
『う
つ
ほ
物
語
』
藤
原
季
英
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て

1
漢
文
引
用
、
と
り
わ
け
『
菅
家
文
草
』
引
用
か
ら
見
た
藤
英
像
1

佐

藤

信

一

は

じ
め
に

　

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
登
場
す
る
藤
英
の
描
か
れ
方
を
漢
文
引
用
と
い
う

観
点
か
ら
見
て
行
き
た
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
藤
英
に
関
す
る
中
国
漢

文
の
引
用
は
、
ほ
ぼ
『
晋
書
」
「
車
胤
伝
」
と
「
蒙
求
」
「
孫
康
映
雪
」
か

ら
の
引
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
藤
英
、
藤
原
季
英
に
関
し
て
は
、
従
来
、
中
村
忠
行
氏
の
「
藤
英
の
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

デ
ル
ー
『
宇
津
保
物
語
』
の
素
材
研
究
の
一
ー
」
に
お
け
る
橘
直
幹
准
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

説
や
、
石
母
田
正
氏
の
「
藤
英
の
こ
と
な
ど
」
の
「
作
者
の
問
題
を
作
品

の
内
側
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
と
き
、
ま
ず
誰
で
も
念
頭
に
う
か
ぶ
の

は
勧
学
院
の
学
生
藤
英
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
指
摘
や
、
上
坂
信
男

　
　
　
　
　
な
　

氏
の

「藤
原
季
英
」
で
の
「
苦
学
生
」
で
あ
る
と
共
に
「
懸
想
人
」
で
あ

る
両
面
性
を
持
っ
て
お
り
、
人
物
設
定
の
意
図
は
「
本
来
の
崇
高
な
目
的

を
見
失
っ
た
学
制
を
批
判
的
に
客
観
的
に
描
く
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
す
る

観
点
、
ま
た
片
桐
洋
一
氏
の
「
源
氏
物
語
の
源
泉
－
物
語
う
つ
ほ
物

　
　
　
る

語
の
場
合
」
に
お
け
る
「
帝
を
は
じ
め
と
し
て
、
漢
学
を
尊
び
学
者
を
尊

ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
現
実
離
れ
の
理
想
の
世
界
と
し
て
描
い
て
」

お

り
、
ま
た
「
こ
の
物
語
の
作
者
は
、
大
学
時
代
、
文
章
生
の
時
代
か
ら
、

表
面
に

出
た
い
と
絶
え
ず
思
い
な
が
ら
果
た
せ
な
か
っ
た
漢
学
者
で
あ
ろ

う
。
大
学
の
、
特
に
博
士
た
ち
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
権
力
者
に
対
す
る

怨
念
が
、
こ
の
物
語
の
部
分
部
分
に
、
そ
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ

る
」
と
言
っ
た
見
解
、
い
わ
ば
作
者
像
と
藤
英
を
直
結
さ
せ
る
見
方
が
大

勢
を
占
め
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
室
城
秀
之
氏
の
「
拒
否
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

求
婚
者
た
ち
1
行
正
・
仲
頼
・
忠
こ
そ
・
藤
英
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
「
孤

の
存
在
と
し
て
学
問
・
技
芸
に
よ
っ
て
成
り
上
が
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
」
、

い

わ
ば
「
拒
否
さ
れ
る
求
婚
者
」
と
し
て
「
『
う
つ
ほ
物
語
」
そ
の
も
の

の
本
質
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
論
証
す
る
。
秋
山
度
氏
の
「
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
文
学
史
に
お
け
る
一
条
朝
」
で
は
「
「
文
士
」
た
ち
の
あ
り
あ
ま
る
才

学
が
た
だ
無
用
の
状
態
で
こ
の
社
会
に
滝
溜
し
て
い
た
」
こ
と
が
「
「
う

つ
ほ

物
語
』
の
藤
英
の
物
語
の
語
ら
れ
る
土
壌
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
さ

ら
に
佐
藤
厚
子
氏
の
「
う
つ
ほ
物
語
の
「
学
問
」
1
藤
原
季
英
の
人
物
像

　
　
　
　
ア

を
中
心
に
ー
」
で
は
、
「
新
た
な
学
問
の
意
味
と
学
者
の
姿
と
を
表
し
て

い

る
」
も
の
と
し
て
藤
英
の
人
物
像
を
捉
え
、
正
頼
家
の
婿
と
な
る
た
め

に

学
才

を
披
露
し
た
と
す
る
。
そ
の
点
で
は
藤
英
も
他
の
求
婚
者
と
変
わ

る
と
こ
ろ
は
な
い
と
捉
え
る
。

　
た
だ

何
故
藤
英
が
そ
の
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
た
の
か
、
ま
た
そ
う
描
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く
事
に
よ
っ
て
物
語
作
者
は
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は

避
け
て
通
れ
ま
い
。
今
回
は
「
祭
の
使
」
巻
の
藤
英
の
叙
述
の
あ
り
方
、

そ
こ
で
語
ら
れ
る
漢
籍
引
用
の
方
法
を
中
心
に
、
探
っ
て
み
た
い
。

　
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
藤
英
の
叙
述
に
は
、
あ
る
特
定
の
漢
籍
が
繰
り

返

し
引
用
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
引
用
は
、
物
語
の
あ
る

一
つ
の

場
面
に

収
赦

さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
そ
れ
で
は
、
同
じ
漢

籍
の
故
事
、
表
現
を
繰
り
返
し
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
英
は
い
か

に

形
象

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
叙
述
に
即
し
て
見
て
行
き
た
い
。

ま
た
こ
の
故
事
の
享
受
も
「
う
つ
ほ
物
語
」
作
者
の
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
に
は
「
う
つ
ほ
物
語
」
作
者
も
そ
の
一
員

だ

っ

た

学
問
の
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
こ
れ
ら

の
中
国
に
淵
源
を
持
つ
故
事
が
詠
じ
ら
れ
合
い
、
賦
さ
れ
合
い
様
々
な
表

現
を
織
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
叙
述
と
も
「
う
つ
ほ
物

語
」
は
関
連
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
今
回
は
「
晋
書
」
「
車
胤

伝
」
と
「
蒙
求
」
「
孫
康
映
雪
」
を
引
用
し
た
表
現
、
及
び
そ
れ
ら
を
引

用
し
た
日
本
の
漢
詩
文
、
そ
の
中
で
も
菅
原
道
真
が
弟
子
達
の
進
士
へ
の

及
第
を
祝
っ
た
「
菅
家
文
草
」
巻
二
「
賀
二
諸
進
士
及
第
一
」
の
叙
述
と
の

関
係
の
検
討
を
通
じ
て
、
「
う
つ
ほ
物
語
」
に
お
け
る
漢
籍
引
用
の
問
題

を
夷
り
出
そ
う
と
思
う
。

「
晋
書
」
「
車
胤
伝
」
の
場
合

囚
　
か
く
て
、
勧
学
院
の
西
曹
司
に
、
身
の
才
も
と
よ
り
あ
る
う
ち
に
、

　
身
を
捨
て
て
学
問
を
し
つ
つ
、
は
か
り
な
く
迫
り
て
、
院
の
内
に
、
す

　
げ
な
く
、
せ
う
か
う
・
雑
色
・
厨
女
、
言
ふ
こ
と
も
聞
か
ず
か
は
や
い

　

て
、
ま
れ
ま
れ
座
に
着
け
ば
、
院
の
内
笑
ひ
騒
ぎ
て
、
日
に
一
度
、
短

籍
を
出
だ
し
て
、
一
笥
の
飯
を
食
ふ
、
院
司
・
鐙
取
、
「
藤
英
が
は
て

へ
の

捻
り
文
」
と
笑
は
れ
、
博
士
た
ち
に
、
い
さ
さ
か
数
ま
へ
ら
れ
ず
、

父
・
母
、
筋
・
族
、
一
度
に
滅
び
て
、
は
か
り
な
く
便
り
な
き
学
生
、

字
藤
英
、
さ
く
な
季
英
、
歳
三
十
五
、
か
た
ち
こ
と
も
な
く
、
才
か
し

こ
く
、
心
か
し
こ
き
学
生
な
り
。

　
か
か
る
心
に
も
、
思
ふ
心
あ
り
。
「
い
か
で
」
と
思
ふ
に
、
あ
る
衆
、

藤
英
、
か
く
、
は
か
り
な
く
迫
る
を
見
て
、
「
こ
と
も
な
き
男
な
り
や
。

右
の
大
将
殿
も
、
か
ば
か
り
の
婿
は
、
え
取
り
給
は
じ
か
し
。
容
面
・

才
は

あ
り
が
た
し
や
」
な
ど
、
こ
れ
か
れ
う
ち
笑
ふ
を
、
藤
英
、

紅
の
涙
を
流
し
て
、
「
恥
つ
か
し
く
、
悲
し
」
と
思
ひ
て
、
夏
は
、
螢

を
涼
し
き
袋
に
多
く
入
れ
て
、
書
の
上
に
置
き
て
、
ま
ど
ろ
ま
ず
、
ま

凶
で
，
、
，
日
が
ピ
，
白
ぐ
柘
わ
ぱ
㍉
，
窓
ぱ
，
向
，
姻
ぴ
で
．
，
，
光
の
見
ゆ
劃
，
限
引
読

み
∨
，
冬
曙
，
雪
，
を
劇
引
が
，
∪
℃
、
，
ぞ
が
，
光
に
当
で
，
で
、
ー

碧
「
「
こ
く
ば
く
斎
は
れ
給
ふ
妙
徳
、
学
問
の
力
に
、
恥
救

ひ
、
願
ひ
満
て
給
へ
」
と
、
心
の
内
に
祈
り
申
し
つ
つ
、
身
の
沈
む
こ

と
を
嘆
き
つ
つ
あ
る
に
、
院
よ
り
出
で
た
る
人
の
、
旅
籠
振
る
ひ
の
饗

す

る
日
、
曹
司
に
、
雑
色
を
使
に
て
、
「
今
日
、
座
に
奉
れ
。
忠
遠
、

座
に

ま
か
り
着
き
た
る
日
な
り
」
と
言
は
す
。
藤
英
、
「
は
な
は
だ
か

し
こ
く
か
し
こ
し
、
召
し
数
ま
ふ
る
こ
と
。
入
学
し
て
、
今
年
二
十
余

年
、
い
ま
だ
、
左
右
の
念
に
預
か
ら
ず
。
た
ま
た
ま
ま
か
り
着
き
し
昔
、

身
の
恥
厚
か
り
し
に
よ
り
て
な
り
」
と
言
は
す
。
曹
頭
進
士
、
夏
の
衣

の
破
れ
た

る
、
朽
葉
色
の
下
襲
の
困
じ
た
る
を
取
り
に
遣
り
て
、
か
く

言
ひ
や
る
。

　
　
夏
衣
わ
が
脱
ぎ
着
す
る
今
日
よ
り
は
見
る
な
る
恥
も
薄
く
な
り
な
む

藤
英
、
紅
の
涙
を
流
し
て
、
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恥
を
の
み
八
重
着
る
衣
に
脱
ぎ
替
へ
て
薄
き
衣
に
涼
み
ぬ
る
か
な

と
て
返
す
。
曹
頭
進
士
、
台
盤
一
つ
が
盛
り
物
、
藤
英
が
曹
司
に
遣
る
。

皆
、
こ
れ
に
詩
ど
も
作
れ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

　
　
　
　
　
　
　
（
『
う
つ
ほ
物
語
全
』
祭
の
使
二
二
六
～
二
二
七
頁
）

　

こ
こ
は
、
物
語
に
初
め
て
藤
英
が
紹
介
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
漢
籍
の

引
用
箇
所
が
集
中
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
笑
わ
れ
る
対
象

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
。
な
ぜ
こ
こ
で
藤
英
は
笑

わ

れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
螢
」
の
光
で
学
問
を
行
う
と
い
う
修

辞
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
、
言
葉
は
悪
い
が
馬
鹿
正
直
に
行
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
言
語
レ
ベ
ル
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
実
際
に
す
る

こ
と
で
、
藤
英
は
笑
い
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

「身
を
捨
て
て
学
問
を
し
」
て
い
る
の
に
、
「
は
か
り
な
く
迫
」
っ
て
、

窮
迫
し
て
い
た
。
し
か
も
、
雑
色
や
厨
女
と
い
っ
た
人
々
は
藤
英
の
「
言

ふ

こ
と
も
聞
か
」
な
い
。
座
に
着
く
と
「
院
の
内
笑
ひ
騒
ぎ
て
」
、
一
日

一
回
、
短
籍
、
く
じ
引
き
に
用
い
る
た
め
に
短
い
紙
の
札
に
字
を
書
い
て

ひ
ね
っ

た

も
の
、
を
出
し
て
コ
笥
の
飯
」
に
あ
り
つ
く
。
そ
の
上
藤
英

の
短
籍

は
「
『
藤
英
が
は
て
へ
の
捻
り
文
』
と
笑
は
れ
、
博
士
た
ち
に
、

い

さ
さ
か
数
ま
へ
ら
れ
」
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
父
・
母
、

筋
・
族
、
一
度
に
滅
び
」
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

　
そ
の
よ
う
な
藤
英
に
と
っ
て
、
た
だ
一
人
の
理
解
者
と
い
え
る
の
が
、

曹
頭
進
士
の
忠
遠
で
あ
っ
た
。
忠
遠
は
藤
英
が
着
る
着
物
も
な
い
の
で
、

着
物
を
与
え
て
、
台
盤
い
っ
ぱ
い
に
贈
り
物
を
よ
そ
っ
て
届
け
る
の
で
あ

っ

た
。
忠
遠
と
藤
英
と
の
友
情
は
、
ま
た
後
で
検
討
す
る
。

　
つ

ま
り
藤
英
が
い
く
ら
「
才
か
し
こ
く
、
心
か
し
こ
き
学
生
」
で
あ
っ

た

と
し
て
も
、
「
は
か
り
な
く
便
り
な
き
学
生
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い

の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
藤
英
に
も
「
思
ふ
心
」
が
あ
っ
た
。
あ
て
宮
へ

の
恋
心
で
あ
る
。
し
か
し
藤
英
は
そ
の
外
見
、
「
は
か
り
な
く
迫
る
」
様

子
か
ら
「
う
ち
笑
」
わ
れ
る
。
外
面
し
か
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
「
容
面
・
才
は
あ
り
が
た
し
や
」
と
あ
る
「
は
」
に
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
「
容
面
」
と
は
顔
か
た
ち
の
義
の
男
性
語
で
あ
る
。
ま
た

「才
」
は
、
漢
籍
に
対
す
る
学
識
、
こ
こ
は
頭
で
っ
か
ち
の
知
識
人
の
ひ

け
ら
か
し
と
言
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の

二
つ

は
滅
多
に
な
い
ほ
ど
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
評
価
は
本
末
転
倒

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
藤
英
の
形
象
に
「
才
」
を
認
め
な
い
社

会
に

対
す

る
異
議
申
し
立
て
が
籠
め
ら
れ
る
。
藤
英
の
形
象
が
、
そ
の
よ

う
な
異
議
申
し
立
て
と
密
接
に
絡
ま
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。

「
こ
と
も
な
き
」
と
形
容
さ
れ
て
い
た
容
貌
と
「
才
」
、
学
問
の
才
能
は

素
晴
ら
し
い
。
だ
が
そ
ん
な
も
の
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
嘲
笑
の
対
象
に

し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
物
語
の
語
り
手
は
何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
藤
英
が
信
じ
て
い
た
学
問
の
限
界
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
以
下
の

叙
述

は
、
車
胤
・
孫
康
の
螢
雪
の
故
事
に
よ
る
表
現
で
特
徴
づ

け
ら
れ
る
。
物
語
の
中
で
現
在
の
こ
と
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
て
お
く
。
「
夏
は
、
螢
を
涼
し
き
袋
に
多
く
入
れ
て
、
書
の
上
に

置

き
て
、
ま
ど
ろ
ま
ず
、
ま
い
て
、
日
な
ど
白
く
な
れ
ば
、
窓
に
向
か
ひ

て
、
光
の
見
ゆ
る
限
り
読
み
、
冬
は
、
雪
を
ま
う
が
し
て
、
そ
が
光
に
当

て

て
」
に
、
『
晋
書
」
車
胤
伝
「
家
貧
不
二
常
得
⇔
油
、
夏
月
則
練
嚢
盛
二
数

十
螢
火
’
務
以
照
レ
書
、
以
レ
夜
継
レ
日
焉
」
、
『
蒙
求
』
孫
康
映
雪
「
康
家
貧

無
レ
油
、
常
映
レ
雪
読
レ
書
」
で
あ
る
と
か
、
「
眼
の
穿
ぐ
る
ま
で
学
問
を
し
、
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…
」
に
、
「
白
氏
文
集
」
海
漫
々
「
眼
穿
不
万
見
夢
蓬
莱
島
務
」
に
対
す

る
天
永
四
年
点
「
眼
は
穿
（
う
ぐ
れ
）
ど
も
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
諸
注
の
指
摘
に
あ
る
。
古
い
注
釈
で
は
、
山
岡
明
阿
「
二
阿
抄
」
に
も

「学
の
窓
に
螢
を
集
は
西
土
の
故
事
な
り
雪
を
ま
う
か
し
け
ん
も
ま
た
同

じ
蛍
雪
の
功
労
な
ど
も
い
へ
り
。
」
と
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
う
は
言
っ
て
も
、
「
学
問
の
力
に
、
恥
救
ひ
、
願
ひ
満
て

給
へ
」
と
あ
る
よ
う
に
「
恥
」
か
ら
の
救
済
と
「
願
ひ
」
が
満
ち
る
こ
と

と
言
う
藤
英
自
身
の
俗
物
性
と
、
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
っ

た

か

も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
引
用
は
藤
英
に
関
す
る
叙
述
の
中

で
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
車
胤
の
故
事
の
引
用
の
繰
り
返
し
に

何
か
意
味
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

圖
　
［
こ
こ
は
、
勧
学
院
の
西
、
藤
英
が
曹
司
。
藤
英
、
文
机
に
向
か
ひ

　
て
、
書
ど
も
、
巡
り
に
、
山
の
ご
と
積
み
て
、
虫
、
袋
に
入
れ
て
、
書

　
ぴ
，
上
口
置
ぎ
で
，
、
太
き
布
の
帷
子
一
つ
を
着
て
居
た
り
。
厨
女
、
黒
き

　
強
飯
笥
に
入
れ
て
、
黄
菜
の
汁
し
て
持
て
来
た
り
。
／
こ
れ
、
東
曹
司
。

　
自
由
の
学
衆
ど
も
、
着
き
並
み
て
、
酒
・
肴
召
し
、
院
司
・
雑
色
、
集

　
ひ
て

の
の

し
る
。
政
所
の
別
当
ど
も
、
着
き
並
み
た
り
。
米
、
数
知
ら

　
ず
積
み
置
き
た
り
。
／
大
炊
殿
。
男
、
御
膳
す
。
長
女
・
厨
女
あ
り
。

　

「藤
英
が
膳
夫
、
庭
の
み
た
さ
う
」
と
言
ひ
て
、
は
い
か
へ
り
。
／
こ

　
れ
、
座
に
着
き
た
る
進
士
・
秀
才
ら
の
学
生
、
合
は
せ
て
八
十
人
ば
か

　
り
、
台
盤
に
向
か
ひ
て
、
物
食
ふ
。
旅
籠
の
御
饗
し
た
り
。
紙
ど
も
配

　
る
。
厨
女
、
し
は
り
か
け
て
う
つ
。
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
祭
の
使
二
二
七
頁
～
二
二
八
頁
）

　
次
に

絵
解
で
あ
る
。
「
み
た
さ
う
」
、
「
は
い
か
へ
り
」
「
し
は
り
か
け
て

う
つ
」
は
語
義
未
詳
の
箇
所
で
あ
る
。
「
み
た
さ
う
」
は
御
短
籍
、
「
は
い

か

へ
り
」
は
笑
ひ
あ
へ
り
の
転
誰
か
と
さ
れ
る
。
藤
英
は
曹
司
で
、
机
に

向
か
っ
て
、
布
の
帷
子
だ
け
を
着
て
座
っ
て
、
蛍
の
光
で
本
を
読
ん
で
い

る
。
車
胤
の
故
事
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
際
に
行
っ

て

い

る
と
言
う
と
こ
ろ
に
力
点
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
そ
し
て
藤
英
の
食

事

は
「
黒
き
強
飯
」
「
黄
菜
の
汁
」
で
あ
る
。
「
黒
き
強
飯
」
と
は
玄
米
で

あ
ろ
う
か
、
粗
末
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
黄
菜
と
は
大
根
の

若
芽
の
こ
と
。
藤
英
の
質
素
な
生
活
の
叙
述
た
り
得
て
い
る
。
そ
れ
と
対

照

的
に
描
か
れ
る
の
が
、
「
東
曹
司
」
の
「
自
由
の
学
衆
ど
も
」
の

「
酒
・
肴
」
及
び
、
「
米
、
数
知
ら
ず
積
み
置
き
た
り
」
と
い
う
叙
述
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
描
く
こ
と
で
、
藤
英
の
貧
し
さ
・
惨
め
さ
を
よ

り
一
層
効
果
的
に
象
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
破
線
部
の
「
虫
」
と
は
、
「
袋
に
入
れ
て
、
書
の
上
に
置

き
て
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
晋
書
」
「
車
胤
伝
」
の
「
数
十
螢
」
の
こ
と

で

あ
ろ
う
。
時
間
と
し
て
は
現
在
の
こ
と
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

藤
英
が
車
胤
の
故
事
を
今
現
在
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
こ
で

は
、
地
の
文
で
「
車
胤
伝
」
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
藤

英
が
故
事
に
語
ら
れ
た
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
愚
直
な
ま
で
に
行
っ
て
い

る
姿
が
浮
か
び
上
が
る
構
造
と
な
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
繰
り
返
さ

れ
る
「
車
胤
伝
」
の
引
用
が
、
藤
英
の
形
象
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
形
象
と
は
、
書
物
に
書
か
れ
た

こ
と
を
生
真
面
目
に
行
う
愚
直
な
若
者
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。

回
あ
る
じ
の
お
と
ど
、
藤
英
に
問
は
せ
給
ふ
、
「
誰
が
後
と
し
て
、
誰
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が
職
に

侍

る
学
生
ぞ
」
と
問
は
せ
給
ふ
。
季
英
、
「
遣
唐
の
大
弁
、
南

蔭
の
朝
臣
の
一
男
と
し
て
、
料
賜
は
れ
る
文
屋
童
に
侍
り
。
南
蔭
の
左

大
弁
、
参
議
に
侍
り
し
ほ
ど
、
兵
の
た
め
に
命
終
り
、
兄
弟
、
遠
く
、

残

る
屍
な
く
滅
び
果
て
て
、
季
英
一
人
な
む
、
か
れ
が
後
と
て
侍
る
。

三
月
の
あ
い
れ
し
ゑ
ひ
は
す
る
輩
、
一
生
一
人
な
し
。
七
歳
に
て
入
学

し
て
、
今
年
は
三
十
一
年
、
そ
れ
よ
り
い
く
そ
ば
く
、
眼
の
抜
け
、
臓

の

尽
き
む
を
期
に
定
め
て
、
大
学
の
窓
に
光
ほ
が
ら
か
な
る
朝
は
、
眠

ー
、
光
を
閉
ぢ
つ
る
夕
べ
は
、
叢
の
螢
を
集
め
、
冬

は
、
雪
を
集
へ
て
、
部
屋
に
集
へ
た
る
こ
と
、
年
重
な
り
ぬ
。
し
か
あ

れ

ど
、
当
時
の
博
士
、
あ
は
れ
浅
く
、
倉
欲
深
く
し
て
、
料
賜
は
り
て
、

今
年
二
十
余
年
に
な
り
ぬ
る
に
、
一
つ
の
職
当
て
ず
。
兵
を
業
と
し
て
、

悪
を
旨
と
し
て
、
角
鷹
狩
・
漁
に
進
め
る
者
の
、
昨
日
今
日
入
学
し
て
、

黒
し
赤
し
の
悟
り
な
き
が
、
贈
労
奉
る
を
、
序
を
越
し
て
、
季
英
、
多

く
の
序
を
過
ぐ
し
つ
」
と
、
そ
こ
ば
く
の
博
士
の
前
に
て
、
紅
の
涙
を

流
し
て
申
す
。
聞
こ
し
召
す
人
、
涙
を
流
し
給
は
ぬ
な
し
。
あ
る
じ
の

お

と
ど
、
「
こ
の
学
生
、
か
く
申
す
は
、
い
か
な
る
こ
と
そ
」
と
問
は

せ
給
へ
ば
、
博
士
ど
も
聞
こ
ゆ
。
「
季
英
、
ま
こ
と
に
悟
り
侍
る
者
な

り
。
さ
れ
ど
、
し
が
魂
定
ま
ら
ず
し
て
、
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
る
べ
く
も

あ
ら
ず
。
こ
れ
ま
か
り
出
で
た
ら
ば
、
公
私
妨
げ
と
あ
る
べ
き
に
よ
り

て
、
え
せ
ず
侍
る
な
り
」
と
申
す
。
季
英
、
爪
を
弾
き
、
天
を
仰
ぎ
て

候

ふ
。
大
将
の
お
と
ど
、
「
さ
侍
る
者
か
」
と
、
あ
ま
ね
く
問
は
せ
給

ふ
。
心
を
合
は
せ
て
静
む
る
中
に
、
曹
頭
進
士
、
「
た
だ
今
、
氏
の
院

に
、
魂
定
ま
り
、
身
の
才
す
ぐ
れ
た
る
者
、
こ
れ
の
み
な
む
侍
る
。
人

の
た

め

に
、
犯
し
・
過
ち
、
一
期
一
生
な
し
。
身
の
便
り
な
き
を
怠
り

ど
し
て
、
か
う
、
た
だ
、
院
内
す
げ
な
く
し
て
、
私
豊
か
に
、
悟
り
な

き
学
生
ど
も
に
は
、
豊
か
に
賜
へ
れ
ど
も
、
季
英
が
、
便
り
を
失
ひ
、

学
問
に
疲
る
る
を
ば
、
一
度
の
職
行
ふ
恐
れ
て
、
つ
か
れ
ふ
す
る
こ
と

な
し
。
跡
を
絶
ち
て
籠
り
侍
る
学
生
な
り
」
と
申
す
。
お
と
ど
、
「
大

学
の
勧
学
院
と
い
ふ
も
の
は
、
大
臣
・
公
卿
よ
り
始
め
奉
り
て
、
封
を

分
け
、
荘
を
入
れ
、
賜
ば
り
を
置
き
た
る
所
な
り
。
大
学
の
道
に
、
か

く
、
贈
労
と
い
ふ
こ
と
あ
ら
む
や
。
高
家
と
し
て
あ
る
正
頼
だ
に
、
殊

に

せ
ぬ

こ
と
な
り
。
皇
女
た
ち
の
御
賜
ば
り
、
数
あ
ま
た
あ
り
、
み
つ

か
ら
も
、
一
往
賜
は
る
。
か
か
れ
ど
も
、
家
に
功
あ
る
者
に
賜
ひ
て
、

あ
ま
る
を
こ
そ
、
料
物
奉
る
に
は
賜
べ
。
季
英
が
申
す
ご
と
く
に
は
、

朝
廷
に
仕
う
ま
つ
り
ぬ
べ
き
者
に
こ
そ
あ
な
れ
。
堪
へ
た
る
こ
と
な
き

人
だ

に
、
身
の
沈
む
を
ば
憂
へ
と
す
る
こ
と
を
。
こ
と
わ
り
な
り
や
。

貧

し
き
を
怠
り
に
せ
ば
、
正
頼
こ
そ
は
交
じ
ら
は
ざ
ら
ま
し
か
。
魂
に

於
き
て
は
、
身
の
憂
へ
あ
る
時
、
公
私
に
愁
へ
を
な
し
、
よ
き
人
も
静

ま
ら
ず
。
こ
と
叶
ふ
時
に
、
は
ふ
あ
く
の
者
も
修
ま
り
ぬ
る
も
の
な

り
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
博
士
た
ち
、
か
し
こ
ま
り
て
候
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
祭
の
使
二
三
一
頁
～
二
三
二
頁
）

　
藤
英
の

美
声
に
感
心
し
た
正
頼
が
藤
英
に
生
い
立
ち
を
尋
ね
る
場
面
で

あ
る
。
正
頼
の
問
に
藤
英
の
答
が
噛
み
合
っ
て
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ

う
。
藤
英
は
正
頼
の
問
に
対
し
て
、
問
わ
ず
語
り
の
よ
う
に
自
家
の
歴
史
、

さ
ら
に
自
己
の
生
い
立
ち
を
語
る
。
そ
こ
で
の
藤
英
の
語
り
の
中
で
車
胤

の
故
事
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
七
歳
に
て
入
学
し
て
、
今
年
は
三
十

一
年
、
そ
れ
よ
り
い
く
そ
ば
く
、
眼
の
抜
け
、
臓
の
尽
き
む
を
期
に
定
め

て
、
大
学
の
窓
に
光
ほ
が
ら
か
な
る
朝
は
、
眼
も
交
は
さ
ず
ま
ぽ
る
、
光

を
閉
ぢ
つ
る
夕
べ
は
、
叢
の
螢
を
集
め
、
冬
は
、
雪
を
集
へ
て
、
部
屋
に
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集
へ
た
る
こ
と
、
年
重
な
り
ぬ
。
」
は
繰
り
返
さ
れ
る
引
用
で
あ
る
。
こ

こ
で
「
眼
の
抜
け
」
、
ま
た
「
眼
も
交
は
さ
ず
ま
ぼ
る
」
と
、
「
眼
」
が
繰

り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
と
り
わ
け
「
眼
も
交
は
さ
ず
ま

ぼ

る
」
は
、
「
眼
の
穿
ぐ
る
ま
で
」
の
変
奏
と
捉
え
ら
れ
な
い
か
。

　

「眼
も
交
は
さ
ず
ま
ぼ
る
」
と
対
を
な
す
「
光
を
閉
ぢ
つ
る
夕
べ
は
、

叢
の

螢
を
集
め
、
冬
は
、
雪
を
集
へ
て
、
部
屋
に
集
へ
た
る
こ
と
、
年
重

な
り
ぬ
」
が
、
い
わ
ゆ
る
車
胤
・
孫
康
の
螢
雪
の
故
事
、
「
晋
書
』
「
車
胤

伝
」
の
「
家
貧
不
二
常
得
ワ
油
、
夏
月
則
練
嚢
盛
二
数
十
螢
火
一
以
照
レ
書
、

以
レ
夜
継
レ
日
焉
。
」
や
「
蒙
求
」
「
孫
康
映
雪
」
の
「
康
家
貧
無
レ
油
、
常

映
レ
雪
読
レ
書
。
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

　

ま
た
藤
英
に
関
し
て
「
魂
」
が
問
題
に
さ
れ
る
。
「
博
士
ど
も
」
が
藤

英
を
「
魂
定
ま
ら
ず
し
て
、
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
と
、

藤
英
を
誹
誇
す
る
。
そ
の
中
傷
に
対
し
て
藤
英
は
指
弾
し
て
天
を
仰
ぐ
し

か
な

い
。
博
士
た
ち
に
対
し
て
、
忠
遠
は
「
た
だ
今
、
氏
の
院
に
、
魂
定

ま
り
、
身
の
才
す
ぐ
れ
た
る
者
、
こ
れ
の
み
な
む
侍
る
」
と
す
る
。
こ
の

叙
述
で

「魂
」
が
「
身
の
才
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
学
識
と
対
に
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
魂
」
と

は
、
心
の
働
き
、
精
神
、
思
慮
分
別
の
義
で
あ
ろ
う
。
藤
英
の
「
魂
」
、

思
慮
分
別
が
定
ま
っ
て
い
る
か
、
い
な
い
か
、
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

「博
士
ど
も
」
が
藤
英
の
外
面
し
か
見
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
忠
遠
は

藤
英
の
学
問
の
内
実
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
両
者
の
主
張
に
対

し
て
、
正
頼
は
直
接
「
贈
労
」
、
売
官
の
話
を
問
題
に
す
る
。
さ
ら
に
正

頼
は
、
「
魂
」
は
「
身
の
憂
へ
あ
る
時
」
、
沈
倫
し
た
と
き
に
は
優
れ
た
人

も
落
ち
着
か
ず
、
何
か
成
就
す
る
時
に
は
、
「
は
ふ
あ
く
」
（
暴
悪
力
）
の

者
も
修
ま
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
頼
が
藤
英

の

「魂
」
を
称
揚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

回

色
深
く
染
む
る
ま
に
ま
に
ロ
ロ
ロ
袖
や
紅
葉
の
錦
な
る
ら
む

　
　
中
将
仲
忠
、
宇
治
の
網
代
よ
り
、

　
　
　
な

が
れ
来
る
ひ
を
数
ふ
れ
ば
網
代
木
に
よ
る
さ
へ
数
も
知
ら
れ
ざ

　
　
　
り
け
り

　
　
初
雪
の
降
る
日
、
涼
の
中
将
、

　
　
　
雲
居
よ
り
挟
に
降
れ
る
初
雪
の
う
ち
解
け
ゆ
か
む
待
つ
が
久
し
き

　
お

と
ど
、
見
給
ひ
て
、
「
九
月
に
仰
せ
ら
れ
し
を
思
ひ
た
る
な
め
り
か

　
し
。
景
　
な
る
人
に
あ
れ
ば
、
か
し
こ
を
ば
、
人
に
こ
そ
頼
み
聞
こ
え

　
た
れ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。

　
　
侍
従
の
君
、
時
雨
い
た
く
降
る
日
、

　
　
　
神
無
月
雲
隠
れ
つ
つ
時
雨
る
れ
ば
ま
つ
わ
が
身
の
み
思
ほ
ゆ
る
か
な

　
　
源
少
将
、
祭
の
使
に
立
つ
と
て
、

　
　
　
袖
ひ
ち
て
久
し
く
な
れ
ば
冬
中
に
振
り
出
で
て
行
く
と
ふ
か
あ
ふ

　
　
　
や
と

　
　
兵
衛
佐
、
物
に
参
る
と
て
、
口
口
物
語
な
ど
す
。
帰
る
暁
に
、
御
前

　
の
池
よ
り
水
鳥
の
立
つ
を
見
て
、

　
　
　
我
一
人
帰
れ
る
池
に
鴛
査
の
口
口
口
口
鳴
き
て
立
つ
か
な

　
　
藤
英
、
「
六
十
余
日
が
内
に
対
策
せ
む
」
と
、
夜
昼
急
ぐ
。
年
ご
ろ
、

　
雪
を
夜
の
光
に
て
勤
め
つ
れ
ど
、
今
は
、
さ
と
ゐ
ん
口
口
花
の
ご
と
し
、

　
食
物
山
の
ご
と
し
、
油
は
海
の
ご
と
湛
へ
て
、
口
口
口
口
な
ど
す
る
に

　
も
、
な
ほ
、
こ
の
こ
と
を
嘆
く
。
雪
降
る
日
、

　
　
　
心
だ
に

明
か
く
な
り
に
し
雪
降
れ
ど
恋
に
は
惑
ふ
も
の
に
ぞ
あ
り

　
　
　
け
る
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（吹
上
・
下
二
九
八
頁
①
）

　
「吹
上
・
下
」
巻
末
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
欠
字
が
あ
っ
て
意
味
の
通
じ

に

く
い
箇
所
で
あ
る
が
、
藤
英
の
叙
述
「
年
ご
ろ
、
雪
を
夜
の
光
に
て
勤

め

つ
れ
ど
」
や
そ
の
独
詠
歌
「
心
だ
に
明
か
く
な
り
に
し
雪
降
れ
ど
」
に
、

『蒙
求
」
「
孫
康
映
雪
」
「
康
家
貧
無
レ
油
、
常
映
レ
雪
読
レ
書
。
」
の
影
響
が

見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
油
は
海
の
ご
と
湛
へ
て
」
と
い
う
叙
述
も

孫
康
の

「家
貧
無
レ
油
」
を
裏
返
し
に
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る

の

で
は

な

い

か
。
そ
れ
か
ら
「
食
物
山
の
ご
と
し
」
か
ら
想
起
さ
れ
る
の

は

最
初
に
見
た
「
祭
の
使
」
の
「
日
に
一
度
、
短
籍
を
出
だ
し
て
、
一
笥

の

飯
を
食
ふ
」
と
い
う
叙
述
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
引
用
す
る

こ
と
で
、
『
う
つ
ほ
物
語
」
作
者
は
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
叙
述
の
部
分
は
、
地
の
文
で
あ
る
が
「
つ
れ
」
と
完
了
の

「
つ
」
を
使
う
こ
と
で
、
藤
英
の
行
動
に
寄
り
添
っ
た
叙
述
に
な
っ
て
い

よ
う
。
さ
ら
に
、
独
詠
歌
で
は
「
心
だ
に
明
か
く
な
り
に
し
」
と
過
去
の

「
き
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
藤
英
自
身
の
過
去
の
体
験
を
示
す
表
現
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
要
す
る
に
現
在
の
栄
華
の
時
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
故
事

を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
英
は
過
去
の
一
点
、
刻
苦
勉
励
し
た
時

代
に
常
に
立
ち
帰
る
よ
う
に
形
象
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

国

律
師
、
山
籠
り
の
御
声
の
い
と
尊
き
を
聞
き
愛
で
て
、
か
は
ら
け
取

　
り
て
、
か
く
申
し
給
ふ
、

　
　
　
出
つ
と
せ
し
身
だ
に
離
れ
ぬ
火
の
家
を
君
水
尾
に
い
か
で
す
む
ら
む

　
山
籠
り
、

　
　
　
煙
立
つ
家
は
思
ひ
の
苦
し
さ
に
身
も
消
ち
が
て
ら
入
れ
る
水
尾

大
将
、

　
　
こ
こ
に
か
く
あ
る
ど
ち
誰
か
燃
え
ざ
り
し
袖
の
水
脈
に
も
温
み
や

　
　

は
せ
し

中
納
言
、

　
　
人
よ
り
は
我
ぞ
煙
の
中
な
り
し
今
も
消
え
ね
ど
え
や
は
出
で
け
る

弁
殿
、

　
　
夜
，
を
暗
み
螢
、
求
，
勘
じ
杁
が
，
身
だ
に
消
え
し
思
ひ
の
目
に
煙
り
つ
つ

中
将
、

　
　
燃
え
わ
た
る
火
の
ほ
と
り
に
は
あ
り
な
が
ら
乾
か
ぬ
も
の
は
袖
に

　
　
ぞ
あ
り
け
る

な
ど
の
た
ま
ひ
つ
つ
、
遊
び
明
か
し
給
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
譲
・
下
七
七
三
～
七
七
四
頁
）

　
こ
の
前
に
作
文
が
描
か
れ
て
い
る
。
趣
深
い
句
は
皆
で
朗
調
す
る
。

「
右
大
弁
の
御
声
は
い
と
高
う
厳
し
う
」
と
美
声
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ

る
。
そ
の
後
、
皆
で
和
歌
を
詠
む
場
面
で
あ
る
。
忠
こ
そ
が
「
出
つ
と
せ

し
身
だ
に
離
れ
ぬ
火
の
家
を
君
水
尾
に
い
か
で
す
む
ら
む
」
と
火
宅
を
詠

み
込
ん

で
、
仲
頼
が
「
煙
立
つ
家
は
思
ひ
の
苦
し
さ
に
」
と
応
じ
、
仲
忠

は

「燃
え
ざ
り
し
袖
」
と
、
涼
も
「
煙
の
中
」
、
「
今
も
消
え
ね
ど
」
と
応

じ
る
。
藤
英
の
後
に
詠
じ
た
行
正
も
「
燃
え
わ
た
る
火
」
と
す
る
。
藤
英

は
「
消
え
し
思
ひ
（
火
）
」
、
「
煙
り
つ
つ
」
と
言
葉
の
上
で
は
答
え
て
い

な

が
ら
、
「
螢
求
め
し
わ
が
身
」
と
「
晋
書
』
車
胤
伝
を
引
用
す
る
こ
と

で
学
生
と
し
て
の
独
自
性
を
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
そ
れ

は

何
度
も
引
用
を
重
ね
た
故
事
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た

「消

え
し
」
と
す
る
の
は
何
が
消
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
思
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ひ
」
、
あ
て
宮
に
対
す
る
恋
心
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が
消
え
て
し
ま

っ

た
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
求
め
し
」
、
「
消
え
し
」
と
直
接
体

験
を
示
す
「
き
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
あ
て
宮
へ
の
思
い
が
消
え
た
ど
言

う
こ
と
が
、
他
な
ら
ぬ
藤
英
の
体
験
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

国
右
大
弁
の
殿
の
御
方
、
式
部
大
輔
か
け
た
れ
ば
、
こ
の
頃
、
「
非
時

．
せ
む
」
と
て
、
大
学
の
衆
ら
の
車
あ
ま
た
立
つ
。
徳
、
い
と
か
し
こ
し
。

　
世
に
重
く
思
は
れ
、
人
に
許
さ
れ
た
り
。
学
士
な
り
し
か
ば
、
今
も
、

　
帝
、
御
心
に
御
書
入
れ
給
へ
れ
ば
、
常
に
御
前
に
候
ひ
て
、
い
と
時
な

　

り
。
奏
す
る
こ
と
も
、
い
と
と
く
聞
こ
し
召
す
。
か
た
ち
も
、
い
と
も

　
の

も
の
し
。
北
の
方
に
聞
こ
ゆ
る
や
う
、
「
昔
、
氏
の
院
に
、
鶴
脛
・

　
裸
に
て
、
上
に
居
つ
つ
、
書
の
見
ゆ
る
限
り
は
参
ら
で
、
夜
ぼ
，
蟹
惑
禦
．

　
め
て
学
問
を
し
侍
り
し
時
に
、
心
地
、
常
に
面
白
く
頼
も
し
く
、
思
ふ

　

こ
と
な
く
侍
り
し
。
今
、
か
う
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
り
、
か
か
る
御
仲
に

　
候
へ
ど
、
も
の
思
は
し
う
わ
び
し
う
な
む
。
そ
れ
は
、
か
う
見
奉
る
限

　
り
、
親
に
も
対
面
し
給
は
ず
、
世
に
は
心
も
行
か
ぬ
や
う
に
て
経
給
へ

　
ば
、
生
き
て
侍
る
効
な
む
な
き
。
「
つ
た
な
き
人
に
つ
き
給
へ
り
」
と

　
て
、
親
を
勘
事
し
奉
る
な
む
、
僻
み
た
る
や
う
な
る
。
お
と
ど
は
、
御

　
前
去
ら
ず
召
し
使
ひ
給
ひ
、
公
事
に
つ
け
て
も
思
ほ
し
数
ま
へ
た
り
。

　
御
前
を
も
、
か
く
て
こ
そ
思
し
召
し
顧
み
給
ば
め
。
い
と
あ
ぢ
き
な
き

　
御
物
恥
な
り
。
世
の
中
は
、
は
か
な
き
も
の
ぞ
や
。
藤
壼
の
、
昔
よ
り

　
名
立
た
り
給
ひ
て
、
多
く
の
人
を
い
た
づ
ら
に
し
な
し
、
宮
仕
へ
を
し

　
給
ふ
と
て
は
、
傍
ら
ほ
と
り
に
人
寄
せ
給
は
ず
、
す
な
は
ち
よ
り
子
を

　
生
み
給
ひ

し
か
ば
、
坊
・
后
が
ね
と
の
の
し
ら
れ
給
ひ
し
か
ど
、
音
も

　
し
給
は
ず
。
思
ひ
か
け
ざ
り
し
人
の
、
昨
日
今
日
う
ち
生
み
出
だ
し
給

へ
る
こ
そ
は
、
あ
め
れ
。
か
か
れ
ば
、
か
く
は
な
や
か
に
見
給
ふ
ら
む

人
々

は
か
な
う
な
り
て
、
季
英
人
々
し
く
な
ら
む
と
も
知
ら
ず
。
「
勧

学
院
の
藤
英
」
と
言
は
れ
侍
り
し
か
ど
も
、
上
達
部
の
端
に
ま
か
り
な

ら
ず
や
。
博
士
と
て
侍
る
人
、
侍
ら
ぬ
を
ぞ
思
ひ
侍
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ

ど
、
い
ら
へ
も
し
給
は
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（国
譲
・
下
七
八
〇
頁
～
七
八
一
頁
）

　
藤
英
が
妻
で
あ
る
け
す
宮
に
自
己
の
半
生
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
「
夜

は
螢
を
集
め
て
学
問
を
し
侍
り
し
時
に
、
心
地
、
常
に
面
白
く
頼
も
し
く
、

思
ふ

こ
と
な
く
侍
り
し
」
に
「
晋
書
」
車
胤
伝
の
投
影
を
見
て
取
る
こ
と

は

容
易
い
。
し
か
し
そ
の
藤
英
の
「
学
問
」
も
、
け
す
宮
に
は
理
解
不
能

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
け
す
宮
は
「
世
に
は
心
も
行
か
ぬ
や
う
に
」
思
っ

て

い

る
こ
と
が
藤
英
に
は
あ
り
あ
り
と
判
る
の
で
あ
る
。
「
つ
た
な
き
人

に

つ

き
給
へ
り
」
と
親
に
訴
え
る
け
す
宮
に
は
何
を
言
っ
て
も
通
じ
な
い
。

正
頼
の

信
頼
の
厚

さ
を
言
っ
て
も
、
藤
壷
、
あ
て
宮
の
孤
閨
を
言
っ
て
も
、

同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
藤
英
の
信
じ
た
「
学
問
」
も
、
彼
の
孤
独
を
救

う
よ
す
が
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
面
で
も
「
学
問
を
し
侍
り
し
」
と
「
き
」
が
用
い

ら
れ
て
、
藤
英
の
体
験
し
た
過
去
の
叙
述
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
で
は
、
藤
英
は
い
っ
た
い
い
つ
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
た
の
か
。
そ

の
過
去

と
は
最
初
に
見
た
囚
「
祭
の
使
」
の
「
夏
は
螢
を
…
」
で
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
藤
英
は
常
に
「
祭
の
使
」
で
の
刻
苦
勉
励
し
て
い

た
頃
と
い
う
過
去
の
一
点
を
回
想
す
る
よ
う
に
形
象
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な

い
だ

ろ
う
か
。
要
す
る
に
藤
英
は
、
「
学
問
」
を
し
て
沈
淋
し
た
境
涯

か

ら
這
い
上
が
ろ
う
と
努
め
て
い
た
過
去
を
常
に
回
想
し
て
生
き
る
よ
う
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に

形
象
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
『
晋
書
」
「
車
胤
伝
」
が
引
用
さ
れ
る
箇
所
が
も
う
一
つ
あ

る
。
そ
れ
は
「
内
侍
の
か
み
」
で
の
朱
雀
帝
が
俊
蔭
女
の
顔
を
見
よ
う
と

し
て
「
童
部
や
、
候
ふ
。
螢
、
少
し
求
め
よ
や
。
か
の
書
思
ひ
出
で
む
」

と
言
う
。
「
か
の
書
」
と
あ
る
こ
と
で
『
晋
書
」
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を

明

ら
か
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
螢
の
光
で
女
の
顔
を
見
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
藤
英
の
場
合
と
は
全
く
異
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象

か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
た
こ
の
故
事
が
王
朝
の
文
人
に
と
っ
て
自
家
薬
篭
中
の
も
の
、
む
し

ろ
陳
腐
な
も
の
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
文
章
で
は

　
　
　
　
　
　

「本
朝
文
粋
』
巻
三
、
九
〇
「
文
章
得
業
生
正
六
位
上
行
播
磨
少
操
大
江

朝
臣
挙
周
対
」
「
照
芸
籍
於
二
北
窓
之
雪
一
、
…
秋
螢
功
積
、
車
司
徒
之
位

高
昇
。
」
、
巻
五
、
一
二
〇
菅
原
道
真
「
同
第
三
表
」
「
天
資
浅
薄
、
葺
以
二

蛍
雪
之
末
光
一
。
」
、
藤
英
の
モ
デ
ル
と
も
目
さ
れ
て
い
る
橘
直
幹
の
巻
六
、

一
五
〇

「請
レ
被
下
特
蒙
二
天
恩
一
兼
中
任
民
部
大
輔
闘
上
状
」
「
弱
冠
之
初
、

入
二
虎
鶴
一
而
問
二
風
教
’
、
壮
年
之
際
、
依
二
螢
幌
’
而
畳
二
歳
華
一
。
」
、
紀
在

昌
の
巻
九
、
二
六
四
「
夏
夜
於
二
鴻
臆
館
一
饒
二
北
客
一
」
「
若
レ
予
者
、
久
積
二

丹
螢
之
光
’
、
未
レ
入
二
白
鳳
之
夢
一
。
」
が
あ
る
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

　
詩
の
用
例
を
挙
げ
て
お
く
と
、
『
菅
家
文
草
』
巻
二
、
八
六
「
傷
二
巨
三

郎
一
、
寄
二
北
堂
諸
好
事
一
。
」
の
五
・
六
句
「
悲
栽
二
家
上
新
生
樹
一
、
実
放
二

窓
頭
奮
聚
螢
一
」
は
好
学
の
士
で
あ
っ
た
巨
勢
親
王
の
死
を
悼
む
詩
で
あ

る
。
親
王
が
没
し
た
た
め
学
問
を
す
る
人
も
い
な
い
の
で
、
集
め
た
蛍
も

放
し
て
し
ま
お
う
と
叙
述
し
て
い
る
。
同
じ
く
、
ニ
ニ
七
「
絶
句
十
首
、

賀
二
諸
進
士
及
第
一
。
（
九
）
」
「
一
経
不
レ
用
満
レ
浬
金
、
況
復
螢
光
草
運
深
」

は
大
系
が
「
子
孫
に
か
ご
い
っ
ぱ
い
の
黄
金
を
の
こ
し
て
や
る
よ
り
も
、

一
つ
の

経
書

を
の
こ
し
て
勉
強
さ
せ
る
方
が
、
真
に
子
孫
の
た
め
に
な

る
」
と
し
て
い
る
の
は
、
「
蔵
開
上
」
の
仲
忠
の
蔵
開
き
に
よ
る
俊
蔭
の

書
物
の
発
見
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
こ
の
詩
、
及
び
そ
れ
を
含

む

十
首
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
ま
た
巻
五
、
三
八
二
「
仲
春
稗
莫
、
聴
レ

講
二
論
語
’
、
同
賦
二
爲
レ
政
以
。
徳
。
」
の
起
句
承
句
「
君
政
万
機
此
一
経
、

乗
レ
龍
不
レ
忘
二
始
牧
⇔
螢
」
も
、
宇
多
天
皇
が
即
位
し
て
も
、
学
問
に
励
ん

だ

昔
を
忘
れ
な
い
と
し
た
も
の
。
後
集
、
五
〇
九
「
燈
滅
二
絶
」
（
二
）

の

起
句
承
句
「
秋
天
未
レ
雪
地
無
レ
螢
、
燈
滅
拍
レ
書
涙
暗
零
」
は
、
配
所

で
の
学
問
を
継
続
す
る
こ
と
の
困
難
を
語
っ
た
も
の
、
大
系
は
「
雪
」
も

「蛍
」
も
「
秋
天
」
だ
か
ら
い
な
い
、
つ
ま
り
「
ち
ょ
っ
と
し
た
し
ゃ
れ

で
あ
る
」
と
す
る
が
、
も
っ
と
重
い
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
、
な
ど
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

る
。
ま
た
道
真
の
師
で
あ
っ
た
島
田
忠
臣
「
田
氏
家
集
』
巻
下
、
二
〇
一

「
及
第
作
」
「
秋
帳
レ
螢
不
レ
見
レ
階
、
春
天
射
レ
鵠
箭
無
レ
乖
」
も
あ
る
。

二

「菅
家
文
草
」
巻
一
一
「
絶
句
十
首
、

賀
二
諸
進
士
及
第
一
。
」
と
の
関
係

　

と
こ
ろ
で
こ
の
「
菅
家
文
草
」
巻
二
「
絶
句
十
首
、
賀
二
諸
進
士
及

第
’
。
」
を
川
口
氏
は
藤
英
と
関
連
づ
け
て
、
「
う
つ
ぼ
物
語
に
描
か
れ
る

「藤
英
」
的
人
間
像
の
形
象
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
平
安
朝
日
本

漢
文
学
史
の
研
究
（
上
ご
「
菅
原
道
真
の
作
品
お
よ
び
思
想
の
特
質
」
）
。

こ
こ
で
川
口
氏
の
説
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。

　
菅
原
道
真
の

「絶
句
十
首
、
賀
夢
諸
進
士
及
第
務
冷
」
は
以
下
の
よ
う

な
作
品
で
あ
る
。
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
弟
子
達
の
学
業
を
詠
ん
だ
詩
を

通

し
て
、
他
な
ら
ぬ
道
真
自
身
の
学
問
に
対
す
る
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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絶
句
十
首
、
賀
諸
進
士
及
第
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ち
し
ち
　
　
た
い
れ
い
こ
え

鵬
七
七
頽
齢
是
老
生
　
　
七
七
の
頽
齢
是
老
生

誓
云
未
死
遂
成
名

明
王
若
問
君
才
用

更
幹
差
勝
風
月
情

　
　
　
賀
二
丹
誼
’
。

㎜
無
厭
泥
沙
之
曝
鯉

　
場
中
出
入
十
三
廻

不
遺
白
首
空
蹄
恨

　
請
見
愁
眉
一
旦
開

　
　
　

賀
二
和
平
一
。

m
當
家
好
爵
有
遺
塵

不
若
椀
林
苦
出
身

　
四
十
二
年
初
及
第

雁
知
大
器
晩
成
人

　
　
　

賀
二
橘
風
一
。

ち
か
　
　
　
　
　
い

誓
ひ
て
云
ひ
し
く
死
な
じ
遂
に
は
名
を
成
さ
む

と
い
ひ
き

　
　
も
　
　
　
　
　
　
さ
い
ゐ
よ
う

明
王
若
し
君
が
才
用
を
問
は
ま
せ
ば

か

う
か
ん
ま
　
さ

更
幹
差
勝
り
な
ま
し
風
月
の
情

こ
ひ
ち
い
さ
ご
　
あ
ぎ
と
　
　
さ
ら

泥

沙

に
鯉
を
曝
す
こ
と
を
厭
は
ず
し
て

ぢ
や
う
ち
う

場

中
に
出
入
す
る
こ
と
十
三
廻

白
首
空
し
く
蹄
ら
む
恨
み
を
遺
さ
ず

請
ふ
見
よ
愁
眉
の
一
旦
に
開
く
こ
と
を

　
　
　
か
う
し
や
く
ゐ
じ
む

當
家
の
好
爵
遺
塵
有
り

　
　
ミ
わ
い
り
む
ね
む
ご
ろ

若
か

じ
椀
林
に
苦
に
出
身
す
る
に
は

四
十
二
年
初
め
て
及
第
す

ま
さ臆

に
知
る
べ
し
大
器
晩
成
の
人
を

賀
二
中
義
一
。

鵬
親
老
在
家
七
十
飴

　
毎
看
膝
下
涙
漣
如

　
登
科
雨
字
千
金
直

孝
養
何
愁
無
斗
儲

　
　
　

賀
二
野
達
一
。

団
人
共
賀
君
我
猫
傷

曾
知
封
策
若
風
霜

　
龍
門
此
日
平
三
尺

努
力
前
途
万
初
強

　
　
　

賀
二
田
絃
一
。

拙
少
日
偏
孤
凍
且
飢

長
呼
孔
父
濟
窮
見

　
還
家
拝
世
何
爲
撒

手
捧
芽
芽
桂
一
枝

　
　
　

賀
二
多
信
一
。

　
　
　
　
　
　
　
し
ち
じ
ふ
よ

親
老
い
て
家
に
在
り
七
十
飴

み

　

　

　

　

　

し
つ
か
　
　
な
む
だ
れ
ん
じ
よ

看
る
毎
に
膝
下
に
涙
漣
如
た
り

と
う
く
わ
　
り
や
う
じ
せ
む
き
む
あ
た
ひ

登
科
の
雨
字
千
金
の
直

け
う
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ち
よ

孝
養
何
ぞ
愁
へ
む
斗
儲
無
き
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

人

は
共
に
君
を
賀
し
我
は
猫
り
傷
む

む

か

し
　
　
　
　
　
た
い
し
や
く
　
　
　
　
　
ご
と

曾

知
り
き
封
策
風
霜
の
若
く
あ
り
し
を

り
よ
う
も
ん
　
　
　
　
　
た
ひ
ら

龍

門
此
の
日
平
な
る
こ
と
三
尺

つ
　
と
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
と
ば
ん
し
ん
き
や
う

努
力
め
よ
や
前
途
万
初
強

わ
か

　

　

　
ひ

と
へ
み
な
し
ご
　
　
　
　
こ
　
　
ま
た
う

少
き
日
偏
に
孤
に
し
て
凍
い
且
飢
ゑ
た
り

つ
ね

　
　
　
　

こ
う
ほ
　
　
ヤ
ま
　
　
　
こ
　
　
す
く

長
に
呼
ぶ
孔
父
の
窮
れ
る
兜
を
濟
ふ
こ
と
を

　
　
か
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
き

家
に
還
り
世
を
拝
し
て
何
ぞ
撒
を
爲
さ
む

　
　
さ
さ
　
ふ
ん
ぷ
ん
　
　
か
つ
ら
　
い
つ
し

手
に
捧
ぐ
芽
芽
た
る
桂
の
一
枝
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㎜
初
有
二
毛
更
六
年

此
朝
筋
骨
可
神
仙

知
君
大
學
能
常
住

願
使
諸
生
競
見
賢

　
　
　
じ
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら

初
め
て
二
毛
有
り
て
よ
り
更
に
六
年

　
あ
し
た
む
ん
こ
つ
　
　
し
ん
せ
ん

此
の
朝

筋
骨
は

神
仙
な
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
ふ
む
や
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
と
ど
ま

知
ん
ぬ
君
が
大
學
に
能
く
常
に
住
れ
る
こ
と
を

ね
が

　
　
　
　
　
し
よ
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は

願

は
く
は
諸
生
を
し
て
競
ひ
て
賢
を
見
さ
し

め
ん
こ
と
を

瑚
此
是
功
臣
代
代
孫

神
明
又
可
祐
家
門

　
況
爲
進
士
揚
名
後

今
待
公
卿
採
揮
恩

　
　
　

賀
二
和
明
一
。

こ
　
　
　
　
　
こ
　
　
こ
う
し
ん
だ
い
だ
い
　
む
ま
ご

此
れ
は
是
れ
功
臣
代
代
の
孫

し
ん
め
い
　
　
　
　
か
も
ん
　
　
た
す

神
明
ま
た
家
門
を
祐
く
べ
し

い
は

　
　
　
　
し
ん
じ

況

む
や
進
士
名
を
揚
げ
て
よ
り
後

　
　
く
け
い
さ
い
た
く

今
や
公
卿
採
揮
の
恩
を
待
た
む
や



即
一
経
不
用
満
浬
金

　
況
復
螢
光
草
運
深

業
是
文
章
家
將
相

　
朱
衣
向
上
任
君
心

　
　
　
　
賀
二
右
生
一
。

瑚
龍
有
名
駒
鳳
有
雛

行
程
自
與
世
人
殊

　
聞
君
舎
弟
皆
家
業

　
次
第
當
探
海
底
珠

　
　
　
　賀
稿
木
一
。

い
う

け
い
も
ち
　
　
　
は
こ
　
　
み
　
　
　
こ
が
ね

一
経
用
ゐ

ず
浬
に

満
つ
る
金

ヨ
よ
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
み
ち

況
む

や
復
た

螢
の
光
の
草
の
運
に
深
か
ら
む
や

な

り
は
ひ
　
こ
　
　
も
ん
じ
や
う
い
へ
　
し
や
う
し
や
う

業
は
是
れ
文
章
家
は
將
相

し
ゆ
い
か
う
じ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
ま
か

朱
衣
向
上
君
が
心
に
任
さ
む

り
よ
う
　
め
い
く
　
　
　
　
ほ
う
　
　
す
う

龍
に
名
駒
有
り
鳳
に
雛
有
り

　
　
お
の
つ
か
　
　
　
せ
じ
ん
　
　
こ
と

行
程

自
ら
に
世
人
と
殊
な
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
し
や
て
い
み
な

聞
く
な
ら
く
君
が
舎
弟
皆
家
業
な
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま

次
第
に
當
に
探
ら
む
海
底
の
珠

　
一
二
九
番
詩
で
は
、
，
「
七
七
頽
齢
」
、
四
十
九
歳
と
い
う
相
手
の
学
生
の

年
齢
を
「
老
生
」
と
叙
述
す
る
。
だ
が
そ
の
学
生
は
「
死
」
を
拒
絶
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

「
遂
成
レ
名
」
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
名
」
と
は
藤
英
の
追
い

求
め
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
こ
の
「
明
王
」
に
正
頼
を
当
て

嵌
め
れ
ば
、
ま
さ
し
く
藤
英
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

　

＝
二
〇
番
詩
の
「
曝
レ
鯉
」
は
、
『
藝
文
類
聚
」
「
竜
部
」
に
引
く
「
三

秦
記
」
に
「
河
津
、
一
名
竜
門
。
大
魚
集
二
竜
門
一
下
数
千
泊
不
レ
得
レ
上
。

上
者
為
レ
竜
。
不
レ
上
者
、
故
云
レ
曝
レ
鯉
二
竜
門
一
」
に
拠
る
も
の
で
、
試
験

に

落
第
す

る
こ
と
。
試
験
に
落
第
す
る
こ
と
が
「
十
三
廻
」
に
の
ぼ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
「
愁
眉
」
も
コ
旦
」
に
開
く
。
こ
こ
に
藤
英

の

「身
を
捨
て
て
学
問
を
し
つ
つ
、
は
か
り
な
く
迫
」
っ
た
姿
を
見
て
取

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

＝
二
一
番
詩
の
「
遺
塵
」
は
、
祖
先
が
残
し
て
置
い
て
く
れ
た
も
の
の

意
、
『
文
選
」
巻
六
、
左
思
「
魏
都
賦
」
に
「
列
聖
之
遺
塵
」
と
あ
る
。

「塊
林
」
は
三
公
の
集
ま
る
と
こ
ろ
の
義
。
こ
こ
で
の
「
出
身
」
と
は
、

文
章
生
か
ら
文
章
得
業
生
と
な
っ
て
、
対
策
に
合
格
し
て
任
官
す
る
こ
と

で
あ
る
。
「
四
十
二
年
初
め
て
及
第
す
」
と
い
う
時
間
の
叙
述
に
、
藤
英

の

「
七
歳
に
て
入
学
し
て
、
今
年
は
三
十
一
年
、
そ
れ
よ
り
い
く
そ
ば
く
、

…
」
（
祭
の
使
二
三
一
頁
）
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

　
一
三
二
番
詩
「
初
め
て
二
毛
有
り
て
よ
り
更
に
六
年
」
は
播
岳
の
故
事

（活
岳

「
秋
興
賦
」
序
「
晋
十
有
四
年
、
余
春
秋
三
十
有
二
、
始
見
二
二

毛
一
。
」
）
を
引
い
て
三
十
八
才
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
、
先
程

見

た
藤
英
の
年
齢
の
叙
述
が
想
起
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
君
が
大
學
に
能
く

常
に
住
れ
る
」
と
は
、
そ
れ
こ
そ
蛍
の
光
で
学
び
、
眼
が
穿
る
ま
で
学
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は

に

励
む

藤
英
の
姿
に
他
な
る
ま
い
。
ま
た
「
諸
生
を
し
て
競
ひ
て
賢
を
見

さ
」
せ
る
と
い
う
の
も
、
藤
英
の
そ
の
後
の
栄
達
を
考
慮
に
入
れ
る
と
納

得
が
ゆ
く
。

　
一
三
三
番
詩
は
老
い
た
親
に
対
す
る
孝
心
が
主
題
で
あ
る
よ
う
に
見
え

る
。
た
だ
、
「
登
科
の
雨
字
千
金
の
直
」
か
ら
は
藤
英
の
俗
物
性
が
連
想

さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
句
、
本
来
『
晋
書
』
「
王
歓
伝
」
「
錐
家
無

斗
儲
、
意
恰
如
也
」
に
基
づ
く
「
孝
養
何
ぞ
愁
へ
む
斗
儲
無
き
こ
と
を
」

の

「斗
儲
」
に
、
川
口
大
系
は
「
宇
津
保
物
語
に
み
え
る
よ
う
に
雑
色
厨

女
に

も
さ
げ
す
ま
れ
る
よ
う
な
「
窮
ま
れ
る
大
学
の
衆
」
の
生
活
が
背
後

に

う
か
が
わ
れ
る
」
と
す
る
。
こ
こ
に
も
藤
英
の
叙
述
と
の
関
わ
り
が
う

か
が
え
る
。

　
一
三
四
番
詩
は
初
句
に
、
及
第
を
賀
し
て
「
人
は
共
に
君
を
賀
し
我
は

猫
り
傷
む
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
猫
り
傷
む
」
の
「
猫
り
」
と
、
藤
英
が

自
ら
生
い
立
ち
を
述
べ
る
「
南
蔭
の
左
大
弁
、
参
議
に
侍
り
し
ほ
ど
、
兵
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の
た

め
に
命
終
り
、
兄
弟
、
遠
く
、
残
る
屍
な
く
滅
び
果
て
て
、
季
英
一

人
な
む
、
か
れ
が
後
と
て
侍
る
。
」
（
祭
の
使
二
三
一
頁
）
と
の
間
に
、
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し

現
の

類
似
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
第
二
句
「
曾
知

　
　
た
い
し
や
く
　
　
　
　
　
ご
と

り
賠
咽
策
風
霜
の
若
く
あ
り
し
註
は
、
藤
英
に
と
っ
て
苦
し
か
っ
た

「
曾
」
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　

＝
二
五
番
詩
の
「
少
き
日
偏
に
孤
に
し
て
凍
い
且
飢
ゑ
た
り
」
は

「
父
・
母
、
筋
・
族
、
一
度
に
滅
び
て
、
は
か
り
な
く
便
り
な
き
学
生
」

と
い
う
藤
英
の
在
り
方
と
見
合
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
物

語

と
漢
詩
文
と
の
重
ね
合
わ
さ
れ
る
可
能
性
を
見
て
取
る
こ
と
は
出
来
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
一
三
六
番
詩
で
は
「
況
む
や
進
士
名
を
揚
げ
て
後
」
と
あ
り
、
「
孝
経
」

「開
宗
明
義
抄
」
に
「
立
レ
身
行
レ
道
、
揚
二
名
於
後
世
一
、
以
顕
二
父
母
’
、

孝
之
終
也
」
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
名
」
は
、
「
祭
の
使
」

の

「藤
英

は
、
文
人
も
、
か
く
た
よ
り
詩
奉
る
に
も
、
御
前
に
て
作
り
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

だ
し
た
る
詩
は
、
上
達
部
見
給
は
む
に
名
高
く
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
講
師
、

取
り
隠
し
て
、
読
ま
ず
な
り
ぬ
、
上
達
部
・
親
王
た
ち
、
あ
る
も
の
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
り
給
は
ず
。
」
（
二
三
〇
頁
）
や
、
「
菊
の
宴
」
の
「
恥
を
捨
て
、
名
を

顧
み
ず
出
で
立
ち
て
、
時
の
上
達
部
に
見
え
知
ら
れ
し
か
ば
こ
そ
、
い
さ

さ
か
浮
か
み
、
人
と
も
な
れ
。
」
（
三
二
五
頁
）
と
い
っ
た
叙
述
と
関
連
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
「
公
卿
採
揮
の
恩
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ

か

ら
は
「
あ
る
じ
の
お
と
ど
、
聞
こ
し
召
し
て
、
「
今
日
の
詩
に
聞
こ
え

ざ
り
つ
る
句
を
、
一
人
諦
す
る
人
あ
な
り
。
誰
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
」
（
祭

の
使
二
三
一
頁
）
、
藤
英
の
声
を
聞
き
分
け
た
正
頼
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

　

＝
二
七
番
詩
の
二
句
「
況
む
や
復
た
螢
の
光
の
草
の
運
に
深
か
ら
む

や
」
に
「
晋
書
』
「
車
胤
傳
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

よ
う
。

　

＝
二
八
番
詩
の
二
句
「
行
程
自
ら
に
世
人
と
殊
な
ら
む
」
は
、
道
真
の

詩
で

は
「
龍
」
や
「
鳳
」
の
子
供
で
あ
れ
ば
、
他
と
違
う
の
謂
い
で
あ
ろ

う
が
、
「
世
人
と
殊
」
な
る
「
行
程
」
と
は
、
藤
英
の
人
生
そ
の
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
藤
英
に

直
接
繋
が
る
の
は
＝
二
七
の
「
螢
光
」
の
み
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
連
の
詩
は
い
つ
れ
も
ど
こ
か
で
藤
英
の
形
象
に

結
び

つ
い
て

い

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
単
に
「
螢
光
」
の
類

似
に
留
ま
ら
な
い
、
道
真
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
道
真
周
辺
の
学
生
群
像
の

生

き
方
を
も
取
り
込
ん
だ
引
用
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従

来
漢
詩
文
の
影
響

と
い
う
と
単
語
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
た
と
い
う
感
は

否

め
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
詩
文
の
訓
読
文
と
「
う
つ
ほ
』
の
行
文

の
類
似
を
見
る
と
き
、
訓
読
文
が
物
語
の
表
現
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
改
め

て

考
え
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
そ
こ
に
「
蔵
開
・
中
」
の
「
果
て

に
、
一
度
は
訓
、
一
度
は
音
に
読
ま
せ
給
ひ
て
、
「
面
白
し
」
と
聞
こ
し

召
す
を
ば
諦
ぜ
さ
せ
給
ふ
」
（
五
三
四
頁
）
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
道
真
及
び
他
の
漢
詩
人
た
ち
の
詩
の
訓
読
が
仮
名
文

学
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
奥
深
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め

　

こ
こ
で
論
じ
て
き
た
事
柄
を
纏
め
て
お
こ
う
。
藤
原
季
英
、
藤
英
の
叙

述
に

当
た
っ
て
、
漢
籍
の
果
た
し
た
役
割
に
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ

っ

た
。
「
海
漫
漫
」
の
よ
う
な
装
飾
、
飾
り
と
し
て
の
故
事
引
用
も
見
ら

れ

た
。
た
だ
そ
れ
と
と
も
に
、
い
わ
ば
反
鋸
さ
れ
る
故
事
引
用
と
し
て

「晋
書
」
「
車
胤
伝
」
の
記
事
が
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
漢
籍
と
仲
立
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ち
し
た
も
の
と
し
て
菅
原
道
真
の
表
現
、
『
菅
家
文
草
』
巻
二
「
賀
諸
進

士
及
第
」
の
一
連
の
詩
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
は
道
真
の
弟
子

達
の

及
第
に
到
る
ま
で
の
苦
節
が
車
胤
伝
を
始
め
と
す
る
漢
籍
の
故
事
を

用
い
て
象
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
車
胤
伝
」
の
記

事
は
藤
英
の
過
去
の
あ
る
一
時
期
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

藤
英
が
繰
り
返
し
用
い
る
「
螢
」
の
故
事
は
、
そ
の
故
事
を
叙
述
す
る
こ

と
で
、
過
去
の
そ
の
時
に
回
帰
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
か

っ

た

か
。
そ
の
上
、
藤
英
の
場
合
の
特
徴
と
し
て
、
「
白
氏
文
集
』
に
せ

よ
、
「
晋
書
」
に
せ
よ
、
大
げ
さ
で
滑
稽
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
ま
た
漢
詩
文
の
引
用
は
集
中
し
て
用
い
ら
れ
る
傾

向
が
あ
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
「
う
つ
ほ
物
語
」
の
漢
籍
引
用

の

特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
藤
英
に
お
け
る
「
車
胤
伝
」
の
よ
う
な
人
物
造

形
と
関
わ
る
引
用
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
人

物
造
形
と
関
わ
る
引
用
も
『
菅
家
文
草
』
の
表
現
を
間
に
お
く
こ
と
で
一

層
理
解
し
や
す
く
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
中
国
の
故
事
と
物
語
と
の
媒
介
項
と
し
て
菅
原
道
真
に
代
表
さ
れ
る

日
本
漢
文
の
表
現
、
及
び
訓
読
を
想
定
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
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三
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、

笠
間
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」
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和
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七
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物
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、
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は

『
日
本
文
学
』
昭
和
五
六
年
二
月
）

「国
文
学
」
三
四
巻
一
〇
号
、
平
成
元
年
八
月

『椙
山
女
学
園
大
学
短
期
大
学
部
二
十
周
年
記
念
論
集
』
平
成

元
年
十
二
月
刊

室
城
秀
之
氏
著

『う
つ
ほ
物
語
全
」
平
成
七
年
十
月
、
お
う
ふ

う
刊
。
以
下
本
文
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る

『本
朝
文
粋
」
の
本
文
は
大
曽
根
章
介
・
後
藤
昭
雄
・
金
原
理

氏
校
注

『本
朝
文
粋
』
平
成
四
年
五
月
岩
波
書
店
刊
、
に
拠
る
。

「菅
家
文
草
」
の
本
文
は
川
口
久
雄
氏
校
注
「
菅
家
文
草
・
菅

家
後
集
』
昭
和
四
一
年
一
〇
月
岩
波
書
店
刊
、
に
拠
る
。
な
お

訓
読
は
「
あ
た
う
限
り
平
安
初
期
の
古
訓
に
近
づ
く
べ
く
努
力

し
た
」
と
さ
れ
る
同
書
の
訓
に
ほ
ぼ
依
拠
し
た
。
訓
読
文
の

『
う
つ
ほ
」
へ
の
影
響
を
視
野
に
入
れ
ん
が
た
め
で
あ
る
。

『田
氏
家
集
』
当
該
詩
の
本
文
は
小
島
憲
之
氏
監
修
『
田
氏
家

集
注

　
巻
之
下
」
平
成
六
年
二
月
和
泉
書
院
刊
、
に
拠
る
。

今
回
は

取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
道
真
は
後
に
讃
岐
に
左
遷
さ

れ

た
折
に
「
得
故
人
書
、
以
詩
答
之
」
（
巻
三
、
一
九
〇
）
に

於
い

て

「努
力
君
心
能
努
力
、
存
亡
雁
在
此
文
章
」
と
「
努

力
」
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
。
今
は
論
証

す

る
暇
は
な
い
が
『
菅
家
文
草
」
の
他
の
詩
に
も
藤
英
の
形
象

に

つ

な
が
る
表
現
は
ま
だ
少
な
か
ら
ず
在
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
ら
の
検
証
は
ま
た
他
日
を
期
す
る
こ
と
に
す
る
。

※

本
稿
は

平
成
十
一
年
度
国
文
学
研
究
資
料
館
共
同
研
究
の
成
果
の
一
部

　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）

一 29一


