
の
　
ひ
し
と
鴫
る

ま
で
　
嘆
き
つ
る
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
－
三
二
七
〇
）

　
お
ん
な
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
る
「
小
屋
の
醜
屋
」
・
「
破
れ
薦
」
と
い
う
醜
く
、

汚
い
も
の
は
、
恋
す
る
相
手
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
自
分
以
外
の
お
ん
な
の
家
の

状
況
で
あ
る
。
恋
の
場
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
表
わ
す
た
め
の
表
現
で

あ
り
、
こ
の
醜
さ
の
対
極
は
、
本
来
な
ら
ば
恋
に
ふ
さ
わ
し
い
自
ら
を
含
む
場
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
葎
生
よ
」
と
う
た
う
時
、
確
か
に
う
た
の
お
ん
な
田
打
火
嬢
の
実
態
と
し
て

の
家
そ
の
も
の
と
は
別
の
、
う
た
表
現
に
お
い
て
理
想
と
は
対
極
に
あ
る
家
が
あ

ら
か
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
は
、
そ
の
ま
ま
、
う
た
の
中
で
、
相
手
を

迎
え
入
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
賤
し
い
」
と
わ
か
っ
た
上
で
も
お
と
こ
は
「
妹
」

７－
一



万
　
　
の
も
と
へ
と
思
い
を
は
せ
る
の
は
、
た
と
え
ば
大
作
利
ヒ
の
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秋
の
雨
に
濡
れ
つ
つ
居
れ
ば
賤
し
け
ど
我
妹
が
や
と
し
見
は
ゆ
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ハ
ー
一
五
七
三
）

の
う
た
に
も
表
わ
れ
て
い
よ
う
。
賤
し
い
場
で
あ
っ
て
も
、
お
ん
な
が
一
対
に
ふ

さ
わ
し
い
限
り
、
お
と
こ
は
訪
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
田
村
人
嬢
に
と
っ
て
三
首
目

ま
で
の
相
手
へ
の
希
求
を
さ
ら
に
強
く
表
現
す
べ
く
う
た
わ
れ
た
四
竹
目
の
う
か

は
、
こ
う
し
た
う
た
が
表
現
背
景
に
あ
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ふ
さ
わ
し
く
な

い
場
所
を
あ
え
て
出
し
て
求
め
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
う
た
の
お
ん
な
と
し
て
の
自

ら
の
存
在
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
を
超
え
て
、
相
手
を
自

ら
の
も
と
へ
と
ま
ね
き
入
れ
る
表
現
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
田
村
人
嬢
の
う
た
は
、
異
母
妹
坂
上
人
嬢
と
の
間
の
「
起
居
相
聞
」
、
す
な
わ
ち
、

社
交
の
仲
介
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
お
ん
な
の
表
現
は
実
態
と

し
て
は
効
力
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
手
を
求
め
る
う

た
と
し
て
、
う
た
の
中
で
お
ん
な
と
な
る
こ
と
こ
そ
が
、
様
式
化
し
た
贈
答
歌
の

中
で
、
相
手
へ
の
表
現
と
な
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
、
う
た
本
米
が
持
ち
え
て
い
た

お
と
こ
と
お
ん
な
の
う
た
表
現
に
よ
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

　
「
相
居
相
聞
」
の
う
た
か
ら
、
態
度
と
し
て
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
も
の
を
よ
み

と
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
表
現
そ
の
も
の
の
中
に
は
「
謙
遜
」
と
い

う
意
味
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
田
村
大
雄
の
四
谷
は
、
訪
れ
な
い
相
手
へ
の
強

い
挑
発
の
う
た
と
い
え
よ
う
‐
１
‐
。

四

　
異
母
妹
、
坂
に
に
人
嬢
に
う
た
を
贈
る
こ
と
が
、
田
村
人
嬢
の
う
た
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
実
態
を
超
え
た
、
う
た
に
よ
る
結
び
つ
き
の
中
で
、
田
打
火
嬢
は
、
坂

上
天
嬢
を
、
う
た
の
「
妹
」
と
し
て
相
手
と
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
す
べ

て
を
「
妹
」
に
む
け
て
う
た
っ
た
結
果
、
田
村
人
嬢
は
坂
上
人
嬢
を
通
し
た
景
物

を
干
に
し
、
白
ら
の
お
ん
な
の
表
現
で
あ
る
招
く
と
い
う
表
現
を
よ
り
強
い
も
の

と
し
て
効
力
を
用
い
る
と
い
う
結
果
と
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
二
人
の
う
た
世
界
で
は
あ
る
が
、
田
村
人

嬢
の
う
た
表
現
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
う
た
の
発
想
が
、
ほ
と
ん
ど
同
時
代
の

作
者
の
も
の
、
も
し
く
は
、
作
者
未
詳
と
い
う
、
時
代
の
う
た
の
あ
り
方
と
重
な

っ
て
い
る
。
こ
の
う
た
の
あ
り
方
は
、
二
人
の
み
の
、
う
た
の
お
ん
な
の
世
界
で

あ
っ
て
も
、
彼
ら
を
含
ん
で
い
る
天
性
と
い
う
家
の
う
た
の
文
化
圏
の
お
り
方
そ

の
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
起
居
相
聞
と
い
う
日
常
的
な
う
た
の
中
で
、
そ
の

様
式
性
に
ゆ
だ
ね
な
が
ら
も
、
彼
女
は
、
う
た
の
時
代
性
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
㈲
。
田
村
人
嬢
の
う
た
が
、
後
期
万
葉
と
い
う
時
代
の
も
の

で
あ
り
、
次
へ
と
う
け
つ
が
れ
る
べ
き
要
素
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
『
古
今
六
帖
』

に
五
言
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
時
ら

　
　
故
郷
の
な
ら
し
の
岡
の
時
鳥
こ
と
っ
て
や
り
き
い
か
に
つ
け
き
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
帖
　
七
六
三
）

　
　
　
秋
は
き

　
　
我
宿
の
萩
の
花
さ
く
夕
陰
に
今
も
見
て
し
か
妹
が
す
か
た
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
帖
　
一
〇
四
回

　
　
　
む
く
ら

　
　
な
に
し
に
か
か
し
こ
き
時
か
葎
生
の
け
が
し
き
宿
に
い
り
は
ま
す
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
帖
　
一
〇
七
五
）

　
　
　
つ
は
な

　
　
つ
は
な
つ
む
あ
さ
ち
か
原
の
つ
ほ
す
み
れ
今
さ
か
り
な
り
我
こ
ふ
ら
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
帖
　
一
〇
九
五
）

　
　
　
か
へ
て

　
　
わ
が
や
と
に
も
み
つ
か
へ
る
て
見
る
こ
と
に
妹
を
か
け
つ
つ
こ
ひ
ぬ
目
そ
な

８－一
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（
六
帖
　
一
　
コ
二
五
）

　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
田
村
人
嬢
と
い
う
名
を
失
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
彼
女
の
表

現
世
界
を
伝
え
た
と
い
え
よ
う
。

　
田
村
人
嬢
は
、
こ
の
、
人
伴
と
い
う
う
た
の
文
化
圏
の
中
心
に
い
た
坂
上
部
女

の
よ
う
な
多
様
な
う
た
の
場
は
持
ち
え
て
い
な
い
。
又
、
自
ら
の
性
差
と
し
て
の
、

う
た
の
お
ん
な
の
表
現
の
お
り
方
と
景
と
の
と
ら
え
方
の
よ
う
な
ズ
、
う
た
に
対

す
る
自
覚
も
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
、

う
た
を
贈
る
こ
と
の
み
を
う
た
の
方
法
と
し
て
い
る
、
う
た
の
お
ん
な
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
う
と
は
時
代
性
を
も
ち
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

又
、
お
ん
な
同
士
で
の
享
受
の
あ
り
方
は
、
う
た
表
現
そ
の
も
の
の
み
で
は
な
く
、

お
ん
な
た
ち
の
起
居
相
間
の
中
に
の
み
あ
っ
た
は
ず
の
う
ち
と
い
う
、
当
時
、
お

ん
な
が
で
き
る
唯
一
の
手
段
に
よ
っ
て
、
生
活
を
超
え
た
△
文
学
∇
と
も
い
う
べ

き
世
界
へ
と
む
か
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註
　
①
　
伊
藤
博
氏
は
、
坂
上
郎
女
を
「
『
文
学
』
を
手
近
の
歌
に
実
践
す
る
と
い
う
新
し
い

　
　
　
　
虚
構
の
開
拓
者
」
と
さ
れ
、
旅
人
、
億
良
、
さ
ら
に
は
「
金
村
、
赤
人
、
虫
麻
呂

　
　
　
　
た
ち
の
流
れ
を
も
承
け
と
め
て
、
家
持
に
伝
え
家
持
を
育
て
る
結
果
を
持
っ
た
」

　
　
　
　
と
論
じ
ら
れ
る
。
「
天
平
の
女
歌
人
」
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
　
下
』
、
又
、
小
野

　
　
　
　
寺
静
子
氏
は
、
大
宰
府
に
お
け
る
旅
人
を
と
り
ま
く
人
々
に
よ
る
犬
半
期
の
天
性

　
　
　
　
家
を
と
り
し
ま
っ
た
坂
上
部
女
が
、
帰
京
後
の
天
平
期
、
中
心
と
な
り
、
血
縁
者

　
　
　
　
に
よ
る
「
大
作
水
圏
の
歌
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
と
さ
れ
さ
ら
に
、
家
持
へ
と
結

　
　
　
　
び
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
大
性
家
圏
の
歌
」
『
萬
葉
の
風
土
・
文
学
』

　
　
②
　
高
田
女
王
は
犬
武
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
長
皇
子
の
曾
孫
に
あ
た
り
、
母
を
人
件
女

　
　
　
　
部
と
す
る
今
城
工
と
歌
を
交
わ
し
て
い
る
。

　
　
③
　
巻
八
・
春
の
雑
歌
に
あ
る
。
他
の
三
首
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
日
並
べ
て
か
く
咲
き
た
ら
ば
い
た
恋
ひ
め
や
も

　
　
　
　
我
が
背
子
に
見
せ
む
と
思
ひ
し
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
宵
の
降
れ
れ
ば

　
　
　
　
明
目
よ
り
は
春
菜
摘
ま
む
と
掠
め
し
野
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り
つ
つ
（
八
―

　
　
　
　
一
回
二
五
～
七
）

④
　
吉
村
誠
氏
は
、
こ
の
う
た
に
お
け
る
「
野
遊
び
の
習
俗
」
を
い
う
主
題
を
追
究
さ

　
　
れ
、
野
遊
び
に
お
け
る
恋
情
表
現
と
の
関
わ
り
か
ら
、
恋
情
が
描
か
れ
て
い
な
い

　
　
も
の
の
「
す
み
れ
」
を
摘
む
行
為
は
「
野
遊
び
に
お
け
る
女
性
と
の
交
渉
を
述
べ

　
　
た
も
の
で
あ
り
、
妻
問
い
行
事
の
一
端
を
大
し
た
も
の
」
と
さ
れ
る
。

　
　
　
「
大
作
家
持
『
春
苑
桃
李
花
』
歌
の
『
娠
嬬
』
」
『
萬
葉
の
課
題
』

⑤⑥

注
①
に
同
じ
。

う
た
の
表
現
か
ら
考
え
る
と
き
、
笠
女
郎
の

わ
が
屋
戸
の
夕
影
草
の
白
露
の
消
ぬ
が
に
も
と
な
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
四
－
一
五
九
四
）

に
も
こ
う
し
た
自
己
の
姿
を
相
手
へ
強
く
訴
え
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
ろ

⑦
　
同
性
間
の
う
た
贈
答
に
関
し
て
、
家
持
の
周
縁
で
は
こ
の
上
う
な
傾
向
は
な
く
、

　
　
お
ん
な
の
立
場
か
ら
相
手
を
「
わ
が
背
子
」
・
「
君
」
と
上
ん
で
い
る
。

⑧
　
田
村
里
は
大
作
家
の
邸
が
あ
っ
た
佐
保
の
西
側
、
現
在
の
法
華
寺
附
近
と
さ
れ
て

　
　
い
る
。
又
、
坂
上
の
里
は
奈
良
の
北
郊
、
法
華
寺
西
北
と
さ
れ
、
両
者
は
近
い
位

　
　
置
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

⑨
　
こ
の
歌
は
二
首
献
卜
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
の
一
首
で
、
も
う
一
首
は
次
の
通
り
。

　
　
に
は
鳥
の
潜
く
池
水
情
あ
ら
ば
君
に
わ
が
恋
ふ
る
特
ポ
さ
ね
（
四
Ｉ
七
二
五
）

　
　
な
お
、
右
の
う
た
が
、
う
た
の
お
ん
な
郎
女
が
、
型
式
の
立
場
を
無
化
し
、
う
た

　
　
の
お
と
こ
と
し
て
強
く
求
め
る
こ
と
は
拙
稿
で
詳
述
し
た
。

　
　
　
「
池
に
上
せ
る
情
」
『
人
件
坂
上
郎
女
の
研
究
し

⑩
　
こ
の
う
ち
巻
十
三
の
三
三
四
〇
は
三
三
三
七
の
或
本
歌
と
さ
れ
る
。

⑥
　
挽
歌
、
お
よ
び
、
家
特
赦
に
お
い
て
も
「
高
高
」
は
す
べ
て
「
特
つ
」
を
引
き
出

　
　
す
表
現
と
な
る
。

⑩
　
多
田
一
臣
氏
は
、
家
持
と
紀
女
郎
の
巻
四
－
七
六
二
～
七
六
四
の
贈
答
を
と
り
ヒ

　
　
げ
、
家
持
と
紀
女
郎
の
間
に
「
お
互
い
の
磨
ぎ
す
ま
さ
れ
た
こ
と
ば
が
剖
り
だ
す

　
　
世
界
に
浸
り
込
み
、
そ
の
中
で
の
演
技
を
通
じ
て
虚
構
の
連
帯
空
間
と
形
成
し
て

　
　
い
く
、
そ
の
上
う
な
営
み
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
い

　
　
わ
ば
戯
れ
の
世
界
の
中
に
、
男
と
女
の
関
係
を
構
築
し
上
う
と
す
る
風
雅
な
遊
び

　
　
心
が
そ
こ
に
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
（
「
家
持
の
歌
を
読
む
」
『
国
文
学
』
　
一
九
九
七
・
七
）
後
期
万
葉
に
お
い
て
、
ら
ノ

　
　
た
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
、
生
活
を
超
え
た
空
間
は
、
お
ん
な
同
士
の
田
村
人
嬢
と

一９一
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坂
上
天
嬢
の
間
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑩
　
小
野
方
静
子
氏
は
、
こ
う
し
た
田
村
人
嬢
の
う
た
の
あ
り
方
を
「
田
村
人
嬢
の
歌

　
　
は
次
代
に
つ
な
が
る
新
し
い
面
か
お
り
、
他
に
作
歌
の
機
会
を
多
く
持
ち
、
か
つ

　
　
集
中
に
収
録
さ
れ
て
い
た
々
ら
ば
、
大
汗
家
で
は
坂
ト
部
女
に
次
ぐ
歌
人
と
し
て

　
　
注
目
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
。

　
　
　
「
人
件
一
族
の
中
の
坂
上
部
女
」
『
人
件
坂
上
部
女
』

⑩
　
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
坂
卜
部
女
の
う
た
の
あ
り
方
を
、
そ
の
表
現
の
恋
歌
的
発
想

　
　
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
が
「
彼
女
は
△
正
述
心
緒
▽
型
の
相
聞
歌
に
意
欲
的
で
あ
り
」

　
　
そ
れ
に
よ
っ
て
「
今
日
的
な
歌
を
泳
も
う
と
し
た
」
と
い
う
意
識
を
認
め
ら
れ
る
。

　
　
そ
し
て
「
正
述
心
緒
型
の
相
聞
歌
」
に
は
「
対
人
関
係
が
強
固
に
支
配
し
、
通
達

　
　
性
や
挨
拶
性
が
濃
厚
」
で
あ
り
、
「
物
象
を
泳
む
散
々
に
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
対

　
　
人
性
が
前
提
と
さ
れ
」
ず
「
独
泳
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
「
坂
上
部
女
の
方
法
」
『
古
代
和
歌
史
論
』

10－
一
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