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ヒ

ム
同

「
砧
」

の
修
辞

故
事
引
用

と
構
想

の
方
法
及
び
女
の
ド
ラ
　
マ

と
し
て
の
視
点

稲
　
　
田
　
　
秀

雄

は

じ
　
め

に

　
劇
を
推
進
せ
し
め
る
力
と
は
何
か
。
そ
れ
は
い
か
た
る
人
物
に
１
、
ど
の
よ
う

な
か
た
ち
で
担
わ
れ
て
い
る
の
か
。
劇
中
に
お
け
る
人
物
の
位
相
は
い
う
ま
で

も
な
く
そ
の
人
物
を
と
り
ま
く
べ
く
設
定
・
仮
構
さ
れ
た
人
間
関
係
に
お
い
て

決
定
付
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
人
物
の
な
す
行
為
も
ま
た
仮
構
さ
れ
た
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

関
係
の
中
で
固
有
の
意
味
を
持
ち
、
そ
の
行
為
の
結
果
は
劇
の
結
末
へ
向
げ
て

然
る
べ
く
方
向
付
げ
ら
れ
る
。
人
間
関
係
の
設
定
と
劇
中
人
物
の
な
す
行
為
の

動
機
付
げ
及
び
そ
の
結
果
、
こ
う
し
た
事
項
は
演
劇
の
構
想
・
構
造
を
分
析
す

る
際
、
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

中
世
演
劇
た
る
能
を
考
え
る
上
に
お
い
て
も
、
右
の
よ
う
な
視
点
は
有
効
で

あ
る
は
ず
だ
。
む
ろ
ん
能
の
構
築
す
る
ド
ラ
マ
の
様
相
は
、
近
代
劇
の
そ
れ
と

は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
た
お
そ
こ
に
は
固
有
の
作
劇
法
が
存
在
す

　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

る
に
違
い
な
い
。
単
な
る
形
態
上
の
分
析
や
出
典
（
本
説
）
の
指
摘
の
み
に
終

る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
能
固
有
の
構
想
（
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
一
曲
の

叙
述
の
方
法
　
　
修
辞
の
方
法
と
い
っ
て
も
よ
い
　
　
と
深
く
関
わ
っ
て
い

る
）
や
構
造
を
と
ら
え
る
方
向
で
、
考
察
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
世
呵
弥
晩
年
の
傑
作
と
さ
れ
る
「
砧
」
を
と
り

あ
げ
、
そ
の
構
想
を
特
に
叙
述
の
方
法
（
具
体
的
に
は
故
事
引
用
の
方
法
）
か

ら
照
射
す
る
か
た
ち
で
、
こ
の
曲
の
も
つ
ド
ラ
マ
の
意
味
を
探
る
べ
く
、
さ
さ

や
か
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
砧
」
が
世
阿
弥
の
作
能
中
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
能
全
体
の
中
で
最
高

の
傑
作
た
る
位
置
を
占
め
て
い
る
事
情
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
賛
言
を
要
す
ま

い
。
『
申
楽
談
儀
』
に
お
げ
る
「
末
の
世
に
知
人
有
ま
じ
」
と
の
世
阿
弥
の
言



　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

葉
も
喧
伝
さ
れ
て
久
し
い
。

　
「
砧
」
の
作
品
と
し
て
の
評
価
は
専
ら
そ
の
詞
章
の
美
し
さ
に
集
中
し
て
き

た
と
い
え
る
。
そ
の
綴
密
な
言
葉
の
綾
を
解
き
ほ
ぐ
す
試
み
と
し
て
は
、
つ
と

　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
五
十
嵐
力
氏
・
能
勢
朝
次
氏
の
詳
細
た
鑑
賞
・
注
釈
が
あ
り
、
金
井
清
光
氏

　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

・
八
鴬
正
治
氏
・
表
章
氏
・
里
井
陸
郎
先
生
等
の
こ
の
作
品
を
め
ぐ
る
す
ぐ
れ

た
考
察
も
大
筋
に
お
い
て
は
何
ら
異
論
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
あ
え
て
こ
の
能
と
し
て
の
詞
章
の
美
を
き
わ
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

傑
作
を
取
り
上
げ
る
意
図
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
た
演
劇
と
し
て
の
分
析
を
基

本
と
し
、
そ
し
て
そ
の
構
想
を
修
辞
の
方
法
と
関
連
付
げ
て
考
え
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
こ
に
先
学
の
視
角
と
は
若
干
の
相
違
が
存
す
る
。
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
砧
」
の
中
で
引
か
れ
る
蘇
武
の
故
事
の
意
味
及
び
本
曲
を
女
の
ド
ラ
マ
と
し
て

評
価
す
る
と
い
う
二
つ
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
考
察
を
掘
り
下
げ
得
る
余

地
を
残
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
砧
」
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
人
問
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
。
ま
ず
こ
の

点
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
主
た
る
登
場
人
物
は
、
芦
屋
の
芙

の
妻
（
シ
テ
）
、
芦
屋
の
某
（
ワ
キ
）
、
侍
女
夕
霧
（
ツ
レ
）
で
あ
り
、
そ
の
他

に
芦
屋
の
某
の
従
者
（
ワ
キ
ツ
レ
）
、
同
下
人
（
ア
イ
）
が
登
場
す
る
。
す
た

わ
ち
「
砧
」
の
主
軸
と
た
る
人
問
関
係
は
シ
テ
ー
ワ
キ
の
関
係
つ
ま
り
夫
掃

（
男
女
）
関
係
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
人
の
介
在
す
る
余

　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ク
ク
シ

地
の
な
い
密
や
か
な
く
私
Ｖ
の
関
係
た
の
で
あ
る
。
夫
は
妻
を
想
い
妻
は
夫
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

想
う
と
い
う
関
係
が
当
然
こ
こ
に
は
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
夫
婦
間
に
お
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
思
い
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
は
基
本
的
に
そ
う
あ
ら
ね
ぱ
た
ら
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
と
こ
ろ
が
「
砧
」
に
お
い
て
は
、
夫
婦
関
係
に
ま
ず
大
き
た
断
絶
を
設
げ
て

い
る
。
そ
こ
か
ら
劇
は
始
発
す
る
の
で
あ
る
。
自
訴
の
た
め
在
京
し
て
三
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
．
～

た
る
芦
屋
の
某
は
、
「
あ
ま
り
に
古
里
の
こ
と
も
心
な
く
」
思
い
、
侍
女
の
夕

霧
を
故
郷
に
下
す
こ
と
に
す
る
。
芙
が
夕
霧
に
伝
え
る
伝
言
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

　
　
こ
の
年
の
暮
れ
に
は
必
ず
下
る
べ
き
よ
し
心
得
て
申
し
侯
へ

当
座
の
慰
め
か
は
い
ざ
知
ら
ず
、
こ
れ
は
は
る
か
海
山
を
隔
て
た
故
郷
の
妻
へ

　
　
　
　
か
ね
ご
と

向
げ
て
の
予
言
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
夫
の
伝
言
を
携
え
て
夕
霧

は
芦
屋
の
里
に
下
る
。
こ
れ
が
「
砧
」
と
い
う
能
の
始
ま
り
で
あ
る
。
ま
ず
設

定
さ
れ
た
妻
と
夫
を
隔
て
る
は
る
か
た
距
離
、
そ
し
て
そ
の
間
を
と
り
も
つ
べ

く
在
地
へ
向
げ
て
出
発
す
る
侍
女
、
「
砧
」
は
そ
の
始
発
に
お
い
て
ま
ず
夫
－

妻
問
の
断
絶
を
埋
め
ん
と
す
る
意
志
を
も
っ
て
展
開
を
起
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
故
郷
の
芦
屋
の
里
に
着
い
た
夕
霧
の
前
に
シ
テ
た
る
芙
の
妻
が
姿
を
現
わ
す
。

登
場
第
；
戸
で
あ
る
サ
シ
の
謡
は
、

　
　
そ
れ
鴛
鴛
の
衰
の
下
に
は
、
立
ち
去
る
思
ひ
を
悲
し
み
、
比
目
の
枕
の
下

　
　
に
は
、
波
を
隔
っ
る
愁
ひ
あ
り
、
ま
し
て
や
疎
き
妹
背
の
中
、
同
じ
世
を

　
　
だ
に
ー
忍
草
、
わ
れ
は
忘
れ
ぬ
音
を
泣
き
て
、
袖
に
鉄
れ
る
涙
の
雨
の
、
晴

　
　
れ
間
稀
れ
次
る
心
か
次



と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
現
在
の
シ
テ
の
境
遇
が
的
確
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
「
鴛
鴛
の
奏
」
・
「
比
目
の
枕
」
は
男
女
伸
睦
ま
じ
い
警
え
と
し
て
周
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
も
の
、
そ
れ
ら
は
共
に
男
女
が
ひ
た
と
寄
り
添
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ

る
。
そ
う
い
う
こ
ま
や
か
な
男
女
の
間
柄
で
あ
る
か
ら
余
計
に
。
、
「
立
ち
去
る

思
ひ
」
・
「
波
を
隔
つ
る
愁
ひ
」
は
耐
え
難
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
対
置

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
れ
て
（
「
ま
し
て
や
」
と
い
う
語
を
蝶
番
に
し
て
）
「
疎
き
妹
背
の
中
」
で
あ

る
シ
テ
の
境
遇
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
よ
う
な
対
比
（
対
照
）
の
方
法
は
世

阿
弥
が
し
ぱ
し
ぱ
用
い
る
と
こ
ろ
だ
。
男
女
一
般
の
く
深
き
妹
背
の
中
Ｖ
（
鴛

鴛
・
比
目
）
に
シ
テ
の
固
有
の
状
況
く
疎
き
妹
背
の
中
Ｖ
が
く
っ
き
り
と
対
照

さ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
他
の
曲
の
例
を
掲
げ
て
み
る
と
、

　
　
高
砂
住
吉
の
、
松
は
非
情
の
物
だ
に
も
、
相
生
の
名
は
あ
る
ぞ
か
し
、
ま

　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
し
て
や
生
あ
る
人
と
し
て
、
年
久
し
く
も
住
吉
よ
り
、
通
ひ
慣
れ
た
る
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
と
姥
は
、
松
も
ろ
と
も
に
こ
の
年
ま
で
、
相
老
い
の
夫
婦
と
な
る
も
の
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
高
砂
」
）

　
　
こ
の
程
は
、
部
の
住
ま
ひ
に
慣
れ
慣
れ
て
、
部
の
住
ま
ひ
に
慣
れ
慣
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
た
ま
た
ま
帰
る
古
里
の
、
昔
の
春
に
引
き
替
へ
て
。
今
は
物
憂
き
秋
暮
れ

　
　
て
、
は
や
時
雨
降
る
旅
衣
、
萎
る
る
袖
の
身
の
果
て
を
、
忍
び
忍
び
に
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
り
げ
り
、
忍
び
忍
び
に
上
り
げ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
清
経
」
）

　
　
む
か
し
伸
麿
が
、
む
か
し
仲
麿
が
、
わ
が
目
の
本
を
思
ひ
や
り
、
天
の
原
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
ふ
り
さ
げ
見
る
と
詠
め
げ
る
、
三
笠
の
山
か
げ
の
月
か
も
。
そ
れ
は
明
州

　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
の
月
な
れ
や
、
こ
こ
は
奈
良
の
都
の
、
春
日
の
ど
げ
き
気
色
か
な
、
春
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
の
ど
げ
き
気
色
か
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
野
守
」
）

は
か
ら
ず
も
前
二
者
（
「
高
砂
」
・
「
清
経
」
）
は
「
砧
」
と
は
ま
た
異
な
っ
た
か

た
ち
で
妹
背
（
夫
婦
）
の
関
係
を
扱
っ
た
能
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
傍
点
を
付

し
た
「
ま
し
て
や
」
・
「
引
き
替
へ
て
」
を
境
に
、
明
確
な
対
比
（
対
照
）
を
見

せ
て
い
る
。
非
情
の
松
－
生
あ
る
人
、
昔
の
春
－
今
の
秋
と
、
そ
の
相
対
す
る

イ
メ
ー
ジ
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
三
番
目
の
「
野
守
」
の
例
は
一
種
の
故
事
引
用

で
も
あ
っ
て
、
や
は
り
「
そ
れ
」
・
「
こ
こ
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
指
示
さ
れ
る

明
州
の
月
－
奈
良
の
春
目
と
い
う
対
照
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ト
リ
ツ
ク

　
こ
の
よ
う
な
細
部
の
修
辞
で
も
、
特
に
世
阿
弥
の
場
合
は
能
全
体
の
構
想
に

深
い
関
わ
り
を
も
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
採
用
し
効
果
を
上
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
砧
」
に
も
ど
れ
ば
、
シ
テ
の
登
場
第
；
戸
に
お
い
て
こ
の
能
全
体
が
示
し
て

い
る
夫
－
妻
の
断
絶
（
そ
れ
は
ま
ず
第
一
義
的
に
は
空
間
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

当
然
空
間
の
隔
た
り
は
思
い
の
隔
り
を
も
誘
い
出
す
）
の
イ
メ
ー
ジ
（
「
疎
き

妹
背
の
中
」
）
が
、
　
一
方
に
濃
密
な
男
女
の
仲
の
警
え
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、

対
比
的
に
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
手
法
で
あ
ろ
う
。

　
続
く
シ
テ
と
ツ
レ
タ
霧
と
の
問
答
で
も
、
シ
テ
の
内
面
に
積
も
る
孤
閨
の
想

い
が
言
葉
の
は
し
ぱ
し
に
現
わ
れ
る
絶
妙
さ
を
見
せ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
遠
く

離
れ
た
都
の
夫
を
思
い
恨
む
シ
テ
の
屈
折
し
た
心
情
が
か
げ
は
な
れ
た
二
つ
の

空
間
（
都
－
芦
屋
の
里
）
に
あ
ら
た
な
意
味
付
げ
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

ん
宮
づ
か
ひ
の
隙
も
な
く
て
、
，
心
ユ
り
ほ
か
に
三
年
ま
で
、
都
に
こ
そ
は
侯
し

か
」
と
い
う
夕
霧
の
言
葉
に
対
し
、
シ
テ
が
、

　
　
な
に
都
住
ま
ひ
を
心
の
ほ
か
と
や
、
思
ひ
遺
れ
げ
に
は
都
の
花
盛
り
、
慰

　
　
み
多
き
折
々
に
だ
に
、
憂
き
は
心
の
慣
ら
ひ
ぞ
か
し
、
地
郡
の
住
ま
ひ
に

　
　
秋
の
暮
れ
、
人
目
も
草
も
離
れ
離
れ
の
、
契
り
も
絶
え
果
て
ぬ
、
な
に
を

　
　
頼
ま
ん
身
の
行
く
へ
。

と
述
懐
す
る
よ
う
に
、
〈
都
Ｖ
に
対
す
る
く
郡
Ｖ
の
関
係
が
現
わ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
花
盛
り
な
ど
慰
み
の
多
い
花
の
都
に
お
い
て
さ
え
憂
さ
は
生
じ
る
の

で
あ
り
、
ま
し
て
郡
に
居
る
自
分
は
も
は
や
そ
の
田
舎
暮
ら
し
に
飽
き
果
て
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
る
　
　
と
こ
こ
に
も
ま
た
、
都
－
郡
の
明
確
な
対
比
に
お
げ
る
シ
テ
の
境
遇

の
あ
ぶ
り
出
し
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
　
「
砧
」
の
空
間
は
、
現
前
す
る
舞
台
面

と
し
て
は
九
州
芦
屋
の
里
が
中
心
で
あ
る
げ
れ
ど
も
、
一
方
の
極
と
し
て
っ
ね

に
く
都
Ｖ
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
都
と
郡
、
そ
こ
に
い
る
夫
と
妻
、
こ
の
か
げ

は
な
れ
た
空
間
関
係
と
人
間
関
係
の
設
定
こ
そ
、
後
に
詳
し
く
考
察
す
る
蘇
武

の
故
事
と
き
わ
め
て
深
い
関
わ
り
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
劇
の
展
開
を
追
っ
て
み
て
、
い
く
つ
か
修
辞
（
叙
述
）
上

の
特
色
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
本
曲
全
体
の
構
想
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ

と
を
述
べ
た
。
能
に
お
げ
る
修
辞
法
の
間
題
は
今
後
の
考
察
に
お
い
て
極
め
て

重
要
た
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
掛

詞
や
縁
語
の
目
も
綾
た
る
駆
使
、
和
歌
や
詩
文
の
引
用
等
、
〈
つ
づ
れ
の
錦
Ｖ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

と
称
さ
れ
る
超
絶
技
巧
的
た
謡
曲
の
文
体
の
特
質
を
さ
ら
に
堀
り
下
げ
る
必
要

も
あ
る
が
、
そ
れ
は
従
来
必
ず
し
も
そ
の
能
一
曲
の
構
想
と
の
関
連
に
お
い
て

分
析
・
考
察
さ
れ
て
き
た
わ
げ
で
は
次
か
っ
た
。
今
後
我
々
の
な
す
べ
き
は
、

幾
度
も
述
べ
る
よ
う
に
構
想
・
構
造
論
の
一
環
と
し
て
の
修
辞
の
考
察
で
あ
ろ

う
。
そ
の
言
葉
が
た
ぜ
そ
こ
に
置
か
れ
る
の
か
。
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
と

い
う
間
題
（
出
典
の
考
察
）
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
謡
曲
の
言

葉
と
し
て
再
生
し
た
そ
れ
ら
は
、
そ
の
曲
固
有
の
文
脈
の
中
に
お
い
で
こ
そ
独

自
の
意
味
を
担
い
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
曲
固
有
の
文
脈
を
揚
定
す
る
の
は
そ

の
曲
の
構
想
に
他
放
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
次
に
論
じ
よ
う
と
す
る
故
事
引
用
－
警
え
引
き
の
方

法
は
、
そ
れ
自
体
能
の
修
辞
法
と
し
て
従
来
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
次
か
っ
た

も
の
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
能
の
構
想
と
深
く
関
わ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
明
白
で
あ
る
か
ら
、
十
分
考
察
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。
　
「
砧
」
の
作
品
と

し
て
の
比
類
の
た
さ
（
作
詞
上
の
評
価
に
よ
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
）
を
証

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
た
角
度
か
ら
の
分
析
も
た
さ
れ
る
べ
き
余
地

を
残
し
て
い
る
の
で
は
た
い
か
。

二

　
夫
へ
の
不
信
に
染
め
ら
れ
た
シ
テ
の
心
情
が
さ
ら
に
重
く
屈
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
舞
台
は
あ
ら
た
な
展
開
を
用
意
し
つ
つ
あ
る
。
続
い
て
の
問
答
は
、
次



な
る
砧
の
段
へ
の
展
開
を
導
き
出
す
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
（
実
は
そ
こ

に
蘇
武
の
故
事
が
引
用
さ
れ
る
の
だ
）
。
突
然
、
シ
テ
の
耳
に
届
い
た
の
は
、

何
や
ら
不
思
議
な
物
音
で
あ
る
。
そ
れ
は
里
人
の
打
っ
砧
の
音
で
あ
っ
た
。
こ

の
展
開
は
た
し
か
に
唐
突
で
は
あ
る
が
そ
れ
だ
げ
に
効
果
的
で
あ
る
。
聞
き
慣

れ
て
い
る
は
ず
の
砧
の
音
に
対
し
て
不
審
を
抱
く
の
は
不
自
然
と
い
え
ば
確
か

に
そ
う
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
に
っ
い
て
は
諸
家
の
様
々
な
解
釈
が
あ
る
。
し
か

し
演
劇
的
な
効
果
か
ら
み
て
こ
れ
は
必
ず
し
も
不
自
然
と
い
う
に
は
当
た
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
。
シ
テ
が
果
た
し
て
日
頃
か
ら
砧
の
音
を
聞
き
慣
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

題
で
は
な
く
（
そ
れ
は
も
は
や
劇
の
外
に
あ
る
こ
と
な
の
だ
）
、
こ
の
場
面
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

夕
霧
の
突
然
の
帰
郷
に
心
動
く
シ
テ
の
心
情
を
叙
し
来
た
っ
た
こ
の
場
面
に
お

い
て
砧
の
音
が
聞
こ
え
て
こ
そ
、
意
味
が
あ
る
。
従
っ
て
「
聞
き
慣
れ
て
い
る

は
ず
の
砧
の
音
さ
え
今
は
何
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
心
が
乱
れ
て
い
る
と
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
（
金
井
清
光
氏
）
よ
り
も
、
「
平
生
心
に
も
留
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
か
っ
た
物
が
、
折
に
ふ
れ
て
深
く
感
を
惹
い
た
」
と
す
る
五
十
嵐
力
氏
の
、

あ
る
い
は
「
今
ま
で
は
何
げ
な
く
き
き
す
ご
し
て
い
た
砧
の
音
が
特
別
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
ひ
び
き
を
も
っ
て
耳
乃
木
を
打
っ
た
」
と
す
る
里
井
陸
郎
先
生
の
見
解
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
砧
の
音
の
こ
の
場
面
に
お
げ
る
特
別
な
意
味
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

調
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
砧
の
音
に
対
す
る
感
応
と
「
特
別
な
意
味
」
の
発

、見
（
認
知
）
が
す
な
わ
ち
蘇
武
の
故
事
を
導
き
出
し
、
自
ら
砧
を
打
ち
出
す
に

至
る
劇
の
重
要
な
転
回
点
を
設
定
し
お
お
せ
る
。
　
「
げ
に
や
わ
が
身
の
憂
き
ま

　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

ま
に
古
言
の
思
ひ
出
で
ら
れ
て
侯
ふ
ぞ
や
」
と
の
シ
テ
の
詞
が
示
す
通
り
、
「
わ

が
身
」
の
憂
き
こ
と
を
深
く
思
い
屈
し
た
こ
の
時
点
に
お
け
る
シ
テ
の
心
情
と

た
ま
た
ま
聞
こ
え
て
き
た
砧
の
音
と
が
出
会
っ
て
始
め
て
、
シ
テ
に
思
い
も
よ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ら
ぬ
あ
ら
た
な
意
味
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
「
古
言
」

と
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
唐
土
に
蘇
武
と
言
つ
し
者
、
胡
國
と
や
ら
ん
に
捨
て
置
か
れ
し
に
。
、
古
里

　
　
に
留
め
置
き
し
妻
や
子
の
、
夜
寒
の
寝
寛
め
を
思
ひ
遣
り
、
高
楼
に
上
っ

　
　
て
砧
を
打
つ
、
志
し
の
末
通
り
げ
る
か
、
萬
里
の
ほ
か
な
る
蘇
武
が
旅
寝

　
　
に
、
故
郷
の
砧
聞
こ
え
げ
り
、

　
こ
れ
は
一
つ
の
枠
を
も
っ
た
伝
承
で
あ
り
、
異
国
の
故
事
の
引
用
が
な
さ
れ

て
い
る
わ
げ
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
故
事
の
引
用
の
持
つ
意
味
や
機
能
は
い
う
ま

で
も
な
く
前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
節
わ
ら
は
も
思
ひ
や
慰
む
と
、
と
て
も
淋
し
き
呉
織
、
綾
の
衣
を
砧
に
打
ち

　
　
て
、
心
を
慰
ま
ば
や
と
思
ひ
侯
。
　
　
　
　
（
傍
点
引
用
者
・
以
下
同
）

と
あ
る
通
り
、
こ
の
蘇
武
の
故
事
は
こ
れ
か
ら
シ
テ
が
砧
を
打
ち
出
す
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

動
機
付
げ
の
意
味
を
も
っ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
三
人
称
を
も
っ
て
語
り

出
さ
れ
た
故
事
に
続
け
て
一
人
称
（
「
わ
ら
は
」
）
の
意
志
が
述
べ
ら
れ
る
叙
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
方
法
（
そ
の
故
事
の
中
の
人
物
の
よ
う
に
あ
り
た
い
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

は
、
一
種
の
先
例
引
用
の
方
法
で
も
あ
り
、
警
え
引
き
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
例

引
き
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

　
特
定
の
故
事
を
先
例
と
し
て
引
く
修
辞
法
は
能
に
隈
ら
ず
広
く
目
本
の
、
特

に
中
世
の
諸
作
品
に
お
い
て
頻
繁
に
見
出
さ
れ
る
。
不
安
狂
る
行
為
の
裏
打
ち

に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
然
る
べ
き
故
事
が
引
か
れ
、
そ
の
行
為
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

付
げ
る
。
能
に
お
げ
る
故
事
引
用
（
警
え
引
き
あ
る
い
は
例
引
き
）
の
方
法
全

般
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
が
、
や
は
り
こ

の
よ
う
な
行
為
の
意
味
付
げ
ー
行
動
の
指
標
と
し
て
の
故
事
引
用
は
し
ぱ
し
ぱ

認
め
ら
れ
る
。
、
い
く
つ
か
他
の
曲
の
例
を
掲
げ
れ
ぱ
、
　
「
国
栖
」
の
中
で
浄
見

原
天
皇
（
天
武
天
皇
）
を
か
く
ま
っ
た
漁
夫
の
老
人
が
、
天
皇
の
食
べ
残
し
の

鮎
を
芳
野
川
に
放
そ
う
と
す
れ
ぱ
、
姥
は
放
し
た
と
て
生
き
返
る
べ
く
も
な
い

と
止
め
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
老
人
は
、

　
　
昔
も
去
た
め
し
あ
り
。
碑
功
皇
后
新
羅
を
平
げ
給
ひ
し
と
き
、
戦
の
占
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
た
に
あ
の
玉
嶋
川
に
て
鮎
を
つ
り
賜
ふ
。
其
ご
と
く
此
君
も
二
た
び
都
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
還
幸
な
ら
ぱ
、
、
此
魚
も
な
ど
か
い
き
ざ
ら
ん
と
、
・

と
、
神
功
皇
后
の
先
例
を
引
き
、
鮎
の
占
方
の
例
を
も
っ
て
、
今
放
と
う
と
す

る
魚
の
生
き
死
に
を
ま
た
占
方
に
か
げ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
他
、
「
放
下
僧
」

前
場
で
、
牧
野
小
二
郎
が
引
用
す
る
漢
の
李
広
の
故
事
は
親
の
敵
を
討
っ
て
孝

と
な
っ
た
先
例
で
も
あ
り
、
ま
た
同
時
に
兄
を
敵
打
ち
に
向
け
て
説
得
す
る
手

段
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
故
事
が
一
つ
の
指
標
と
し
て
遠
か
ら
ず
為
さ
れ
る
べ
き

行
為
を
指
し
示
し
て
い
る
機
能
に
は
変
り
は
な
い
。
ま
た
「
舟
弁
慶
」
の
ク
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

な
ど
は
そ
れ
全
体
が
一
っ
の
例
引
き
と
た
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
陶
朱
公
の
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

事
は
そ
の
ま
ま
義
経
の
境
遇
に
重
ね
合
わ
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
陶
朱

公
の
如
く
あ
る
べ
し
と
の
静
の
願
い
は
義
経
の
未
来
へ
向
げ
て
の
、
白
抽
子
に

ふ
さ
わ
し
い
予
祝
・
祝
言
た
り
得
て
い
る
。

　
「
砧
」
の
場
合
も
、
蘇
武
の
こ
と
が
引
か
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
故
事
引
用

の
方
法
の
一
環
で
あ
る
が
、
決
定
的
に
右
の
よ
う
た
諸
曲
と
は
異
た
る
点
が
存

す
る
。
そ
れ
は
例
に
掲
げ
た
諸
曲
で
は
、
神
功
皇
后
な
り
李
広
な
り
陶
朱
公
な

り
と
い
っ
た
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
の
故
事
は
、
ま
さ
に
そ
こ
一
箇
所
よ
り
他

に
は
引
か
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。
　
「
砧
」
に
お
げ
る
蘇
武
の
故
事
は
そ
う
で
は

た
く
、
今
の
箇
所
を
含
め
て
都
合
三
か
所
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
一
曲
中
に
幾
度
も
引
用
さ
れ
る
の
は
異
例
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
長
編
の
物
語
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
一
曲
の
能
の
中
で
集
中

的
に
一
人
の
人
物
の
故
事
が
（
警
え
や
先
例
と
し
て
）
引
か
れ
る
の
は
、
や
は

り
そ
の
曲
の
構
想
の
上
で
よ
ほ
ど
重
大
な
意
味
を
故
事
が
担
っ
て
い
る
か
ら
に

違
い
な
い
。

　
ま
ず
は
最
初
に
シ
テ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
蘇
武
の
故
事
を
仔
細
に
検
討
し

て
み
よ
う
。
こ
れ
は
厳
密
に
い
う
と
蘇
武
及
び
蘇
武
の
妻
子
に
関
す
る
故
事
で

あ
る
。
内
容
的
に
は
三
つ
の
事
を
述
べ
て
い
よ
う
。

　
○
ｏ
蘇
武
は
胡
国
に
捨
て
置
か
れ
た
。

　
似
　
そ
の
妻
子
は
蘇
武
の
夜
寒
を
思
い
や
っ
て
砧
を
打
っ
た
。

　
側
　
そ
の
音
が
万
里
を
隔
て
た
蘇
武
の
耳
に
届
い
た
。



　
こ
の
う
ち
○
ｏ
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
蘇
武
と
い
う
人
物
は
、
遠
く
漢
書
蘇

武
伝
に
そ
の
説
話
を
発
し
、
日
本
に
至
っ
て
多
彩
な
展
開
を
遂
げ
た
径
緯
は
す

で
に
先
学
の
論
究
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
砧
」
に
引
用
さ
れ
た
蘇
武
の
説

話
も
そ
う
し
た
目
本
に
お
げ
る
変
容
と
展
開
の
中
に
位
置
付
げ
ら
れ
よ
う
。
ま

ず
○
Ｄ
の
モ
テ
ィ
ｉ
フ
は
、
は
る
か
に
故
郷
を
隔
て
た
胡
国
の
地
に
残
し
置
か
れ

た
蘇
武
の
境
遇
を
示
す
周
知
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
次
の
の
ゆ
は
い
か
が

で
あ
ろ
う
か
。
『
東
大
寺
諏
謂
文
稿
』
、
『
今
昔
物
語
集
』
、
『
蒙
求
和
歌
』
、
『
俊
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

髄
脳
』
、
『
宝
物
集
』
、
『
平
家
物
語
』
諸
本
等
に
見
ら
れ
る
蘇
武
説
話
（
た
い
し

は
そ
れ
を
下
敷
き
に
し
た
修
辞
的
引
用
）
に
は
全
く
見
出
せ
な
い
モ
テ
ィ
ー
フ

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
、
の
に
つ
い
て
は
従
来
『
和
漢
朗
詠
集
註
』
と
の
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

り
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ぱ
内
閣
文
庫
本
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
で
は
、

　
）

　
４
１
織
錦
機
中
　
已
弁
相
思
之
字

　
○

　
　
擦
衣
砧
上
　
俄
添
怨
別
之
聲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
　
八
月
十
五
夜
）

の
下
の
句
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
或
本
云
蘇
武
一
胡
也
二
久
ク
盾
テ
以
不
レ
飯
其
妻
毎
レ
ニ
秋
穣
レ
衣
ヲ
為
ニ
ス
以
テ

　
　
待
。
ソ
ト
夫
ヲ
云
々

と
あ
り
、
蘇
武
の
妻
が
夫
を
思
い
秋
ご
と
に
衣
を
打
っ
て
待
っ
て
い
た
と
い
う

伝
承
が
明
ら
か
に
注
釈
の
か
た
ち
を
も
っ
て
生
じ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
昨
今

関
心
の
高
ま
っ
て
い
る
朗
詠
注
の
世
界
を
探
る
端
緒
と
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

今
は
そ
の
力
も
余
裕
も
な
い
。
後
考
を
ま
っ
と
し
て
、
残
り
の
に
幻
に
っ
い
て
考

え
よ
う
。

　
岬
の
モ
テ
ィ
ー
フ
も
あ
る
い
は
朗
詠
注
の
世
界
に
見
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ

が
、
今
は
ま
ず
目
蓮
遺
文
の
存
在
を
示
し
て
お
き
た
い
。
目
蓮
遺
文
引
用
の
蘇

武
説
話
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
今
成
元
昭
氏
が
『
平
家
』
と
の
関
連
を
中
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

し
て
考
察
さ
れ
て
お
り
、
　
「
砧
」
と
の
関
連
に
お
い
て
は
佐
伯
真
一
氏
も
注
目

　
　
　
　
ゆ

さ
れ
て
い
た
。
が
、
能
研
究
の
サ
イ
ド
か
ら
は
ま
だ
あ
ま
り
分
析
さ
れ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
あ
え
て
紹
介
し
て
み
る
。
今
成
氏
が
編
ま
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
軍
記
物
・
説
話
関
係
目
蓮
遺
文
抄
」
の
中
で
は
、
蘇
武
に
関
す
る
引
用
は
八

か
所
見
出
さ
れ
る
。
と
り
わ
げ
側
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
二
つ
、
ま
ず

弘
安
三
年
十
一
月
二
目
付
の
『
持
抄
尼
御
前
御
返
事
』
に
、

　
　
蘇
武
と
申
せ
し
っ
わ
も
の
は
、
漢
王
の
御
使
一
」
胡
国
と
申
ス
国
に
入
リ
て

　
　
十
九
年
、
め
（
妻
）
も
お
と
こ
（
夫
）
を
は
な
れ
、
お
と
こ
も
わ
す
る
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぬ

　
　
事
な
し
。
あ
ま
り
の
こ
ひ
（
恋
）
し
さ
に
、
お
と
こ
の
衣
を
秋
ご
と
に
き

　
　
ぬ
た
の
う
へ
に
て
う
ち
け
る
が
、
お
も
ひ
や
と
を
り
て
ゆ
き
に
け
ん
、
お

　
　
ど
こ
の
み
二
に
き
こ
へ
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
引
用
者
）

と
あ
り
、
弘
安
三
年
五
月
四
日
付
の
『
妙
心
尼
御
前
御
返
事
』
に
、

　
　
あ
の
蘇
武
が
胡
国
に
十
九
年
、
ふ
る
さ
と
の
妻
や
子
と
の
こ
ひ
し
さ
に
。
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
雁
の
足
に
っ
げ
し
ふ
み
。
安
部
ノ
伸
磨
呂
が
漢
土
に
て
目
本
へ
か
へ
さ
れ

　
　
ざ
り
し
時
、
東
よ
り
い
で
し
月
を
み
て
、
あ
の
か
す
が
の
（
春
目
野
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

月
よ
と
な
が
め
し
も
身
に
あ
た
り
て
こ
そ
お
は
す
ら
め
。
（
中
略
）
　
ち
ん

し
（
陳
子
）
が
か
父
み
（
鏡
）
の
鳥
の
つ
ね
に
つ
げ
（
告
）
し
が
ご
と
く

、

　
　
蘇
武
が
（
妻
）
の
き
ぬ
た
の
こ
え
の
き
こ
へ
し
が
ご
と
く
、
さ
ぱ
せ
か
い

　
　
の
事
を
冥
途
に
つ
げ
さ
せ
給
ふ
ら
ん
。
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
引
用
者
）

と
あ
る
。
前
者
に
は
能
「
砧
」
に
引
か
れ
る
ｃ
ｏ
の
側
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
ほ
ぽ
出

揃
っ
て
お
り
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
後
者
も
能
「
松
山
鏡
」
の
ク
セ
に
引

か
れ
る
陳
子
の
故
事
と
対
に
た
っ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
も
か
く
こ
こ
に
能
に
先
立
っ
蘇
武
の
妻
の
故
事
が
見
出
せ
た
わ
げ
で
あ
る
。

し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
繰
り
返
す
よ
う
に
劇
中
で
引
用
さ
れ
る
故
事
の
意
味

は
そ
の
劇
の
文
脈
に
照
ら
し
て
考
察
さ
れ
ね
ぱ
た
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

蘇
武
の
説
話
が
も
つ
人
問
関
係
と
今
進
行
し
つ
つ
あ
る
能
「
砧
」
に
お
げ
る
人

間
関
係
は
明
確
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
設
定
を
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ぱ
シ
テ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

芦
屋
の
某
の
妻
は
、
こ
こ
で
蘇
武
の
妻
た
ら
ん
と
す
る
わ
げ
で
あ
る
。
胡
国
に

い
る
蘇
武
１
そ
れ
を
思
い
や
る
妻
の
関
係
は
そ
の
ま
ま
都
に
い
る
夫
ー
そ
れ
を

思
い
恨
む
シ
テ
（
妻
）
の
関
係
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
は
る
か
な
空
間
を
隔
て

て
妻
の
打
つ
砧
の
音
が
聞
こ
え
た
と
い
う
感
動
的
た
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
や
は
り

旧
来
の
蘇
武
説
話
が
孕
ん
で
い
た
く
恩
愛
Ｖ
の
テ
ー
マ
を
妻
の
側
か
ら
の
視
点

を
も
っ
て
さ
ら
に
倍
加
・
強
調
せ
し
め
た
と
い
え
よ
う
。
私
が
重
視
し
た
い
の

は
、
こ
の
よ
う
た
妻
（
女
性
）
の
側
か
ら
の
発
想
を
含
ん
だ
モ
テ
ィ
ー
フ
を
世

阿
弥
が
わ
ざ
と
採
り
上
げ
た
事
実
で
あ
る
。
訴
訟
の
た
め
都
に
滞
在
す
る
夫
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

そ
れ
を
故
郷
で
待
つ
妻
と
い
う
設
定
は
お
そ
ら
く
当
時
の
時
代
状
況
の
中
で
む

し
ろ
目
常
的
で
あ
っ
た
事
柄
の
反
映
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
普
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
る
も
の
に
っ
な
ぎ
と
め
得
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
蘇
武
の
妻
の
説
話
の
導

入
で
あ
っ
た
の
で
は
た
い
か
。
世
阿
弥
は
明
ら
か
に
女
性
の
側
の
発
想
（
視
点
）

に
よ
っ
て
一
貫
す
る
劇
を
構
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

　
シ
テ
が
砧
を
打
つ
に
至
る
第
五
段
及
び
第
六
段
（
大
系
本
『
謡
曲
集
』
の
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
イ
守
ツ
ク
ス

区
分
に
従
う
）
は
前
場
に
お
げ
る
山
場
で
あ
る
。
こ
こ
に
展
開
さ
れ
る
詞
章

の
妙
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ
立
て
る
ま
で
も
な
い
が
、
注
意
し
て
お
き
た
い

の
は
、
な
ぜ
、
何
の
た
め
に
シ
テ
の
芦
屋
の
芙
の
妻
は
砧
を
打
つ
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
自
ら
の
思
い
を
慰
め
る
た
め
た
の
だ
が
、
さ

ら
に
い
え
ぱ
、
こ
の
能
で
シ
テ
の
打
ち
出
す
砧
の
音
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
遠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
づ
れ

く
離
れ
た
夫
へ
向
げ
て
妻
よ
り
発
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
一
種
の
く
音
信
Ｖ
な
の

で
は
な
い
か
。
重
要
た
の
は
砧
の
音
た
の
で
あ
る
。
先
に
引
か
れ
た
蘇
武
の
妻

の
故
事
に
お
い
て
も
力
点
は
ｃ
カ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
あ
の
故
事
は
遠
く
か
げ
は
な
れ
た
夫
婦
の
間
に
（
特
に
妻
か
ら
夫
へ

向
げ
て
）
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
が
成
り
立
っ
た
と
い
う
例
と
解
す
べ

き
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
さ
に
能
「
砧
」
の
シ
テ
も
そ
う
し
た
夫
婦
相
互
の

意
志
の
疎
通
を
限
り
な
く
欲
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
自
ら
の
胸
の
思
い
を
慰



め
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
積
極
的
な
意
味
を
、
こ
の
擦
衣
の
行
為
は
担
っ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
女
は
せ
め
て
「
思
ひ
を
述
ぶ
る
」
便
り
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
る
か
た
都
の
地
に
い
る
夫
へ
向
け
て
、
砧
の
音
と
い
う
く
音
信
Ｖ
を
伝
え
ん

と
す
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
蘇
武
が
旅
寝
は
北
の
國
、
こ
れ
は
東
の
空
な
れ
ぱ
、
西
よ
り
来
る
秋
の
風

　
　
の
、
吹
き
送
れ
と
、
間
遠
の
衣
打
た
う
よ
。

　
再
び
蘇
武
の
名
が
引
か
れ
る
。
こ
こ
で
蘇
武
と
芦
屋
の
某
が
対
比
的
関
係
に
。

置
か
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
蘇
武
は
北
の
胡
国
に
捨
て
ら
れ
、
芦
屋

の
某
は
こ
の
芦
屋
の
里
よ
り
東
に
あ
た
る
都
に
い
る
。
蘇
武
と
某
が
対
比
的
に

置
か
れ
た
修
辞
法
は
、
シ
テ
が
あ
く
ま
で
蘇
武
の
妻
の
故
事
を
な
ぞ
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

砧
を
打
つ
こ
と
を
さ
ら
に
。
強
調
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
風
の
イ
メ
ー

ジ
が
こ
の
あ
た
り
の
詞
章
に
は
ふ
ん
だ
ん
に
鐘
め
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も

な
く
砧
の
音
を
伝
え
る
の
は
風
だ
。
風
は
妻
か
ら
発
せ
ら
れ
た
く
音
信
Ｖ
の
運

び
手
で
あ
る
。
た
め
に
、

　
　
古
里
の
、
軒
端
の
松
も
心
せ
よ
、
己
が
枝
々
に
、
嵐
の
音
を
残
す
な
よ
、

　
　
今
の
砧
の
聲
添
へ
て
、
君
が
そ
な
た
に
吹
げ
や
風
。

と
の
風
に
対
す
る
呼
び
か
げ
も
自
ず
か
ら
納
得
さ
れ
る
。
ま
さ
に
シ
テ
に
と
っ

て
砧
を
打
つ
こ
と
は
、
た
ん
に
衣
を
や
わ
ら
げ
る
作
業
で
も
た
く
、
夜
寒
を
思

い
夫
を
待
つ
問
の
慰
み
の
み
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
千
聲
萬
聲
の
、
憂
き
を
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
知
ら
せ
ぱ
や
」
と
い
う
夫
へ
向
げ
て
の
妻
の
積
極
的
な
意
志
表
示
な
の
で
あ

　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

る
。　

心
凄
き
秋
の
夜
に
打
た
れ
る
砧
の
音
、
そ
れ
は
す
で
に
数
多
く
の
詩
文
や
和

歌
に
う
た
わ
れ
た
、
き
わ
め
て
詩
的
・
文
学
的
イ
メ
ー
ジ
に
富
ん
だ
生
活
音
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
能
に
お
い
て
、
砧
の
音
は
虚
空
に
響
き
拡
が
る
の
み
で
は

た
く
、
明
確
な
指
向
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
在
地
の
妻
か
ら
都
の
夫
（
「
君

　
、
　
　
、
　
　
、

が
そ
な
た
」
）
へ
向
か
っ
て
恨
み
と
期
待
を
込
め
て
打
た
れ
て
い
る
の
だ
。
さ

ら
に
そ
う
し
た
砧
の
音
に
夜
嵐
や
虫
の
音
や
悲
し
み
の
声
、
露
・
涙
が
交
響
し

て
情
趣
の
頂
点
を
も
た
ら
し
た
と
き
、
侍
女
夕
霧
が
あ
ら
た
な
夫
か
ら
の
伝
言

を
伝
え
る
。

　
　
い
か
に
申
し
侯
、
殿
は
こ
の
秋
も
お
ん
下
り
あ
る
ま
じ
き
に
て
侯

妻
に
と
っ
て
は
こ
の
上
も
な
い
打
撃
で
あ
る
。
夫
に
我
が
思
い
を
届
げ
ん
と
す

る
擦
衣
の
ワ
ザ
に
詩
情
が
高
揚
し
た
極
に
突
然
も
た
ら
さ
れ
た
報
せ
は
、
す
ぐ

さ
ま
前
場
の
終
結
を
導
き
出
す
。
す
な
わ
ち
妻
の
死
で
あ
る
。
劇
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

人
物
が
あ
る
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
事
柄
を
知
る
と
き
、
そ
れ
は
劇
の
重
要
な
展
開

を
呼
び
起
こ
す
。
蘇
武
の
故
事
の
最
初
の
想
起
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
、
こ

の
夕
霧
の
詞
も
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ソ
グ
を
も
っ
て
発
せ
ら
れ
る
（
よ
う
に
仕
組
ま

れ
て
い
る
）
。
砧
の
音
は
っ
い
に
夫
の
耳
に
は
達
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
イ
下
人
に
よ
る
シ
ャ
ベ
リ
と
触
レ
を
介
し
て
舞
台
は
一
転
し
、
再
び
ワ
キ

芦
屋
の
某
の
登
場
に
よ
っ
て
後
場
へ
と
展
開
す
る
。
妻
の
死
を
知
っ
て
よ
う
や

く
帰
郷
し
た
ワ
キ
は
、
妻
を
弔
う
と
て
、
今
と
な
っ
て
は
亡
き
妻
の
形
見
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

え
る
砧
（
作
り
物
で
示
さ
れ
る
）
の
前
に
坐
す
。

　
　
先
立
た
ぬ
、
悔
い
の
八
千
度
百
夜
草
、
悔
い
の
八
千
度
百
夜
草
の
、
蔭
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
は
ず

　
　
り
も
ふ
た
た
び
、
帰
り
来
る
道
と
聞
く
か
ら
に
、
梓
の
弓
の
未
筈
に
、
言

　
　
葉
を
交
は
す
哀
れ
さ
よ
、
言
葉
を
交
は
す
哀
れ
さ
よ
。

単
な
る
弔
い
で
は
な
く
、
ワ
キ
は
死
霊
を
招
く
梓
の
弓
の
呪
術
に
よ
っ
て
シ
テ

の
霊
を
呼
び
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
亡
き
妻
と
「
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
交
は
す
」
た
め
な
の
だ
。
こ
の
劇
の
中
で
は
シ
テ
と
ワ
キ
は
生
き
て
直
接
に

言
葉
を
交
わ
し
得
た
か
っ
た
。
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
二
人
の
問
に
は
大
き
な

空
問
の
隔
た
り
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
埋
め
ん
と
し
て
せ
め
て
の
思
い

に
妻
は
砧
を
打
っ
た
が
、
そ
の
音
は
届
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
故
郷
に
下
っ

た
夫
の
前
に
妻
は
不
在
で
あ
る
。
こ
の
上
、
夫
に
で
き
る
の
は
幽
冥
境
を
異
に

し
た
妻
と
交
流
す
る
た
め
の
梓
の
弓
の
呪
術
で
し
か
た
い
。
　
　
と
以
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

よ
う
に
考
え
れ
ぱ
、
「
砧
」
の
構
想
が
断
絶
し
た
二
っ
の
時
空
を
っ
な
ぎ
と
め

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
９
ミ
昌
ユ
ケ
ー
シ
ヨ
ソ

よ
う
と
す
る
交
流
の
試
み
を
基
軸
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
た
い

だ
ろ
う
か
。
都
と
都
に
隔
て
ら
れ
た
夫
婦
は
、
今
ま
た
現
世
と
幽
界
に
離
れ
て

存
在
す
る
。
前
場
で
妻
が
砧
を
打
ち
都
郡
の
間
に
よ
こ
た
わ
る
距
離
を
超
え
て

思
い
を
届
げ
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
後
場
で
は
夫
が
梓
の
弓
の
呪
術
を
も
っ

て
亡
き
妻
を
コ
チ
ラ
の
世
界
（
現
世
）
に
招
き
寄
せ
直
婆
言
葉
を
交
わ
そ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
き
わ
め
て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
対
応
が
前
後
両
場
に
は
あ
る
と

い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
梓
の
弓
の
音
に
引
か
れ
て
登
場
し
た
後
ジ
テ
（
妻
の
亡
霊
）
は
恋
慕
へ
の
執

心
の
た
め
に
自
ら
が
受
げ
ね
ぱ
な
ら
な
い
冥
土
に
お
げ
る
苦
患
の
有
様
を
訴
え

る
。
死
後
も
ま
た
砧
を
打
た
ね
ぱ
た
ら
な
い
苦
し
み
、
涙
が
砧
に
掛
か
れ
ば
火

炎
と
な
る
責
苦
が
述
べ
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
砧
に
附
与
さ
れ
た
多
義
的
な
意

、味
に
つ
い
て
も
注
意
を
要
し
よ
う
。
そ
れ
は
彬
見
で
も
あ
り
、
責
め
道
具
で
も

あ
り
、
ま
た
後
に
述
べ
る
よ
う
に
成
仏
の
機
縁
と
も
な
る
物
な
の
で
あ
る
。
さ

て
、
亡
者
の
訴
え
は
次
第
に
夫
へ
向
げ
て
絞
ら
れ
て
く
る
。
そ
の
極
致
に
お
い

て
ま
た
登
場
し
て
来
る
の
は
蘇
武
の
名
だ
。

　
倒
げ
に
ま
こ
と
警
へ
つ
る
、
蘇
武
は
旅
雁
に
文
を
付
げ
、
萬
里
の
南
國
に
至

　
　
り
し
も
、
契
り
の
深
き
志
し
、
浅
か
ら
ざ
り
し
ゆ
ゑ
ぞ
か
し
。

　
Ｇ
オ
君
い
か
た
れ
ぱ
旅
枕
、
夜
寒
の
衣
現
と
も
、
夢
と
も
せ
め
て
な
ど
、
思
ひ

　
　
知
ら
ず
や
恨
め
し
や
。

倒
は
蘇
武
の
故
事
と
し
て
は
最
も
著
名
た
雁
書
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
踏
ま
え
た
叙

述
で
あ
る
。
し
か
し
雁
書
の
奇
蹟
を
「
契
り
の
深
き
志
し
、
浅
か
ら
ざ
り
し
ゆ

ゑ
」
だ
と
す
る
の
は
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
成
元
昭
氏
の
い
わ
れ
る

　
　
　
　
　
＠

「
新
態
蘇
武
談
」
に
お
い
て
、
た
し
か
に
雁
書
の
奇
蹟
は
蘇
武
の
望
郷
・
恩
愛

の
思
い
が
凝
っ
た
実
毘
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
雁
書
の
届
い

た
先
は
、
諸
書
い
ず
れ
も
漢
王
の
宮
廷
な
の
で
あ
る
。
雁
書
が
直
接
妻
子
の
も

と
に
届
い
た
と
す
る
伝
承
を
今
管
見
の
限
り
で
は
見
出
し
え
た
い
。
雁
書
は
元

来
、
あ
く
ま
で
も
蘇
武
が
自
ら
の
生
存
を
宮
廷
に
知
ら
し
め
ん
と
し
た
も
の
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
っ
た
。
っ
ま
り
そ
れ
は
公
的
な
回
路
－
臣
下
と
し
て
の
蘇
武
か
ら
漢
王
の
宮

廷
へ
ー
に
沿
っ
て
発
信
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
能
「
砧
」
の
こ

の
場
面
で
は
、
そ
の
雁
書
の
こ
と
が
妻
の
亡
霊
の
口
か
ら
恨
み
言
と
し
て
発
せ

ら
れ
る
に
お
い
て
、
あ
ら
た
な
意
味
が
附
与
さ
れ
て
い
る
。
「
契
り
の
深
き
志

し
」
が
す
べ
て
に
優
先
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
雁
書
を
伝
達
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
要
因
は
一
三
で
完
全
に
、
妻
を
思
う
真
心
と
い
う
男
女
の
私
的
た
回
路
に
沿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

っ
た
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
も
ま
た
女
性
の
視
点
か
ら

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

意
味
付
け
ら
れ
た
蘇
武
説
話
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
君
」
と
い
う
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

人
称
へ
切
り
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
ｂ
）
、
蘇
武
た
り
え
な
か
っ
た
夫
へ

の
非
難
の
ヴ
ヱ
ク
ト
ル
が
設
定
さ
れ
る
。
蘇
武
と
わ
が
夫
の
対
置
に
よ
り
、
一

方
は
万
里
を
超
え
て
そ
の
音
信
が
届
く
と
い
う
奇
蹟
を
実
現
せ
し
め
、
他
方
は

妻
か
ら
の
思
い
を
込
め
た
砧
の
音
を
受
信
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
、
全
く
時
空

を
異
に
す
る
二
人
の
男
の
存
在
が
明
確
に
対
照
さ
れ
る
。

　
三
度
引
か
れ
た
蘇
武
の
故
事
は
い
ず
れ
も
そ
の
文
脈
に
お
い
て
固
有
の
意
味

を
担
わ
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
が
三
度
と
も
妻
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い

る
　
　
と
い
う
こ
と
は
妻
の
視
点
か
ら
意
味
付
げ
ら
れ
て
い
る
　
　
設
定
は
十

分
注
目
に
値
す
る
。
世
阿
弥
は
あ
き
ら
か
に
周
知
の
故
事
を
自
ら
の
構
想
に
か

ら
め
と
っ
た
上
で
効
果
的
に
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
劇
に
お
い
て
そ
の
最
終
的
な
結
末
の
付
げ
方
は
き
わ
め
て
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
い
る
。
限
定
さ
れ
た
時
間
と
空
間
の
中
で
演
じ
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な

　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

い
と
い
う
劇
の
根
本
的
な
拘
束
条
件
か
ら
考
え
て
、
出
来
事
の
生
起
と
展
開
、

そ
の
収
束
の
仕
方
は
作
劇
法
上
の
要
諦
で
あ
る
。
　
「
砧
」
の
場
合
は
、
妻
の
亡

霊
の
く
成
仏
Ｖ
を
も
っ
て
劇
は
終
結
す
る
。

　
　
法
華
読
謂
の
力
に
て
、
法
華
読
謂
の
力
に
て
、
幽
霊
正
に
成
仏
の
、
道
明

　
　
ら
か
に
な
り
に
げ
り
、
こ
れ
も
思
へ
ぱ
侵
そ
め
に
、
打
ち
し
砧
の
聲
の
う

　
　
ち
、
開
く
る
法
の
花
心
、
菩
提
の
種
と
な
り
に
け
り
、
菩
提
の
種
と
な
り

　
　
に
け
り
。

妻
の
亡
霊
の
成
仏
を
保
証
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
　
一
っ
は
明
ら
か
に
．

　
　
　
　
　
＠

「
法
華
読
講
の
力
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
夫
に
よ
っ
て
読
謡
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
ら
、
妻
を
救
い
に
至
ら
し
め
る
の
は
男
性
の
側
の
、
し
か
も
仏
法
と
い
う

公
認
さ
れ
た
力
で
あ
る
。
宗
教
の
力
は
能
の
世
界
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
オ
ー

ル
マ
イ
テ
ィ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
キ
リ
の
詞
章
に

お
い
て
再
び
砧
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
だ
。
「
打
ち
し
砧
の
聲
」
の
う
ち
に
「
法

の
花
心
」
が
開
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ぼ
成
仏
の
一
方
の
保
証
は
シ

テ
自
身
の
行
為
に
も
あ
っ
た
わ
げ
で
あ
る
。
他
方
で
は
冥
界
に
て
獄
卒
の
責
め

を
こ
う
む
る
契
機
と
な
っ
た
砧
打
つ
行
為
が
、
キ
リ
に
お
い
て
は
逆
に
成
仏
の

機
縁
と
し
て
あ
ら
た
に
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
。
夫
に
よ
る
弔
い
　
　
通
常
の

能
な
ら
ぱ
そ
れ
だ
げ
で
充
分
な
救
い
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
世
呵
弥
は
そ
れ
に

加
え
て
女
性
自
身
の
生
前
の
行
い
を
も
対
置
す
る
。
本
来
的
に
は
執
心
の
基
で

あ
る
は
ず
の
砧
（
ま
た
は
そ
れ
を
打
つ
行
為
）
が
そ
の
価
値
を
一
転
さ
れ
て
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

済
の
保
証
と
な
っ
た
と
す
る
こ
の
結
末
は
、
女
性
の
側
の
視
点
に
貫
か
れ
た

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
砧
」
の
女
の
ド
ラ
マ
と
し
て
の
可
能
性
を
指
し
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
、

結
　
び

　
以
上
、
世
阿
弥
の
晩
年
の
傑
作
と
い
わ
れ
る
能
「
砧
」
を
、
主
と
し
て
故
事

引
用
の
方
法
に
着
目
し
つ
つ
、
部
分
の
修
辞
を
つ
ね
に
全
体
の
構
想
と
関
連
付

げ
る
方
向
か
ら
考
察
し
て
み
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
砧
」
に
お
げ

る
蘇
武
の
故
事
は
、
能
の
成
立
に
お
い
て
も
、
従
来
本
説
と
し
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
様
六
な
詩
句
と
あ
わ
せ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で

は
な
い
か
。
八
鴬
正
治
氏
は
『
新
撰
朗
詠
集
』
中
の

　
　
賓
雁
繋
レ
書
飛
二
上
林
之
霜
一
忠
臣
何
在

　
　
寡
妾
擦
レ
衣
泣
二
南
棲
之
月
一
良
人
未
レ
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

を
本
説
と
し
て
重
視
し
て
お
ら
れ
る
が
、
確
か
に
こ
の
詩
句
に
詠
ま
れ
た
人
物

を
蘇
武
夫
妻
と
す
る
な
ら
ぱ
、
「
砧
」
の
骨
格
と
な
る
素
材
は
伍
ぽ
出
揃
っ
て

い
る
感
は
あ
る
。
げ
れ
ど
も
既
述
し
た
よ
う
に
能
「
砧
」
で
決
定
的
に
重
要
な

の
は
、
妻
の
打
っ
た
砧
の
音
が
万
里
を
隔
て
た
夫
の
耳
に
届
い
た
モ
テ
ィ
ー
フ

で
あ
り
、
そ
れ
が
目
蓮
遺
文
に
■
見
出
さ
れ
る
以
上
、
こ
う
し
た
朗
詠
の
詩
句
及

び
そ
の
注
釈
の
世
界
だ
げ
で
は
本
説
を
把
握
し
き
れ
ま
い
。

　
目
本
に
お
い
て
展
開
し
た
蘇
武
の
説
話
に
は
も
と
も
と
、
は
る
か
万
里
を
隔

て
た
空
問
の
あ
い
だ
に
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
が
成
立
し
た
と
い
う
く
奇
蹟
Ｖ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

の
主
題
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
蘇
武
の
妻
か
ら
の
発
想
が
加
え
ら
れ
、
蘇

武
説
話
は
男
女
の
恩
愛
を
如
実
に
示
す
例
話
へ
と
変
容
し
た
。
こ
う
し
た
モ
テ

ィ
ー
フ
の
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
今
審
ら
か
で
は
な
い
が
、
目
蓮
遺
文
を

手
掛
り
に
す
る
な
ら
ぱ
、
お
そ
ら
く
唱
導
関
係
の
世
界
が
成
立
の
背
景
と
し
て

予
想
さ
れ
よ
う
。

　
世
阿
弥
は
、
そ
う
し
た
男
女
間
の
私
的
た
世
界
へ
傾
斜
し
た
蘇
武
説
話
を
採

用
し
、
訴
訟
の
た
め
の
在
京
と
い
う
き
わ
め
て
目
常
的
な
（
当
時
と
し
て
は
）

構
想
を
一
方
で
構
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
類
な
い
時
空
の
拡
が
り
を
孕
ん
だ

能
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
蘇
武
の
故
事
の
劇
中
へ
の
嵌
入
が
い
か
に
効
果
的

に
な
さ
れ
て
い
る
か
は
す
で
に
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
問
を
今
目
で
は

想
像
し
が
た
い
距
離
感
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
空
問
（
都
と
九
州

芦
屋
の
星
）
、
そ
こ
に
配
さ
れ
た
夫
と
妻
、
さ
ら
に
そ
の
空
問
を
結
び
付
げ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

う
と
す
る
試
み
、
こ
の
よ
う
た
発
想
は
あ
く
ま
で
蘇
武
の
故
事
へ
の
世
阿
弥
自

　
　
、
　
　
、

身
の
解
釈
に
お
い
て
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
解
釈
と
は
明
ら
か
に
女

性
の
側
の
視
点
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
砧
」
の
シ
テ
・
芦
屋
の
某
の
妻
は
た
し
か
に
自
ら
の
行
い
の
結
末
ま
で
を

完
全
に
見
通
し
得
て
い
な
い
。
彼
女
の
行
動
は
侍
女
夕
霧
の
帰
郷
に
よ
っ
て
起

動
し
（
直
接
的
に
は
蘇
武
の
故
事
の
想
起
で
あ
る
）
、
ま
た
夕
霧
の
言
葉
に
よ

っ
て
打
ち
の
め
さ
れ
死
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
シ
テ
が
劇
を
推
進
す
る
力
に
本

当
に
な
り
得
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
呼
び
お
こ
す
。
し
か
し
結
末
に
お
い



て
見
た
よ
う
に
、
シ
テ
の
擦
衣
の
行
為
は
結
果
的
に
は
成
仏
に
至
る
一
つ
の
機

縁
と
た
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
を
か
ね
て
シ
テ
は
知
る
よ
し
も
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
シ
テ
を
成
仏
に
至
ら
し
め
た
の
は
外
発
的
な
力
注
か
り

で
は
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
能
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
夫
－
妻
の

私
的
な
関
係
を
焦
点
に
据
え
た
点
に
お
い
て
特
異
で
あ
り
、
夫
婦
の
愛
の
断
絶

と
そ
の
回
復
の
試
み
と
い
う
主
題
を
描
き
お
お
せ
た
点
に
お
い
て
も
相
応
に
評

価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
劇
を
推
進
す
る
シ
テ
の
力
が
不
十
分
で
あ
る
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
か
わ
ら
ず
、
「
砧
」
を
能
に
お
げ
る
女
の
ド
ラ
マ
の
一
つ
の
到
達
点
と
み
る

ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
た
お
能
に
お
げ
る
女
性
の
位
相
と
し
て
重
要
な
も
の
に
、
母
－
子
（
親
子
）

関
係
が
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
大
き
た
拡
が
り
を
も
ち
、
親
子
物
狂
の
能
た

ど
を
含
め
て
間
題
に
し
な
け
れ
ぱ
な
る
ま
い
が
、
今
は
そ
の
中
で
も
例
え
ぱ
、

「
正
儀
世
守
」
や
「
女
沙
汰
」
（
い
ず
れ
も
廃
曲
）
の
よ
う
な
曲
に
。
、
劇
を
推
進

す
る
力
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
女
性
（
母
）
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

程
度
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
能
に
お
げ
る
女
の
ド
ラ
マ
の
発
掘
は
ま
だ
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

◎　＠

五
十
嵐
力
氏
『
新
國
文
學
史
』

能
勢
朝
次
氏
『
謡
曲
講
義
』
（
『
能
勢
朝
次
著
作
集
』
第
六
巻
所
収
）

金
井
清
光
氏
「
砧
」
（
『
能
の
研
究
』
第
二
部
所
収
）

　
　
能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

　
　
八
罵
正
治
氏
「
作
品
研
究
「
砧
」
」
（
『
観
世
』
昭
５
４
・
９
）

　
表
章
氏
「
〈
砧
Ｖ
の
能
の
中
絶
と
再
興
」
（
『
観
世
』
昭
５
４
・
１
０
）

◎
　
里
井
陸
郎
先
生
「
砧
」
（
『
謡
曲
百
選
そ
の
詩
と
ド
ラ
こ
所
収
）
な
お
、
こ
の
他
、

　
早
歌
の
詞
章
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
砧
」
を
扱
っ
た
論
考
に
、
外
村
南
都
子
氏
「
早

　
歌
の
両
曲
か
ら
能
へ
ー
「
井
筒
」
「
砧
」
の
場
合
１
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
５
７
・

　
９
）
が
あ
る
。

¢
　
「
砧
」
の
引
用
は
以
下
す
べ
て
堀
池
識
語
本
（
目
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』

　
上
所
収
）
に
よ
る
。

＠
伝
信
光
自
筆
本
（
右
同
書
所
収
）
に
よ
る
。

＠
＠
　
元
頼
識
語
本
（
右
同
書
所
収
）
に
よ
る
。

◎
注
ゆ
に
同
じ
。

＠
注
○
に
同
じ
。

＠
注
＠
に
同
じ
。

＠
能
勢
朝
次
氏
も
、
こ
の
故
事
が
シ
テ
が
砧
を
打
つ
た
め
の
直
接
的
な
動
機
を
示
し

　
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
注
　
参
照
。

＠
車
屋
本
（
目
本
古
典
全
書
『
謡
曲
集
』
下
所
収
）
に
よ
る
。

＠
　
こ
の
他
『
十
訓
抄
』
、
『
弘
安
十
年
古
今
集
歌
注
』
、
『
古
今
秘
註
抄
』
、
『
八
幡
愚
童

　
訓
』
、
『
宴
曲
集
』
巻
四
「
轟
旅
」
、
妙
本
寺
本
『
曽
我
物
語
』
、
幸
若
舞
曲
「
百
合
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
大
臣
」
等
の
中
世
の
諸
書
に
蘇
武
の
こ
と
は
引
か
れ
、
多
武
峰
延
年
大
風
流
「
轟
武

　
雁
書
事
」
に
も
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
能
の
中
で
も
「
砧
」
の
他
に
「
花
蜜
」
・

　
〕
局
野
物
狂
」
・
「
千
手
」
・
「
人
形
」
・
「
羊
」
・
「
広
基
」
等
に
蘇
武
の
故
事
は
引
用
さ

　
れ
て
い
る
。

＠
　
山
内
潤
三
氏
・
木
村
晟
氏
・
栃
尾
武
氏
編
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
所
収
。

＠
　
季
吟
刊
永
済
注
の
『
和
漢
朗
詠
集
註
』
に
お
い
て
は
当
該
の
詩
句
と
も
う
一
箇
所
、

　
巻
四
擦
衣
に
収
め
ら
れ
る
「
濤
虎
暁
愁
二
閨
月
冷
一
裁
絡
秋
寄
二
塞
雲
寒
一
」
の
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



能
「
砧
」
の
修
辞
と
構
想

　
下
の
句
に
つ
い
て
、
蘇
武
の
妻
が
砧
を
打
っ
て
夫
の
帰
り
を
待
っ
た
と
注
し
て
い
る
。

　
た
だ
し
そ
の
音
が
夫
の
耳
に
届
い
た
こ
と
は
見
え
た
い
。
な
お
、
覚
一
本
『
平
家
物

　
語
』
巻
二
「
蘇
武
」
に
注
す
る
か
た
ち
で
、
朗
詠
注
を
中
心
と
す
る
く
中
世
史
記
Ｖ

　
の
世
界
を
探
ら
れ
た
論
考
に
、
黒
田
彰
氏
「
蘇
武
覚
書
１
１
中
世
史
記
の
世
界
か
ら

　
１
」
（
『
文
学
』
昭
５
９
・
ｕ
）
が
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

＠
今
成
元
昭
氏
『
平
家
物
語
流
伝
考
』
前
篇
第
一
章
第
二
節
、
第
三
章
第
二
節
、
後

　
篇
第
二
章
第
一
節
等
参
照
。

ゆ
佐
伯
真
一
氏
「
平
家
物
語
蘇
武
談
の
成
立
と
展
開
　
　
恩
愛
と
持
節
と
１
」

　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
５
３
・
４
）
の
注
（
１
３
）
参
照
。

ゆ
注
＠
の
書
所
収
。

＠
注
＠
に
同
じ
。

＠
　
『
法
華
経
』
は
特
に
女
人
成
仏
の
証
し
と
し
て
尊
重
せ
ら
れ
た
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
里
井
陸
郎
先
生
も
「
法
華
経
だ
げ
は
比
較
的
女
性
に
寛
大
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
そ

　
の
ゆ
え
に
「
砧
」
の
女
を
救
う
力
と
た
り
得
た
と
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
注
＠
の
書
参
照
。

ゆ
注
＠
に
同
じ
。

＠
詳
し
く
述
べ
た
か
っ
た
が
、
〈
問
を
隔
て
ら
れ
た
者
の
結
び
つ
き
Ｖ
と
い
う
発
想

　
は
、
第
六
段
に
引
か
れ
る
く
七
夕
Ｖ
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
よ
う
。

一
四
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