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初
め
に

明
治
時
代
、「
温
良
従
順
で
、
貞
操
か
た
く
、
親
や
夫
に
さ
か
ら
わ
ず
、
嫉
妬
を
つ
つ
し
み
、
家
に
こ
も
っ
て
育
児
に
専
念
す
る
、
そ
れ

が
女
の
美
徳
」注

一

で
あ
っ
た
。
上
田
敏
は
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
「
風
景
は
世
の
常
の
「
畫
ら
し
き
」
山
川
に
限
り
、
人
情
は
咎
め
な
き
君
臣
、

父
子
の
き
は
に
止
り
て
、
熱
情
の
溢
る
る
な
く
、
深
沈
の
反
抗
無
く
、
疑
惑
の
終
局
を
究
め
盡
さ
む
勇
猛
力
な
く
し
て
、
巾
幗
者
流
の
思
想

に
媚
ぶ
る
」注

二

と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
歌
を
詠
む
者
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
女
は
一
歩
引
い
た
存
在
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
歌
を
作
る
う
え
で
の
決
ま
り
事
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
時
代
に
、
官
能
的
な
表
現
で
激
し
い
恋
愛
感
情
を
詠
っ
た
歌
集
が
誕
生

し
た
。
そ
れ
が
、
与
謝
野
晶
子
の
第
一
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』（
東
京
新
詩
社
・
伊
藤
文
友
館
、
明
三
四
・
八
）
で
あ
る
。

『
み
だ
れ
髪
』
の
出
版
は
、
そ
の
官
能
性
か
ら
、
世
間
に
多
大
な
衝
撃
を
与
え
、
賛
否
両
論
様
々
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。『
み
だ
れ
髪
』

に
つ
い
て
、
小
田
切
秀
雄
は
「
近
代
短
歌
史
上
に
お
い
て
も
っ
と
も
光
栄
あ
る
瞬
間
の
一
つ
は
、
二
二
歳
の
う
ら
若
い
女
性
の
手
に
成
っ
た

歌
集
『
み
だ
れ
髪
』
の
出
現
の
と
き
で
あ
る
。」注

三

と
し
、「
青
春
の
携
え
て
来
た
匂
わ
し
い
歌
が
、『
み
だ
れ
髪
』
を
満
た
し
て
い
た
。
青
春

は
と
き
に
老
衰
者
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
ま
さ
に
そ
の
反
対
に
、
青
春
の
名
に
真
に
ふ
さ
わ
し
い
力
と
情
熱
と

明
る
さ
に
あ
ふ
れ
た
、
ま
こ
と
に
緑
な
す
青
春
で
あ
っ
た
。」注

四

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
日
夏
耿
之
介
は
「
初
期
の
代
表
歌
品
『
み
だ
れ
髪
』

の
ご
と
き
も
、
と
も
す
れ
ば
處
女
的
作
品
の
物
珍
ら
し
き
そ
の
異
色
す
ら
、
あ
つ
さ
り
そ
の
幼
稚
未
熟
と
浪
曼
的
古
風
と
の
故
を
以
て
荒
々

し
く
擯
け
去
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。」注

五

と
同
時
代
の
評
価
の
低
さ
を
述
べ
て
い
る
。
好
意
的
な
意
見
だ
け
で
は
な
く
批
判
的
な
意
見
も
多
く
あ

る
『
み
だ
れ
髪
』
は
、
晶
子
自
身
「
芸
術
と
し
て
は
未
完
成
な
部
分
が
多
い
」注

六

と
「
嫌
が
っ
た
」注
七。『
み
だ
れ
髪
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
に

つ
い
て
、
晶
子
は
「
唯
だ
歌
ひ
た
い
か
ら
歌
ふ
と
云
ふ
風
で
何
の
反
省
も
せ
ず
に
ゐ
た
の
で
す
か
ら
、
自
分
の
歌
が
何
う
云
ふ
質
を
持
ち
、

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
三
号

－38－



何
う
云
ふ
社
會
的
價
値
を
持
つ
て
居
る
か
も
考
え
ず
に
居
ま
し
た
が
、
今
か
ら
思
ふ
と
、
幼
稚
な
歌
が
多
く
て
赤
面
す
る
許
り
で
す
。」注
八

と

述
べ
て
い
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、『
み
だ
れ
髪
』
は
後
世
に
語
り
継
が
れ
、
今
な
お
そ
の
知
名
度
は
決
し
て
低
く
な
い
。
そ
の
理
由
は
、『
み

だ
れ
髪
』
が
当
時
の
風
潮
に
囚
わ
れ
ず
、「
な
ま
の
ま
ま
の
女
性
の
感
情
を
歌
い
上
げ
た
」注

九

作
品
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、『
み
だ
れ
髪
』
成
立
の
背
景
に
あ
る
与
謝
野
鉄
幹
と
の
恋
愛
、
ま
た
山
川
登
美
子
と
の
関
係
に
目
を
向
け
、『
み
だ
れ
髪
』
の

成
立
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
鉄
幹
と
登
美
子
が
晶
子
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
を
考
察
し
、
晶
子
に
と
っ
て
「
恋
愛
」
と
は
何

か
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

１
．
登
美
子
と
い
う
存
在

登
美
子
は
明
治
一
二
年
七
月
、
福
井
県
遠
敷
郡
竹
原
村
に
生
ま
れ
た
。
兄
が
二
人
と
姉
が
三
人
、
後
に
弟
が
二
人
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、

八
人
兄
弟
の
四
女
に
あ
た
る
。
登
美
子
の
実
家
は
代
々
小
浜
藩
主
酒
井
家
の
重
臣
と
し
て
名
の
高
い
旧
家
で
あ
り
、
父
の
山
川
貞
蔵
は
七
代

目
当
主
で
あ
っ
た
。
封
建
的
家
風
の
中
で
育
っ
た
登
美
子
だ
が
、
幼
い
頃
か
ら
し
っ
か
り
と
し
た
教
育
を
受
け
て
お
り
、
小
浜
の
雲
城
高
等

学
校
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
た
後
、
明
治
二
八
年
、
一
六
歳
の
と
き
に
大
阪
の
梅
花
女
学
校
に
入
学
し
た
。
梅
花
女
学
校
に
入
学
す
る
前

は
、
約
一
年
の
間
、
師
匠
に
つ
い
て
和
歌
を
詠
ん
だ
り
、
字
を
習
っ
た
り
、
琴
を
弾
い
た
り
、
花
を
活
け
る
な
ど
、
旧
家
の
少
女
ら
し
い
教

養
を
受
け
て
い
た
。
実
家
の
教
養
に
よ
り
、
少
女
の
頃
か
ら
歌
を
詠
ん
で
い
た
登
美
子
だ
っ
た
が
、
歌
人
に
な
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ

た
。
明
治
三
三
年
五
月
の
『
明
星
』
第
二
号
に
初
め
て
登
美
子
の
歌
が
掲
載
さ
れ
て
か
ら
以
後
毎
号
歌
を
発
表
し
て
い
く
が
、
登
美
子
は
歌

人
で
は
な
く
画
家
を
目
指
し
て
お
り
、
美
術
学
校
へ
の
進
学
を
目
指
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
道
は
父
や
姉
に
反
対
さ
れ
、

断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。注

一
〇登
美
子
の
進
む
道
は
自
然
と
一
つ
に
絞
ら
れ
て
い
っ
た
。

明
治
三
三
年
八
月
三
日
、
登
美
子
は
講
演
会
の
た
め
に
大
阪
を
訪
れ
て
い
た
鉄
幹
に
初
め
て
出
会
っ
た
。
東
京
新
詩
社
を
設
立
し
、『
明

星
』
の
主
宰
だ
っ
た
鉄
幹
の
こ
と
を
登
美
子
は
知
っ
て
い
た
が
、
会
う
前
は
鉄
幹
に
対
し
て
特
別
な
感
情
を
抱
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
登
美
子
を
気
に
か
け
て
い
た
の
は
鉄
幹
の
方
で
、『
新
聲
』
や
『
文
庫
』
に
掲
載
さ
れ
た
登
美
子
の
歌
を
見
て
『
明
星
』
の
歌
人
に
さ
せ
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よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。注
一
一登
美
子
が
晶
子
と
出
会
っ
た
の
は
そ
の
後
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
鉄
幹
の
紹
介
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

後
に
『
明
星
』
を
代
表
す
る
女
性
歌
人
と
な
り
、
恋
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
二
人
が
、
鉄
幹
に
よ
っ
て
初
め
て
対
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
知
的
で
短
歌
へ
の
情
熱
溢
れ
る
鉄
幹
を
二
人
は
師
と
し
て
慕
い
、
ど
ん
ど
ん
傾
倒
し
て
い
っ
た
。
西
尾
能
仁
に
よ
る
と
、「
登
美
子

の
方
が
晶
子
よ
り
よ
り
積
極
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」注

一
二と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
登
美
子
は
鉄
幹
の
講
演
会
に
全
部
出
席

し
て
い
る
こ
と
、
八
月
九
日
の
夜
に
住
吉
で
鉄
幹
に
会
い
た
い
と
申
し
出
て
い
る
こ
と
（
実
際
に
は
晶
子
も
一
緒
だ
っ
た
）、
同
じ
く
九
日

の
夜
、
晶
子
を
先
に
堺
に
帰
ら
せ
た
後
、
鉄
幹
と
二
人
で
梅
田
駅
ま
で
同
行
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。注

一
三鉄
幹
に
初
め
て
出
会
っ
て
か
ら
間

を
空
け
ず
、
積
極
的
に
会
い
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
登
美
子
も
晶
子
と
同
様
、
鉄
幹
に
一
目
惚
れ
に
近
い
感
情
を
抱
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
晶
子
と
は
恋
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
登
美
子
は
自
分
が
鉄
幹
に
会
う
時
は
晶
子
の
こ
と
も
誘
い
出
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
名
高
い
旧
家
の
娘
と
し
て
育
っ
た
登
美
子
と
し
て
は
年
上
を
敬
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
同
じ
人
を
慕
う
者

同
士
惹
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

登
美
子
は
鉄
幹
に
出
会
っ
て
か
ら
、
よ
り
一
層
真
剣
に
歌
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
、
時
に
は
鉄
幹
へ
の
思
い
を
歌
に
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。

兄
ぎ
み
と
よ
ば
む
も
神
の
と
が
あ
り
や
そ
の
み
使
の
ほ
し
の
ま
な
子
を
（『
関
西
文
学
』
第
二
号
、
明
三
三
・
九
）

あ
た
ら
し
く
ひ
ら
き
ま
し
た
る
歌
の
道
に
君
が
名
よ
び
て
死
な
む
と
ぞ
思
う
ふ
（『
明
星
』
第
七
号
、
明
三
三
・
一
〇
）

鉄
幹
に
出
会
い
真
剣
に
歌
の
道
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
登
美
子
は
、
鉄
幹
を
師
と
慕
い
、
短
歌
革
新
を
目
指
し
て
い
た
鉄
幹
に
ど
こ
ま
で

も
つ
い
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
右
の
二
首
は
、
鉄
幹
に
対
す
る
敬
意
の
念
と
、
進
む
べ
き
道
を
見
つ
け
た
登
美
子
の
覚
悟
が
感
じ
ら

れ
る
。戀

と
し
て
世
に
の
こ
さ
ば
や
立
ち
濡
れ
し
松
の
木
蔭
の
合
傘
の
君
（『
明
星
』
第
八
号
、
明
三
三
・
一
一
）

こ
ゝ
に
君
し
の
び
泣
く
子
の
二
人
あ
り
百
二
十
里
を
遠
し
と
思
す
な
（
同
）

そ
の
人
の
袖
に
か
く
れ
ん
名
も
し
ら
ず
夢
に
見
し
戀
あ
ゝ
も
ろ
か
り
き
（
同
）

う
す
紅
の
芙
蓉
の
花
に
露
を
つ
ゝ
み
成
ら
ば
女
神
の
髪
に
そ
ゝ
が
む
（『
小
天
地
』
第
二
号
、
明
三
三
・
一
一
）
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姉
君
の
鬢
の
ほ
つ
れ
を
掻
き
あ
げ
て
戀
歌
弄
ず
る
男
に
く
し
や
（
同
）

い
つ
し
か
登
美
子
は
鉄
幹
に
対
し
て
師
弟
の
関
係
を
飛
び
越
え
た
感
情
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ど
う
に
も
出
来
な
い
思
い
を
歌
に
込

め
た
。「
こ
ゝ
に
君
…
…
」
の
歌
の
「
二
人
」
と
は
登
美
子
と
晶
子
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
晶
子
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に
鉄

幹
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
こ
と
を
登
美
子
は
十
分
理
解
し
た
う
え
で
、
自
分
の
思
い
、
そ
し
て
晶
子
の
思
い
を
も
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、「
姉
君
の
…
…
」
の
歌
の
「
姉
君
」
は
晶
子
の
こ
と
を
示
し
て
お
り
、「
戀
歌
弄
ず
る
男
」
は
鉄
幹
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
登
美
子
の
嫉
妬
心
が
分
か
り
や
す
く
表
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
何
も
着
飾
る
こ
と
な
く
自
分
の
感
情
を
ぶ
つ
け
て
い
る
点
は
晶
子
の
よ

う
で
あ
る
。
や
は
り
自
分
と
同
じ
時
期
に
『
明
星
』
に
歌
を
発
表
し
、
優
れ
た
才
能
を
持
っ
て
い
た
晶
子
の
歌
を
登
美
子
は
少
な
か
ら
ず
意

識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

晶
子
も
登
美
子
に
負
け
じ
と
、
鉄
幹
を
思
う
歌
を
ど
ん
ど
ん
発
表
し
た
。

病
み
ま
せ
る
う
な
じ
に
纎ほ

そ

き
か
ひ
な
捲
き
て
熱
に
か
わ
け
る
御
口
を
吸
は
む
（『
明
星
』
第
六
号
、
明
三
三
・
九
）

た
ま
は
り
し
う
す
紫
の
名
な
し
草
う
す
き
ゆ
か
り
を
歎
き
つ
つ
死
な
む
（
同
）

わ
が
歌
に
瞳
の
い
ろ
を
う
る
ま
せ
し
そ
の
君
去
り
て
十
日
た
ち
に
け
り
（『
関
西
文
学
』
第
二
号
、
明
三
三
・
九
）

わ
か
き
子
が
胸
の
小
琴
の
音
を
知
る
や
旅
ね
の
君
よ
た
ま
く
ら
か
さ
む
（
同
）

や
は
肌
の
あ
つ
き
血
汐
に
ふ
れ
も
見
で
さ
び
し
か
ら
ず
や
道
を
説
く
君
（『
明
星
』
第
七
号
、
明
三
三
・
一
〇
）

水
に
飢
ゑ
て
森
を
さ
ま
よ
ふ
小
羊
の
そ
の
ま
な
ざ
し
に
似
た
ら
ず
や
君
（
同
）

「
君
」
と
は
鉄
幹
の
こ
と
を
示
す
。
鉄
幹
へ
の
思
い
を
ぶ
つ
け
る
た
め
だ
け
に
詠
ま
れ
た
よ
う
な
、
素
直
で
大
胆
な
歌
で
あ
る
。
登
美
子
の

歌
と
比
べ
て
み
て
も
そ
の
大
胆
さ
が
窺
え
る
。
晶
子
は
た
だ
鉄
幹
を
思
う
歌
を
詠
ん
だ
だ
け
で
あ
ろ
う
が
、
歌
を
詠
む
う
え
で
少
な
か
ら
ず

登
美
子
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
登
美
子
の
思
い
が
叶
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
登
美
子
の
父
貞
蔵
が
登
美
子
の
結
婚
の
話
を
進
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
登
美
子

と
同
郷
の
山
川
駐
七
郎
と
の
結
婚
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
登
美
子
は
明
治
三
三
年
一
一
月
、
鉄
幹
と
晶
子
と
三
人
で
栗
田
山
に
宿
泊
し
た

の
を
最
後
に
故
郷
に
帰
っ
て
結
婚
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
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そ
れ
と
な
く
紅
き
花
み
な
友
に
ゆ
づ
り
そ
む
き
て
泣
き
て
忘
れ
草
つ
む
（『
明
星
』
第
八
号
、
明
三
三
・
一
一
）

こ
れ
は
登
美
子
が
、
鉄
幹
と
晶
子
と
別
れ
た
後
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
ら
は
、
晶
子
に
鉄
幹
を
取
ら
れ
た
と
い
う
悲
し
み
で
は
な
く
、

鉄
幹
へ
の
思
い
は
も
う
二
度
と
叶
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
現
実
に
対
す
る
悲
し
み
を
強
く
感
じ
る
。
登
美
子
は
実
質
的
に
恋
の
敗
者
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
登
美
子
は
結
婚
を
し
た
こ
と
で
歌
か
ら
離
れ
た
が
、
晶
子
は
そ
ん
な
登
美
子
に
対
し

ひ
と
花
は
み
づ
か
ら
溪た

に

に
も
と
め
き
ま
せ
若
狭
の
雪
に
堪
へ
む
紅
（『
明
星
』
第
一
二
号
、
明
三
四
・
五
）

魔
の
わ
ざ
を
神
の
さ
だ
め
と
眼
を
閉
ぢ
し
友
の
片
手
の
花
あ
や
ぶ
み
ぬ
（『
み
だ
れ
髪
』、
明
三
四
・
八
）

な
ど
と
歌
い
激
励
し
て
い
る
。
恋
の
勝
者
と
な
っ
た
晶
子
の
心
の
余
裕
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
登
美
子
の
才
能
を
理
解
し
て
い
た
晶
子
だ
か

ら
こ
そ
、
女
と
し
て
で
は
な
く
歌
人
と
し
て
詠
ん
だ
歌
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
登
美
子
と
晶
子
の
人
生
は
は
っ
き
り
明
暗
が
別
れ
る
。
登
美
子
は
明
治
三
四
年
一
二
月
に
駐
七
郎
を
結
核
で
亡
く
し
、
自
身
も

明
治
四
二
年
の
四
月
に
結
核
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
晶
子
は
様
々
な
壁
を
乗
り
越
え
好
き
な
人
と
結
婚
し
、『
み
だ
れ
髪
』
の
刊
行

に
よ
っ
て
歌
壇
で
の
地
位
を
確
立
し
て
い
き
、
多
く
の
子
供
に
も
恵
ま
れ
る
。
二
人
の
人
生
は
全
く
違
っ
た
形
で
幕
を
閉
じ
た
が
、「
歌
に

生
き
た
」
と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
る
。

『
み
だ
れ
髪
』
の
第
三
章
に
あ
た
る
「
白
百
合
」
は
、
ま
る
で
登
美
子
と
の
思
い
出
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
処
女
詩
集
の
貴
重

な
一
章
分
の
題
名
を
登
美
子
の
雅
号
に
し
、
登
美
子
に
関
す
る
歌
や
登
美
子
に
宛
て
た
歌
を
多
く
収
め
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
晶
子

に
と
っ
て
登
美
子
は
恋
愛
に
関
し
て
も
歌
に
関
し
て
も
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
友
人
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

友
は
二
十
ふ
た
つ
こ
し
た
る
我
身
な
り
ふ
さ
は
ず
あ
ら
じ
戀
と
傳
え
む
（『
明
星
』
第
一
一
号
、
明
三
四
・
三
）

と
詠
ん
だ
晶
子
の
気
持
ち
は
決
し
て
嘘
偽
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
登
美
子
が
い
な
け
れ
ば
『
み
だ
れ
髪
』
の
成
立
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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２
．
晶
子
に
出
会
う
以
前
の
鉄
幹

次
に
、
晶
子
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
人
物
で
あ
る
、
与
謝
野
鉄
幹
（
一
八
七
三
～
一
九
三
五
）
を
取
り
上
げ
る
。

鉄
幹
と
は
雅
号
で
あ
り
、
本
名
は
与
謝
野
寛
と
い
う
。
住
職
で
あ
る
父
礼
厳
と
そ
の
妻
初
枝
の
間
に
生
ま
れ
た
。
三
人
の
兄
と
一
人
の

弟
・
妹
が
い
る
。
父
礼
厳
は
偉
大
な
人
物
で
、
住
職
を
勤
め
る
傍
ら
国
事
に
参
与
し
、
人
智
の
開
発
、
産
業
の
振
興
、
窮
民
施
薬
な
ど
の
公

共
事
業
に
尽
力
す
る
な
ど
し
て
お
り
、
逸
見
久
美
は
礼
厳
を
「
維
新
の
か
く
れ
た
功
労
者
」注

一
四と
称
し
て
い
る
。
母
の
初
枝
は
礼
厳
と
は
不
仲

で
あ
っ
た
が
、
礼
厳
の
生
き
方
を
十
分
に
理
解
し
て
お
り
、
誇
り
を
持
っ
て
夫
に
仕
え
て
い
た
。
家
族
の
生
活
は
二
の
次
で
、
自
分
の
思
う

ま
ま
に
生
き
て
い
た
礼
厳
だ
っ
た
の
で
仕
送
り
が
な
く
、
常
に
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
子
供
た
ち
の
教
育
に
は
真
剣
に
取
り
組
ん

で
い
た
。
気
性
が
激
し
く
強
い
性
格
を
し
て
お
り
、
鉄
幹
は
そ
ん
な
初
枝
の
元
で
厳
し
い
教
育
を
受
け
て
い
た
。
鉄
幹
は
初
枝
か
ら
「
常
に

ま
す
ら
を
の
よ
う
に
雄
々
し
く
な
れ
」
と
教
え
ら
れ
て
お
り
、
逸
見
久
美
は
そ
こ
に
「
寛
の
ま
す
ら
を
ぶ
り
の
提
唱
の
根
源
が
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
」注

一
五と
述
べ
て
い
る
。
鉄
幹
は
礼
厳
の
思
い
を
形
に
す
る
行
動
力
を
受
け
継
ぎ
、
初
枝
の
教
え
を
し
っ
か
り
吸
収
し
て
成
長
し
た

の
で
あ
る
。

鉄
幹
は
成
績
優
秀
で
、
幼
い
頃
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
貪
欲
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
初
枝
の
影
響
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
自
ら
多
く
の
書
物
を

読
み
、
時
に
は
自
分
よ
り
年
上
の
人
に
勉
強
を
教
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
幼
い
頃
か
ら
の
取
り
組
み
が
鉄
幹
の
能
力
を

伸
ば
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
二
二
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
、
鉄
幹
は
仲
兄
赤
松
照
幢
の
住
職
で
あ
っ
た
徳
応
寺
で
過
ご
し
て

い
た
。
そ
し
て
照
幢
夫
妻
が
経
営
し
て
い
た
徳
山
女
学
校
の
国
漢
の
教
師
を
し
な
が
ら
、
自
ら
も
歌
や
詩
を
詠
ん
だ
り
雑
誌
の
編
集
を
手
掛

け
た
り
も
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
照
幢
が
購
入
し
て
い
た
と
い
う
新
文
学
書
を
読
み
、
新
文
学
に
傾
倒
し
た
。
特
に
落
合
直
文
と
森
鴎
外
の

文
章
に
感
激
し
、
こ
の
頃
の
新
文
学
へ
の
傾
倒
が
鉄
幹
の
短
歌
革
新
の
道
へ
の
第
一
歩
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鉄
幹
が
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
礼
厳
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
礼
厳
は
作
歌
の
手
本
と
し
て
、
詩
経
と
易
と
『
万
葉

集
』
を
根
本
と
し
、
そ
れ
が
身
に
つ
い
た
ら
『
古
今
集
』
以
下
近
世
の
集
も
読
む
よ
う
に
教
え
た
が
、
鉄
幹
は
『
万
葉
集
』
を
手
本
と
し
、

ひ
た
す
ら
万
葉
調
を
模
倣
し
て
い
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
直
文
や
鴎
外
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
鉄
幹
は
い
つ
し
か
「
模
倣
で
は
な
い
、
新
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し
い
歌
を
作
り
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
上
京
後
直
文
の
門
下
と
な
り
、
直
文
の
紹
介
で
鴎
外
と
も
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
そ
し
て
直

文
を
中
心
に
浅
香
社
を
創
設
し
、
鉄
幹
は
そ
こ
の
最
前
線
で
活
躍
し
た
。
さ
ら
に
明
治
二
七
年
に
は
「
亡
国
の
音
」
を
発
表
し
、
旧
派
歌
人

を
批
判
し
て
い
る
。
万
葉
調
か
ら
脱
し
、
模
倣
で
は
な
い
独
自
の
歌
を
作
る
こ
と
を
目
指
し
た
鉄
幹
の
思
い
が
徐
々
に
形
に
な
っ
て
い
っ
て

い
る
証
で
あ
る
。

し
か
し
、
鉄
幹
は
浅
香
社
で
活
躍
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
三
度
も
渡
韓
し
て
い
る
。

第
一
回
目
の
渡
韓
は
明
治
二
八
年
四
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
「
政
治
的
野や

し
ん心
」注
一
六と
「
日
本
文
学
や
日
本
唱
歌

を
教
え
て
日
本
精
神
を
う
え
つ
け
よ
う
」注

一
七と
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
浅
香
社
に
い
た
頃
と
も
に
活
躍
し
て
い
た
直
文
の
弟
、
鮎
貝
槐
園
が

総
長
を
務
め
て
い
る
乙
末
義
塾
の
教
師
に
な
っ
た
。
鉄
幹
の
第
一
詩
歌
集
『
東
西
南
北
』（
明
治
書
院
、
明
二
九
・
九
）
に

か
の
国
に
赴
く
途
次
、
大
坂
を
過
ぎ
、
中
の
島
の
豊
公
の
祠
を
拝
し
て
、
よ
め
る
。
此
行
実
に
か
の
国
学
部
衙
門
の
教
官
と
し
て
、

日
本
語
の
教
授
を
担
当
す
る
も
の
也
。

き
こ
し
め
せ
。
御
国
の
文
を
、
か
の
国
に
、

　
　
　

今
は
さ
づ
く
る
、
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。（
初
出
未
詳
）

と
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
、
鉄
幹
の
野
望
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
渡
韓
は
乙
末
事
件
の
勃
発
に
よ
る
乙
末
義
塾
の
廃
校
で
失
敗
に
終
わ
っ

た
。第

二
回
目
の
渡
韓
は
明
治
二
八
年
一
二
月
か
ら
明
治
二
九
年
三
月
に
か
け
て
で
あ
る
。
第
一
回
目
の
渡
韓
か
ら
間
を
開
け
ず
に
渡
韓
し
て

い
る
が
、
そ
の
目
的
は
第
一
回
目
と
は
異
な
り
商
売
を
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

廿
八
年
十
二
月
、
再
び
朝
鮮
に
航
す
る
や
、
槐
園
と
共
に
、
身
を
商
界
に
投
ぜ
む
と
の
念
、
切
な
り
。
万
葉
集
二
度
ま
で
浄
写
し
た

る
筆
も
て
、
大
福
帳
つ
く
る
も
亦
、
風
流
な
ら
ず
と
云
は
む
や
な
ど
い
ふ
。

世
の
中
の
、
黄
金
の
か
ぎ
り
、
身
に
つ
け
て
、

　
　
　

ま
だ
見
ぬ
山
を
、
皆
あ
が
な
は
む
。（
初
出
未
詳
）

末
の
世
は
人
の
、
国
さ
へ
、
売
ら
れ
け
り
。
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た
ふ
と
き
も
の
は
、
黄
金
な
ら
ず
や
。（
初
出
未
詳
）

『
東
西
南
北
』
で
は
右
の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
親
日
派
の
勢
力
を
挽
回
す
る
た
め
、
志
士
た
ち
と
計
り
ご
と
を
実
行
し
よ
う
と
し

た
が
未
遂
で
終
わ
り
、
商
売
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
二
回
目
の
渡
韓
も
鉄
幹
の
目
的
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

最
後
の
渡
韓
は
明
治
三
〇
年
七
月
か
ら
明
治
三
一
年
四
月
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
の
渡
韓
の
目
的
は
二
回
目
と
同
様
に
商
売
を
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
渡
韓
で
は
鉄
幹
の
心
情
に
変
化
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た

「
政
治
的
野
心
」
と
商
売
へ
の
強
い
欲
求
が
な
く
な
り
、
朝
鮮
で
の
生
活
を
芸
妓
と
の
遊
戯
に
あ
て
る
な
ど
し
て
い
た
。
こ
の
生
活
の
変
化

か
ら
、
鉄
幹
の
歌
の
特
徴
も
変
化
し
た
。『
東
西
南
北
』
に
は
鉄
幹
の
渡
韓
に
ま
つ
わ
る
歌
が
多
く
収
め
ら
れ
て
お
り
、
明
治
二
九
年
に
創

刊
さ
れ
た
。
様
々
な
人
物
が
序
文
と
し
て
『
東
西
南
北
』
に
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
鉄
幹
が
師
と
仰
ぐ
落
合
直
文
は
、

〈
前
略
〉
鉄
幹
は
、
わ
が
浅
香
社
の
社
友
な
り
。
社
友
三
十
名
前
後
、
い
づ
れ
も
、
そ
の
歌
に
、
一
種
の
特
色
を
備
え
居
る
が
、
鉄
幹

の
如
き
は
、
雄
々
し
き
調
を
以
て
ま
さ
る
も
の
か
。〈
中
略
〉
鉄
幹
の
歌
を
見
る
に
、
桂
川
あ
ら
し
山
は
見
終
り
て
、
深
く
白
河
に
さ

か
の
ぼ
り
、
た
か
く
比
叡
の
山
に
の
ぼ
ら
む
と
す
る
も
の
ゝ
如
し
。
そ
の
志
、
壮
と
や
い
は
む
、
快
と
や
い
は
む
。注

一
八〈
後
略
〉

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
小
中
村
義
象
は
、

今
の
世
の
歌
は
、
大
よ
そ
、
二
つ
に
わ
か
れ
た
る
が
ご
と
し
。
そ
の
一
つ
は
、
詞
を
も
心
を
も
、
古
め
か
し
く
、
よ
み
出
づ
る
も
の
に

し
て
、
そ
の
一
つ
は
詞
を
も
心
を
も
、
な
る
べ
く
、
今
や
う
に
、
よ
み
出
で
む
と
す
る
も
の
な
り
、
さ
れ
ば
、
一
つ
は
賀
茂
川
の
流
を

た
ど
り
、
一
つ
は
香
川
の
雫
を
く
め
り
な
ど
、
人
は
い
ふ
め
り
。
さ
は
い
へ
、
共
に
一
つ
の
形
式
を
守
り
た
れ
ば
、
新
調
と
い
ふ
も
、

必
し
も
新
な
ら
ず
。
い
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
一
つ
道
に
お
つ
め
り
。
こ
ゝ
に
、
我
友
与
謝
野
寛
氏
は
、
常
に
今
の
世
の
歌
の
、
吟
ず
る
に

足
ら
ざ
る
を
憤
り
を
る
人
な
る
が
、
こ
の
頃
尋
ね
き
て
、
議
論
は
功
少
し
、
我
は
、
わ
が
思
ふ
と
こ
ろ
あ
れ
は
、
み
づ
か
ら
の
歌
を
、

世
に
公
に
せ
む
と
す
。
い
か
で
、
一
こ
と
添
へ
ず
や
と
い
ふ
。
見
る
に
、
そ
の
集
の
名
の
、
東
西
南
北
と
い
ふ
さ
へ
、
め
づ
ら
し
き
に
、

よ
み
出
で
ら
れ
た
る
長
歌
短
歌
な
ど
、
そ
の
体
、
全
く
、
今
の
世
の
歌
人
の
流
と
異
な
り
。
こ
の
書
、
一
た
び
世
に
出
で
な
ば
、
ほ
む

る
人
、
そ
し
る
人
、
そ
の
議
論
い
く
ば
く
ぞ
。注

一
九〈
後
略
〉

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鉄
幹
は
「
自
序
」
に
お
い
て
、

－45－

『
み
だ
れ
髪
』
論

─
与
謝
野
鉄
幹
と
山
川
登
美
子

─



〈
前
略
〉
小
生
の
詩
は
、
短
歌
に
せ
よ
、
新
体
詩
に
せ
よ
、
誰
を
崇
拝
す
る
に
も
あ
ら
ず
、
誰
の
糟
粕
を
甞
む
る
も
の
に
も
あ
ら
ず
、

言
は
ば
、
小
生
の
詩
は
、
即
ち
小
生
の
詩
に
御
坐
候
ふ
。〈
中
略
〉
小
生
は
、
詩
を
以
て
世
に
立
つ
者
に
あ
ら
ず
候
へ
ど
も
、
短
歌
に

も
あ
れ
、
新
体
詩
に
も
あ
れ
、
世
の
専
門
詩
人
の
諸
君
と
は
、
大
に
反
対
の
意
見
を
抱
き
居
る
者
に
御
坐
候
ふ
。
さ
れ
ど
、
最
早
議
論

の
時
代
に
あ
ら
ず
と
心
得
候
へ
ば
、
申
し
述
べ
ず
候
ふ
。注

二
〇〈
後
略
〉

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
序
文
か
ら
、
鉄
幹
の
「
雄
々
し
き
調
」
は
、「
今
の
世
の
歌
人
の
流
」
と
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
短
歌
革
新
を

目
指
し
万
葉
調
を
脱
し
よ
う
と
し
た
鉄
幹
の
新
し
い
試
み
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。『
東
西
南
北
』
で
は
「
雄
々
し
き
調
」
を
象
徴
す
る
モ

チ
ー
フ
と
し
て
、「
太
刀
（
刀
・
剣
）」
や
「
虎
」、「
益
荒
男
（
ま
す
ら
を
）」
な
ど
が
あ
る
。

京
城
に
秋
立
つ
日
、
槐
園
と
共
に
賦
す
。
時
に
、
王
妃
閔
氏
の
専
横
、
日
に
加
は
り
、
日
本
党
の
勢
力
、
頓
に
地
に
墜
つ
。

韓か
ら
や
ま山
に
、
秋
か
ぜ
立
つ
や
、
太
刀
な
で
て
、

　
　
　

わ
れ
思
ふ
こ
と
、
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
。（
初
出
未
詳
）

か
ら
山
に
、
吼
ゆ
て
ふ
虎
の
、
声
は
き
か
ず
。

　
　
　

さ
び
し
き
秋
の
、
風
た
ち
に
け
り
。（
初
出
未
詳
）

こ
の
歌
を
、
お
な
じ
や
う
に
て
、
鎌
倉
に
遊
び
居
れ
る
、
槐
園
が
り
お
く
り
た
る
に
、
い
ま
だ
死
ぬ
べ
き
時
に
は
あ
ら
ず
、
新
体
詩

出
来
た
な
ら
ば
、
見
せ
よ
な
ど
、
走
り
書
き
し
て
、
次
の
一
首
を
つ
づ
け
た
り
。

風
の
音
に
、
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
、
益
荒
男
の
、

　
　
　

夢
や
す
か
ら
ぬ
、
秋
は
来
に
け
り
。（『
二
六
新
報
』「
く
す
り
ぶ
く
ろ
」、
明
二
七
・
一
〇
）

諸
友
と
、
京
城
の
南
山
亭
に
飲
み
て
、
席
上
大
木
書
記
生
と
賦
す
。

琵
琶
を
と
れ
。
我
れ
新
体
の
、
歌
な
り
ぬ
。
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か
の
益
荒
夫
に
、
酒
は
す
す
め
よ
。（
初
出
未
詳
）

或
鏡
道
の
千
仏
山
に
て
。

尾
上
に
は
、
い
た
く
も
虎
の
、
吼
ゆ
る
か
な
、

　
　
　

夕
は
風
に
、
な
ら
む
と
す
ら
む
。（
初
出
未
詳
）

二
月
廿
八
日
、
京
城
を
出
づ
。
何
の
未
練
、
こ
の
国
に
あ
り
て
か
、
往
復
は
、
二
箇
月
と
、
こ
と
わ
り
お
く
も
、
可
笑
し
。
さ
す
が

に
、
こ
ゝ
に
も
、
泣
く
人
は
あ
り
て
、
や
ら
じ
〳
〵
と
ぞ
い
ふ
な
る
。

ま
す
ら
夫
の
、
腰
に
ま
も
り
の
、
太
刀
は
あ
れ
ど
、

　
　
　

人
の
な
さ
け
を
、
い
か
に
断
つ
べ
き
。（『
日
本
』「
出
頭
没
頭
録
」、
明
二
九
・
三
）

明
治
廿
七
年
五
月
、
朝
鮮
問
題
の
た
め
に
、
日
清
両
国
の
こ
と
、
や
ゝ
切
迫
せ
る
折
の
歌
に
。

い
た
づ
ら
に
、
何
を
か
い
は
む
。
事
は
た
だ
、

　
　
　

此
太
刀
に
あ
り
。
た
だ
此
太
刀
に
。（『
二
六
新
報
』「
雄
た
け
び
（
二
）」、
明
二
七
・
六
）

二
た
び
、
朝
鮮
よ
り
帰
り
け
る
時
。

筆
と
り
て
、
あ
ら
ば
あ
る
べ
き
、
お
の
が
身
を
、

　
　
　

太
刀
に
か
へ
て
と
、
何
お
も
ひ
け
む
。（『
日
本
』「
出
頭
没
頭
録
」、
明
二
九
・
四
）

以
上
が
「
太
刀
」
や
「
虎
」、「
益
荒
男
」
が
モ
チ
ー
フ
の
歌
で
あ
る
。
落
合
直
文
が
「
雄
々
し
き
調
」
と
述
べ
た
こ
れ
ら
の
歌
は
「
丈
夫

調
」
や
「
虎
剣
調
」
と
称
さ
れ
た
。
鉄
幹
の
渡
韓
や
日
清
戦
争
が
背
景
と
し
て
あ
る
『
東
西
南
北
』
は
「
戦
争
を
賛
美
し
、
士
気
を
鼓
舞
し
、

大
勝
利
を
め
ざ
し
て
国
民
意
識
を
昻
揚
せ
し
め
た
」注

二
一詩
歌
集
と
し
て
支
持
さ
れ
、
鉄
幹
は
「
虎
の
鉄
幹
」
と
呼
ば
れ
た
。『
東
西
南
北
』
は
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短
歌
革
新
を
目
指
し
て
い
た
鉄
幹
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
成
す
作
品
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
短
歌
界
に
と
っ
て
も
新
し
い
風
が

吹
い
た
一
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

鉄
幹
は
三
回
に
お
け
る
渡
韓
後
は
文
学
の
道
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、『
東
西
南
北
』
の
後
は
詩
歌
集
『
天
地
玄
黄
』（
明
治
書
院
、
明

三
〇
・
一
）、『
鉄
幹
子
』（
矢
島
誠
進
堂
、
明
三
四
・
三
）、『
紫
』（
東
京
新
詩
社
、
明
三
四
・
四
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
東

西
南
北
』
に
見
ら
れ
た
「
丈
夫
調
」
や
「
虎
剣
調
」
は
ど
ん
ど
ん
影
を
潜
め
て
い
き
、
鉄
幹
の
短
歌
革
新
の
野
望
は
『
東
西
南
北
』
で
満
足

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に
短
歌
界
の
進
化
を
目
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、『
天
地
玄
黄
』
が
創
刊
さ
れ
て
か
ら
『
鉄
幹
子
』
が
創
刊
さ
れ
る
ま
で
に
、
鉄
幹
は
あ
る
一
人
の
女
性
と
出
会
っ
た
。
そ
の
女

性
と
の
出
会
い
が
鉄
幹
の
人
生
を
変
え
、
短
歌
界
に
も
新
し
い
風
を
吹
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　

３
．
晶
子
に
と
っ
て
の
鉄
幹

鉄
幹
と
晶
子
が
出
会
っ
た
の
は
明
治
三
三
年
八
月
三
日
で
、
第
一
節
で
も
軽
く
触
れ
た
が
、
鉄
幹
と
晶
子
と
登
美
子
は
同
じ
日
に
初
め
て

出
会
っ
て
い
る
。

晶
子
は
「
晶
子
歌
話
」
に
お
い
て
、「
歌
や
俳
句
の
書
物
を
も
讀
ん
で
は
居
ま
し
た
が
、
其
等
の
も
の
は
到
底
紫
式
部
の
小
説
や
近
松
の

戯
曲
に
比
較
す
る
だ
け
の
價
値
の
無
い
も
の
だ
と
思
つ
て
、
寧
ろ
輕
蔑
し
て
居
ま
し
た
。
其
時
は
歌
と
云
ふ
も
の
を
自
分
か
ら
可
な
り
遠
い

距
離
に
置
い
て
眺
め
て
居
た
の
で
し
た
。」注

二
二と
述
べ
て
お
り
、
か
つ
て
は
歌
を
詠
む
こ
と
を
敬
遠
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ

の
後
で
「
私
は
青
春
の
日
の
愛
に
目
覺
め
た
の
で
す
。」注

二
三と
し
、「
私
の
内
心
に
起
つ
た
新
し
い
衝
動
を
以
て
、
何
か
の
創
造
を
藝
術
的
に
實

現
し
た
く
て
な
ら
な
か
つ
た
の
で
す
。
そ
の
時
、
俄
に
私
の
必
要
を
滿
た
し
た
も
の
は
歌
で
し
た
。」注

二
四と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
晶
子
は

自
分
の
心
の
内
を
「
藝
術
的
」
に
表
現
す
る
手
段
と
し
て
歌
を
詠
む
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
れ
ま
で
敬
遠
し
て
い
た
歌
を

選
ん
だ
か
と
い
う
と
、「
明
治
三
十
年
頃
の
「
讀
賣
新
聞
」
で
與
謝
野
の
歌
を
讀
ん
」注

二
五だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。

太
宰
春
臺
の
随
筆
の
「
獨
語
」
を
讀
む
と
、
春
臺
は
初
め
に
歌
を
作
り
ま
し
た
が
、
堂
上
の
家
風
の
窮
屈
な
の
を
見
て
、
之
は
到
底
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自
分
の
感
情
を
自
由
に
歌
ふ
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
だ
と
氣
が
附
い
て
、
斷
然
歌
を
止
め
て
漢
詩
の
方
へ
移
つ
て
行
つ
た
と
書
い
て
居

ま
す
が
、
私
も
歌
と
云
ふ
も
の
が
春
臺
の
考
へ
た
や
う
に
窮
屈
な
修
辭
上
の
制
約
が
あ
つ
た
り
、
ま
た
明
治
の
舊
派
の
歌
の
や
う
に
獨

創
の
無
い
、
進
歩
の
無
い
、
平
凡
陳
腐
な
、
囘
顧
的
、
常
識
的
、
概
念
的
、
類
型
的
、
非
熱
情
的
な
題
材
の
範
圍
に
の
み
停
滯
し
て
居

る
も
の
で
あ
つ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
全
く
歌
を
蔑
視
し
て
、

―
丁
度
私
が
早
く
琴
の
稽
古
を
止
め
て
仕
舞
つ
た
や
う
に

―
再
び
其

れ
を
顧
み
な
か
つ
た
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

然
る
に
與
謝
野
の
歌
は
偶
々
私
を
刺
戟
し
て
、
歌
に
對
す
る
私
の
態
度
を
一
變
さ
せ
ま
し
た
。

與
謝
野
は
確
に
明
治
の
歌
に
於
る
因
習
思
想
の
破
壊
者
で
し
た
。
舊
派
の
歌
學
に
囚
は
れ
て
、
そ
の
歌
學
の
追
随
者
の
間
に
の
み
獨

占
さ
れ
て
居
た
歌
を
、
兎
に
も
角
に
も
一
般
民
衆
の
た
め
に
、
解
放
し
て
、
各
人
の
個
性
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
教
へ
て
呉
れ
た
の
は

與
謝
野
で
し
た
。

明
治
三
十
三
年
に
與
謝
野
と
其
友
人
達
と
が
新
詩
社
を
結
ん
で
雑
誌
「
明
星
」
を
發
行
す
る
に
及
ん
で
、
歌
の
積
極
的
改
革
者
た
る

與
謝
野
の
態
度
は
益
々
鮮
明
に
な
り
ま
し
た
。
與
謝
野
は
自
身
の
歌
を
雑
誌
の
上
で
發
表
す
る
の
に
特
に
「
小
生
の
詩
」
と
題
し
て
、

内
容
も
形
式
も
古
來
の
型
に
由
る
こ
と
な
く
、
偏
に
個
人
々
々
の
獨
創
的
實
感
に
立
脚
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。

注
二
六

そ
れ
ま
で
晶
子
に
と
っ
て
歌
は
た
だ
形
式
に
こ
だ
わ
る
ば
か
り
で
全
く
魅
力
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
鉄
幹
の
歌
を
見
た
こ
と
で
そ
の
考
え

は
変
わ
り
、
自
分
の
感
情
を
思
う
ま
ま
に
歌
に
す
る
こ
と
は
何
も
間
違
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
だ
と
、
歌
に
対
す
る
可
能
性
を
感
じ
た
。
短

歌
革
新
を
目
指
し
自
己
流
の
歌
を
作
ろ
う
と
試
み
た
鉄
幹
に
晶
子
は
共
鳴
し
、
鉄
幹
が
主
宰
の
『
明
星
』
に
参
加
し
た
。
晶
子
が
初
め
て
鉄

幹
の
歌
を
見
た
明
治
三
〇
年
は
ま
だ
鉄
幹
と
晶
子
は
直
接
的
な
面
識
は
な
か
っ
た
が
、
鉄
幹
の
歌
を
見
て
心
打
た
れ
た
晶
子
は
、
顔
も
見
た

こ
と
な
い
鉄
幹
に
憧
れ
の
気
持
ち
を
抱
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鉄
幹
に
出
会
い
、
晶
子
の
気
持
ち
に
火
が
付
い
た
。
知
り
合
う
前
か
ら
抱
い
て
い
た
憧
れ
の
気
持
ち
は
最
早
憧
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

恋
愛
感
情
に
発
展
し
た
。
本
稿
の
第
一
節
で
既
に
述
べ
た
が
、
晶
子
は
鉄
幹
へ
の
思
い
を
全
て
歌
に
し
た
。
歌
に
形
式
が
あ
る
こ
と
に
納
得

せ
ず
、
鉄
幹
が
作
っ
た
自
己
流
の
歌
に
感
銘
を
受
け
た
晶
子
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
気
持
ち
を
歌
に
す
る
こ
と
で
、
晶
子
も
自
己
流
の
歌
を
作

り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
鉄
幹
に
出
会
う
以
前
、
晶
子
は
堺
敷
島
会
に
所
属
し
て
い
た
の
で
、
晶
子
の
歌
に
つ
い
て
の
知
識
と
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技
術
は
あ
る
程
度
そ
こ
で
培
わ
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
敷
島
会
は
旧
派
の
歌
会
で
あ
っ
た
た
め
、
歌
を
詠
み
始
め
た
頃
の

晶
子
の
歌
は
型
に
は
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ふ
る
さ
と
の
あ
れ
し
軒
端
の
立
花
に
昔
の
人
そ
こ
ひ
し
か
り
け
る注

二
七（『
堺
敷
島
会
歌
集
第
四
集
』、
明
二
九
・
六
）

恋
わ
ふ
る
胸
の
煙
を
よ
そ
に
す
む
む
ろ
の
や
し
ま
の
秋
の
夜
の
月注

二
八（『
堺
敷
島
会
歌
集
第
七
集
』、
明
二
九
・
九
）

大
空
に
た
ち
ま
ふ
田
鶴
は
も
ろ
こ
ゑ
に
君
か
千
と
せ
を
呼
か
は
す
ら
ん注

二
九（『
堺
敷
島
会
歌
集
第
拾
壱
集
』、
明
三
〇
・
二
）

以
上
三
首
は
晶
子
が
敷
島
会
の
歌
集
に
掲
載
し
た
歌
の
中
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
だ
が
、
恋
愛
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
歌
で
は
あ
る
も

の
の
、『
み
だ
れ
髪
』
に
収
め
ら
れ
た
恋
愛
の
歌
と
比
べ
る
と
大
胆
さ
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
ん
な
晶
子
の
歌
は
、
明
治
三
〇

年
に
鉄
幹
の
歌
と
出
会
い
、
さ
ら
に
明
治
三
三
年
に
鉄
幹
本
人
と
出
会
っ
た
こ
と
で
大
き
く
変
化
し
、
大
胆
さ
が
増
し
た
。

き
の
ふ
を
ば
千
と
せ
の
前
の
世
と
も
思
ひ
御
手
な
ほ
肩
に
有
り
と
も
思
ふ
（『
明
星
』
第
八
号
、
明
三
三
・
一
一
）

歌
は
君
醉
ひ
の
す
さ
び
と
墨
ひ
か
ば
さ
て
も
消
ゆ
べ
し
さ
て
も
消
ぬ
べ
し
（
同
）

も
ゆ
る
口
に
な
に
を
含
ま
む
ぬ
れ
と
ひ
し
人
の
を
ゆ
び
の
血
は
涸
れ
は
て
ぬ
（『
明
星
』
第
九
号
、
明
三
三
・
一
二
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
鉄
幹
に
愛
の
告
白
を
し
て
い
る
よ
う
な
歌
も
あ
れ
ば
、

君
が
歌
に
袖
か
み
し
子
を
誰
と
知
る
浪
速
の
宿
は
秋
寒
か
り
き
（『
明
星
』
第
九
号
、
明
三
三
・
一
二
）

そ
の
血
潮
ふ
た
り
は
吐
か
ぬ
ち
ぎ
り
な
り
き
春
を
山や

ま

蓼た
で

た
づ
ね
ま
す
な
君
（『
明
星
』
第
一
二
号
、
明
三
四
・
五
）

わ
す
れ
て
は
谿
へ
お
り
ま
す
う
し
ろ
影
ほ
そ
き
御
肩
に
春
の
日
よ
わ
き
（
同
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
自
分
で
は
な
い
他
の
女
性
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
鉄
幹
に
対
す
る
恨
み
の
気
持
ち
や
嫉
妬
心
を
表
現
し
た
歌
も
あ
る
。

晶
子
が
『
堺
敷
島
会
歌
集
』
に
掲
載
し
た
歌
と
比
べ
る
と
「
口
」
や
「
肩
」、「
血
」
な
ど
の
身
体
的
な
モ
チ
ー
フ
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
大
胆
さ
と
情
熱
が
窺
え
る
。

鉄
幹
に
出
会
っ
た
後
、
晶
子
は
『
明
星
』
に
よ
り
多
く
の
歌
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
関
西
文
学
』
や
『
小
天
地
』『
新
調
』『
文

庫
』
な
ど
、
当
時
晶
子
が
歌
を
掲
載
し
て
い
た
雑
誌
は
『
明
星
』
の
他
に
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
に
は
一
～
三
首
ほ
ど
し
か
掲
載
し

て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、『
明
星
』
に
は
多
い
時
で
六
〇
首
を
超
え
る
歌
を
掲
載
し
て
い
る
。
数
字
で
見
る
と
、
約
二
〇
倍
の
開
き
が
あ
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り
、
晶
子
が
ど
れ
だ
け
『
明
星
』
に
力
を
注
い
で
い
た
か
が
窺
え
る
。
島
津
忠
夫
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
歌
稿
は
『
明
星
』
へ
の
投
稿
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、『
み
だ
れ
髪
』
編
集
の
た
め
に
、
晶
子
か
ら
鉄
幹
へ
送
ら
れ
て
来
る

歌
を
、
鉄
幹
が
一
方
で
は
『
み
だ
れ
髪
』
を
編
み
つ
つ
、
一
方
で
は
『
明
星
』
に
適
当
に
選
ん
で
掲
載
し
た
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な

か
っ
た
か
。

注
三
〇

と
述
べ
て
い
る
。
歌
集
を
作
ろ
う
と
し
た
鉄
幹
の
思
い
に
晶
子
は
全
身
全
霊
で
応
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
る
と
、『
紫
』
は
『
み
だ
れ
髪
』
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
見
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
明
治
三
四
年
四
月
、
鉄
幹
は

第
四
詩
歌
集
と
し
て
『
紫
』
を
創
刊
し
た
。「
丈
夫
調
」・「
虎
剣
調
」
が
目
立
っ
た
『
東
西
南
北
』
の
創
刊
か
ら
約
五
年
の
月
日
が
流
れ
て

い
た
。『
紫
』
に
収
め
ら
れ
た
歌
を
見
て
み
る
と
、

わ
れ
男
の
子
意
気
の
子
名
の
子
つ
る
ぎ
の
子
詩
の
子
恋
の
子
あ
ゝ
も
だ
え
の
子
（『
明
星
』
第
一
一
号
、
明
三
四
・
三
）

恋
と
い
ふ
も
未
だ
つ
く
さ
ず
人
と
我
と
あ
た
ら
し
く
し
ぬ
日
の
本
の
歌
（『
小
天
地
』、
明
三
四
・
二
）

秋
か
ぜ
に
ふ
さ
は
し
き
名
を
ま
ゐ
ら
せ
む
『
そ
ぞ
ろ
心
の
乱
れ
髪
の
君
』（『
明
星
』
第
八
号
、
明
三
三
・
一
一
）

あ
な
寒
む
と
た
だ
さ
り
げ
な
く
云
ひ
さ
し
て
我
を
見
ざ
り
し
乱
れ
髪
の
君
（『
明
星
』
第
九
号
、
明
三
三
・
一
二
）

と
い
っ
た
よ
う
に
恋
愛
の
歌
が
多
く
、「
丈
夫
調
」・「
虎
剣
調
」
の
よ
う
な
雄
々
し
さ
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
「
歓

喜
に
満
ち
た
恋
の
陶
酔
と
感
激
」注

三
一で
あ
り
、「
自
意
識
の
強
い
浪
漫
的
精
神
の
高
揚
」注
三
二で
あ
る
。
鉄
幹
が
目
指
し
た
短
歌
革
新
は
、
晶
子
と

出
会
っ
た
こ
と
で
形
を
変
え
、
そ
の
思
い
は
や
が
て
晶
子
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。『
紫
』
の
創
刊
か
ら
約
四
ヶ
月
後
、
つ
い
に
晶
子

の
『
み
だ
れ
髪
』
は
創
刊
さ
れ
た
。
鉄
幹
が
『
紫
』
で
示
し
た
恋
愛
に
よ
る
自
我
の
解
放
は
『
み
だ
れ
髪
』
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
短
歌
界

だ
け
で
は
な
く
世
界
中
に
衝
撃
を
与
え
た
。
そ
れ
は
旧
派
短
歌
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
自
分
自
身
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
そ
し
て
『
紫
』
が
な
け

れ
ば
『
み
だ
れ
髪
』
は
な
く
、
鉄
幹
が
い
な
け
れ
ば
歌
人
・
与
謝
野
晶
子
は
い
な
か
っ
た
。
鉄
幹
は
ま
さ
し
く
歌
人
・
与
謝
野
晶
子
を
作
り

上
げ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
晶
子
の
恋
愛
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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終
わ
り
に

晶
子
は
「
人
及
び
女
と
し
て
」
の
中
で
「
妻
の
意
義
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
共
の
結
婚
は
媒
酌
人
が
先
に
立
つ
て
居
な
い
、
二
人
の
愛
の
交
感
と
思
想
上
の
理
解
が
先
に
な
り
基
礎
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。
雙

方
の
靈
と
肉
を
愛
重
し
合
ひ
愛
重
さ
れ
合
ふ
關
係
に
由
つ
て
對
等
に
協
力
し
て
生
き
て
行
か
う
と
す
る
の
が
私
共
の
實
行
し
て
居
る
結

婚
生
活
で
す
。
愛
の
交
感
も
思
想
上
の
理
解
も
な
い
男
女
が
、
男
は
女
を
見
く
び
り
、
女
は
男
に
頼
り
過
ぎ
て
屈
従
し
な
が
ら
、
そ
れ

で
良
人
で
あ
り
妻
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
私
共
の
堪
へ
得
な
い
所
で
す
。

注
三
三

晶
子
は
「
内
容
も
形
式
も
古
來
の
型
に
由
る
こ
と
な
く
」注
三
四詠
ま
れ
た
鉄
幹
の
歌
を
見
て
、
自
己
流
の
歌
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
鉄

幹
に
感
銘
を
受
け
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
短
歌
革
新
を
目
指
し
て
い
た
鉄
幹
と
の
魂
の
共
鳴
で
あ
り
、
晶
子
が
述
べ
て
い
る
「
思
想
の
理

解
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
晶
子
が
鉄
幹
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
鉄
幹
に
出
会
う
ま
で

晶
子
に
と
っ
て
恋
愛
は
想
像
の
中
の
出
来
事
だ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
恋
愛
と
は
無
縁
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
晶
子
は
、
鉄
幹
に
出
会
い
、
い
つ

し
か
歌
人
と
し
て
で
は
な
く
一
人
の
男
性
と
し
て
鉄
幹
を
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
晶
子
に
と
っ
て
自
我
の
目
覚
め
で
あ
り
、
そ
れ
を

表
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
歌
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
登
美
子
も
歌
人
・
与
謝
野
晶
子
に
と
っ
て
重
要
な
存

在
だ
っ
た
。
時
に
は
鉄
幹
を
取
り
合
う
恋
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
、
時
に
は
『
明
星
』
を
代
表
す
る
女
性
歌
人
と
し
て
、
晶
子
と
登
美
子
は
同

じ
時
間
を
過
ご
し
、
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
合
っ
て
い
た
。
登
美
子
の
結
婚
で
違
う
道
を
歩
む
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
晶
子
に
と
っ
て

登
美
子
は
、
青
春
の
時
を
共
に
過
ご
し
た
唯
一
無
二
の
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

晶
子
が
鉄
幹
に
出
会
っ
て
か
ら
結
ば
れ
る
ま
で
、
登
美
子
や
林
滝
野
な
ど
他
の
女
性
の
問
題
や
、
裸
体
画
掲
載
に
よ
る
『
明
星
』
の
発
禁

（
明
三
三
・
一
一
）、
鉄
幹
の
醜
聞
を
告
発
し
た
『
文
壇
照
魔
鏡
』
事
件
（
明
三
四
・
三
～
四
）
な
ど
、
様
々
な
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
そ
ん

な
中
で
何
よ
り
も
二
人
を
繋
げ
て
い
た
の
は
歌
で
あ
り
「
思
想
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
繋
が
り
は
途
切
れ
る
こ
と
は
な
く
、
生

涯
続
い
て
い
た
。

こ
も
り
居
に
集
の
歌
ぬ
く
ね
た
み
妻
五
月
の
や
ど
の
二
人
う
つ
く
し
き
（『
み
だ
れ
髪
』、
明
三
四
・
八
）

日
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学
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こ
れ
は
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
鉄
幹
を
選
び
、
鉄
幹
と
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
を
決
め
た
晶
子
の
、
清
々
し
く
も
強
い
覚
悟
が
表
れ

て
い
る
。
鉄
幹
と
共
に
生
き
る
こ
と
は
、
歌
人
と
し
て
、
ま
た
女
と
し
て
生
き
た
晶
子
の
至
上
の
喜
び
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
一　
『
新
文
芸
読
本　

与
謝
野
晶
子
』
清
水
勝
発
行
（
河
出
書
房
新
社
、
平
三
・
六
）「「
み
だ
れ
髪
」
の
女
」
田
辺
聖
子
著
（
初
出
：
『
人
物
日
本
の
女
性

史　

第
一
二
巻　

教
育
・
文
学
へ
の
黎
明
』
集
英
社
、
昭
五
三
・
二
）

注
二　
『
近
代
文
学
作
品
論
叢
書
４　

与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』
作
品
論
集
成
Ⅰ
』
逸
見
久
美
編
（
大
空
社
、
平
九
・
一
一
）「
み
だ
れ
髪
を
読
む
」
な
に

が
し
（
上
田
敏
）
著
（
初
出
：
『
明
星
』
第
一
六
号
、
新
詩
社
、
明
三
四
・
一
〇
）

注
三　
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

近
代
短
歌
』
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
（
有
精
堂
、
昭
四
八
・
五
）「『
み
だ
れ
髪
』
論
―
近
代
短
歌
の
光
栄
―
」

小
田
切
秀
雄
著
（
初
出
：
『
古
典
研
究
』
昭
和
一
四
年
一
〇
号
）

注
四　

注
三
と
同
書

注
五　
『
近
代
文
学
作
品
論
叢
書
４　

与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』
作
品
論
集
成
Ⅱ
』
逸
見
久
美
編
（
大
空
社
、
平
九
・
一
一
）「
与
謝
野
晶
子　

み
だ
れ
髪

の
浪
曼
的
感
覺
」
日
夏
耿
之
介
著
（
初
出
：
『
明
治
大
正
詩
人
』〈
要
選
書
５
〉
要
書
房
、
昭
二
五
・
七
）

注
六　
『
晶
子
と
寛
の
思
い
出
』
与
謝
野
光
著
（
思
文
閣
出
版
、
平
三
・
九
）

注
七　

注
六
と
同
書

注
八　
『
定
本　

與
謝
野
晶
子
全
集　

第
十
三
巻　

短
歌
評
論
』
与
謝
野
晶
子
著
（
講
談
社
、
昭
五
五
・
四
）「
歌
の
つ
く
り
や
う
」（
初
出
：
『
歌
の
作
り
や

う
』
与
謝
野
晶
子
著
、
金
尾
文
淵
堂
、
大
四
・
一
二
）

注
九　

注
六
と
同
書

注
一
〇　
『
山
川
登
美
子
』
竹
西
寛
子
著
（
講
談
社
、
昭
六
〇
・
一
〇
）

注
一
一　
『
晶
子
・
登
美
子
・
明
治
の
新
し
い
女
―
愛
と
文
学
―
』
西
尾
能
仁
著
（
有
斐
閣
、
昭
六
一
・
八
）

注
一
二　

注
一
一
と
同
書

注
一
三　

注
一
一
と
同
書
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注
一
四　
『
評
伝
・
與
謝
野
鐵
幹
晶
子
』
逸
見
久
美
著
（
八
木
書
店
、
昭
五
〇
・
四
）

注
一
五　

注
一
四
と
同
書

注
一
六　

注
一
四
と
同
書

注
一
七　

注
一
四
と
同
書

注
一
八　
『
鉄
幹
晶
子
全
集
１
』
与
謝
野
寛
著
（
勉
誠
出
版
、
平
一
三
・
一
二
）『
東
西
南
北
』

注
一
九　

注
一
八
と
同
書

注
二
〇　

注
一
八
と
同
書

注
二
一　

注
一
四
と
同
書

注
二
二　

注
八
と
同
書
。「
晶
子
歌
話
」（
初
出
：
『
晶
子
歌
話
』
天
佑
社
、
大
八
・
一
〇
）

注
二
三　

注
二
二
と
同
様

注
二
四　

注
二
二
と
同
様

注
二
五　

注
二
二
と
同
様

注
二
六　

注
二
二
と
同
様

注
二
七　
『
鉄
幹
晶
子
全
集
別
巻
２
』
与
謝
野
寛
・
与
謝
野
晶
子
著
（
勉
誠
出
版
、
平
二
八
・
五
）

注
二
八　

注
二
七
と
同
書

注
二
九　

注
二
七
と
同
書

注
三
〇　
『
近
代
文
学
作
品
論
叢
書
４　

与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』
作
品
論
集
成
Ⅲ
』
逸
見
久
美
編
（
大
空
社
、
平
九
・
一
一
）「
み
だ
れ
髪
の
成
立
と
鉄

幹
・
晶
子
」
島
津
忠
夫
著
（
初
出
：
『
国
語
国
文
』
第
四
七
巻
第
一
〇
号
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
學
国
文
学
研
究
室
・
中
央
図
書
出
版
、
昭
五

三
・
一
〇
）

注
三
一　

注
一
四
と
同
書

注
三
二　

注
一
四
と
同
書

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
三
号
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注
三
三　
『
定
本　

與
謝
野
晶
子
全
集　

第
一
五
巻　

評
論
感
想
集
二
』
与
謝
野
晶
子
著
（
講
談
社
、
昭
五
五
・
五
）「
人
及
び
女
と
し
て
」（
初
出
：
『
人
及

び
女
と
し
て
』
天
弦
堂
書
房
、
大
五
・
四
）

注
三
四　

注
二
二
と
同
様

※
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
『
定
本　

與
謝
野
晶
子
全
集　

第
一
巻　

歌
集
一
』（
与
謝
野
晶
子
著
、
講
談
社
、
昭
五
四
・
一
一
）
と
併
せ
て
『
新
み
だ
れ
髪
全
釈
』

（
逸
見
久
美
著
、
八
木
書
店
、
平
八
・
六
）
を
用
い
た
。
な
お
、
本
稿
中
の
晶
子
の
引
用
歌
は
全
て
『
新
み
だ
れ
髪
全
釈
』
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
表
記
は

　

変
え
ず
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

※
本
稿
中
取
り
上
げ
た
山
川
登
美
子
の
歌
に
つ
い
て
、
引
用
は
主
に
『
明
治
文
學
全
集
51　

與
謝
野
鐵
幹
與
謝
野
晶
子
集　

附
明
星
派
文
學
集
』（
与
謝
野
鉄

幹
他
著
、
筑
摩
書
房
、
昭
四
三
・
五
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
記
載
の
な
い
も
の
は
『
山
川
登
美
子
』（
竹
西
寛
子
著
、
講
談
社
、
昭
六
〇
・
一

　

〇
）
や
『
晶
子
・
登
美
子
・
明
治
の
新
し
い
女
―
愛
と
文
学
―
』（
西
尾
能
仁
著
、
有
斐
閣
、
昭
六
一
・
八
）
か
ら
引
用
し
た
。

※
本
稿
中
取
り
上
げ
た
与
謝
野
鉄
幹
の
作
品
に
つ
い
て
、『
東
西
南
北
』
所
収
の
歌
の
引
用
は
全
て
『
鉄
幹
晶
子
全
集
１
』（
与
謝
野
寛
著
、
勉
誠
出
版
、
平

一
三
・
一
二
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、『
紫
』
所
収
の
歌
の
引
用
は
全
て
『
鉄
幹
晶
子
全
集
２
』（
与
謝
野
寛
・
与
謝
野
晶
子
著
、
勉
誠
出
版
、
平
一
四
・

八
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
表
記
は
変
え
ず
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

※
取
り
上
げ
た
作
品
の
最
後
に
は
必
要
に
応
じ
て
初
出
を
明
記
し
、（
）
で
く
く
っ
た
。

※
本
稿
で
記
載
し
た
鉄
幹
の
略
歴
は
『
評
伝
・
與
謝
野
鐵
幹
晶
子
』（
逸
見
久
美
著
、
八
木
書
店
、
昭
五
〇
・
四
）
を
参
照
し
た
。
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『
み
だ
れ
髪
』
論

─
与
謝
野
鉄
幹
と
山
川
登
美
子

─


