
詞
で
は
、
「
新
古
今
」
は
比
較
的
状
態
表
現
が
多
く
、
「
古
今
」
は

心
理
描
写
が
多
い
と
言
え
る
よ
う
に
、
相
違
が
見
ら
れ
た
。
意
義
分

『
彼
岸
過
迄
』
~A 
民間

日

次

序本

論第
一
章
市
蔵
の
生
い
立
ち
と
家
庭

第
一
節
母
と
家
庭

第
二
節
市
蔵
と
母

第
二
章
市
蔵
の
苦
悩
に
つ
い
て

ー
千
代
子
と
の
関
係
を
中
心
に

第
一
節
市
蔵
の
性
格
と
そ
の
悲
劇

第
二
節
市
蔵
の
希
求
す
る
も
の

第
三
章
構
想
に
つ
い
て

第
一
節
構
成
と
そ
の
意
図
す
る
も
の

第
二
節
敬
太
郎
と
そ
の
存
在
意
義

第
三
節
「
雨
の
降
る
日
」
と
そ
の
役
割

ぴ
：
・
：
：

結
制
削
石
後
期
の
三
部
作
の
第
一
作
で
あ
る
「
彼
岸
過
迄
」
は
、
明
治

四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
の
一
月
一
日
か
ら
四
月
二
十
九
日
ま
で
朝

三
十
回
生

」口向

見

明

子

日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
。
乙
の
作
品
が
完
成
度
の
高
い
も
の
で
な
い

ζ

と
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
字

み
、
府
石
の
作
家
的
立
場
と
し
て
も
大
き
な
転
換
を
迎
え
た
こ
と
が

窺
え
る
作
品
で
も
あ
る
。
特
に
、
須
永
市
蔵
の
造
型
は
瀬
石
文
学
後

期
に
通
じ
て
い
く
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
試
み
で
あ
り
、
そ
の
内

面
的
措
写
の
深
ま
り
と
深
刻
さ
は
そ
の
ま
ま
作
者
漸
石
の
自
己
洞
察

へ
と
重
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
、
「
彼
岸
過
迄
し
論
の
第
二
早
と
語
二

章
か
ら
の
抜
粋
に
よ
っ
て
、
市
蔵
の
苦
悩
に
つ
い
て
そ
の
本
質
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
（
な
お
、
証
は
省
略
す
る
）
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第
一
章
市
蔵
の
生
い
立
ち
と
家

J

挺

須
永
市
蔵
は
父
を
早
く
亡
く
し
、
母
と
二
人
「
衣
食
の
上
に
不
安

の
憂
を
知
ら
な
い
好
い
身
分
」
で
、
「
淋
し
い
や
う
な
、
又
床
し
い

や
う
な
生
活
」
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
市
蔵
の
生
い
立
ち
は
「
須
永

の
話
」
で
彼
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。
父
は
生
前
彼
を
枕
元
に
呼
ん
で
、

「
市
蔵
、
お
れ
が
死
ぬ
と
御
母
さ
ん
の
厄
介
に
な
ら
な
く
っ
ち
ゃ
な

ら
な
い
ぞ
。
知
っ
て
る
か
」
と
言
う
。
母
は
「
御
父
さ
ん
が
御
亡
く



な
り
に
な
っ
て
も
、
御
母
さ
ん
が
今
迄
通
り
可
愛
が
っ
て
上
げ
る
か

ら
安
心
な
さ
い
よ
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
普
通
の
親
子
聞
で
は
考

え
ら
れ
な
い
よ
う
な
両
親
の
言
葉
が
幼
い
市
蔵
の
心
を
曇
ら
し
、
そ

し
て
彼
は
自
分
と
母
の
聞
に
何
か
触
れ
て
は
い
け
な
い
畏
怖
の
念
を

感
じ
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
松
本
の
話
」
で
こ
の
言

葉
の
謎
が
解
か
れ
る
。
「
一
切
の
秘
密
は
そ
れ
を
開
放
し
た
時
始
め

て
自
然
に
復
る
落
着
を
見
る
事
が
出
来
る
と
い
ふ
主
義
」
の
も
と
に
、

松
本
は
市
蔵
の
「
僻
み
」
を
形
成
し
た
起
因
と
し
て
、
彼
が
小
間
使

の
子
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
打
ち
明
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
出
生
の

秘
密
に
即
し
た
自
に
見
え
な
い
母
子
聞
の
異
状
な
心
理
状
態
ま
で
松

本
は
解
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ

た
市
蔵
の
「
僻
み
」
は
、
も
は
や
乙
の
事
実
に
即
し
た
特
殊
な
母
子

関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
万
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
従
来
、

市
蔵
の
母
や
彼
ら
の
家
庭
に
つ
い
て
は
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
う
。
こ
こ
で
は
出
生
の
秘
密
に
即
し
て
市
蔵
の
母
と
家
庭
を

見
て
い
く
こ
と
で
彼
の
心
理
に
近
づ
き
た
い
。

ま
ず
「
松
本
の
話
」
で
、
市
蔵
の
心
を
曇
ら
し
た
両
親
の
不
思
議

な
言
葉
は
理
解
で
き
る
。
第
三
者
に
は
「
本
首
の
母
子
よ
り
も
透
か

に
仲
の
好
い
継
母
と
縫
子
L

と
見
え
る
そ
の
状
態
の
根
底
に
は
、
畏

怖
の
念
か
ら
く
る
複
雑
な
心
理
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
．
先
に

挙
げ
た
「
御
父
さ
ん
が
御
亡
く
な
り
に
な
っ
て
も
：
：
：
」
と
い
う
言

葉
は
、
母
親
自
身
が
自
分
に
無
理
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
感
じ
が
な

く
も
な
い
．
市
蔵
が
小
間
使
の
子
で
あ
る
こ
と
は
母
の
心
理
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
に
と
っ
て
そ
れ
は

思
争
奪
静
態
襲
撃
事
蓄
広

t
r扶

み

死
と
同
時
に
と
う
に
無
意
識
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
よ
み
が
え
っ
て

く
る
不
安
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
市
蔵
は
彼
女
が
裏
切

ら
れ
た
乙
と
の
証
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
市
蔵
に
言
い
聞
か
せ
た

言
葉
は
、
彼
女
の
自
我
の
防
衛
機
制
で
あ
る
反
動
形
成
の
意
味
を
担

う
。
松
本
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

彼
等
は
血
を
分
け
て
初
め
て
成
立
す
る
通
俗
な
親
子
関
係
を
軽
震

し
で
も
差
支
な
い
位
、
情
愛
の
糸
で
離
れ
ら
れ
な
い
や
う
に
、

自
然
か
ら
確
か
り
括
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
！
略

l

夫
だ
の
に

姉
は
非
常
に
恐
れ
て
い
だ
。
（
「
松
本
の
話
」
五
）

（
傍
点
高
見
、
以
下
す
べ
て
同
じ
）

こ
の
「
恐
れ
」
と
い
う
言
葉
は
母
親
の
心
理
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
市
蔵
の
母
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
彼
女
に
関
す
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
た
い
。

須
永
の
留
守
へ
行
く
と
、
彼
の
母
は
唯
一
の
楽
し
み
の
や
う
に
斯

う
い
ふ
調
子
で
停
の
話
を
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
敬
太
郎
の
万

で
須
永
の
評
判
で
も
持
ち
出
さ
う
も
の
な
ら
、
何
時
迄
で
も
其
問

題
の
後
へ
喰
付
い
て
来
て
、
容
易
に
話
題
を
改
め
な
い
の
が
例
に

な
っ
て
ゐ
た
。
（
「
停
留
所
」
十
）

敬
太
郎
が
田
口
家
で
何
度
か
門
前
払
い
毎
食
わ
さ
れ
た
成
行
き
を
話

そ
う
と
し
た
場
面
で
は
、

「
左
様
で
御
座
い
ま
す
と
も
」
と
か
、
「
本
嘗
に
ま
あ
、
聞
の
悪

い
時
に
は
ね
L

と
か
、
伺
万
に
も
同
情
し
た
よ
う
な
間
投
詞
が
で

る
の
で
・
：
：
：
：
（
寸
停
留
所
」
十
二
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
γ

」
れ
ら
描
尽
に
見
ら
れ
る
乃
は
、
息
子
市

梅
毒
場
辞
意
噌
蓮
金
噂
品
川
噂
噂
場
骨
造
＆
品
惣
唱
母
一
噂
議
却
時
曲
部
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く
も
む
し
可
扇
カ
寸
陪
伎
¢
子
で
み
る
ζ

と
は
母
の
、
む
涯
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
に
と
っ
て
そ
れ
は

と
っ
く
の
昔
に
克
服
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
レ
れ
な
い
、
が
、
夫
の

蔵
判
”
の
執
一
語
骨
む
表
腎
的
民
穏
慢
・

44qあ
ろ
吹
1
砂

’

益

ザ

忌

N

h

b

品
券

さ
ら
に
、
「
須
永
の
話
」
で
は
市
蔵
自
身
の
口
か
ら
母
は
語
ら
れ

ヲ
G

。尤
も
父
は
府
癖
の
強
い
割
に
陰
性
な
男
だ
っ
た
し
、
母
は
長
唄
を

う
た
ふ
時
よ
り
外
に
、
大
き
な
撃
の
出
せ
な
い
性
分
な
の
で
、
僕

は
二
人
の
言
ひ
事
そ
ふ
現
場
を
、
父
の
死
ぬ
迄
未
だ
曾
て
目
撃
し

た
事
が
な
か
っ
た
。
：
：
：
僕
等
の
宅
程
静
か
に
整
の
っ
た
家
庭
は

滅
多
に
見
当
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

母
は
僕
に
対
し
て
死
ん
だ
父
を
語
る
毎
に
、
世
間
の
夫
の
う
ち
で

骨
も
完
全
に
近
い
も
作
の
様
に
説
明
し
て
己
ま
な
い
。

母
の
性
格
は
吾
々
が
菅
か
ら
用
ひ
慣
れ
た
慈
母
と
い
ふ
言
葉
で
形

容
さ
へ
す
れ
ば
、
夫
で
蓋
き
て
ゐ
る
。
僕
か
ら
見
る
と
彼
女
は
此

二
字
の
為
に
生
れ
て
此
二
字
の
為
に
死
ぬ
と
云
っ
て
も
差
支
え
な

い。

j

i
－
－
－
母
は
生
活
の
満
足
を
此
一
黙
に
の
み
集
注
し
て
ゐ
る

の
だ
か
ら
j

i
－
－
・
〈
以
上
「
須
永
の
話
」
四
）

母
は
菅
堅
鎮
の
教
育
を
受
け
た
婦
人
の
常
と
し
て
、
家
名
を
揚
げ

る
の
が
子
た
る
も
の
の
第
一
の
務
だ
と
い
ふ
様
な
考
へ
を
、
何
よ

り
先
に
抱
い
て
ゐ
る
。
（
「
沼
市
永
の
話
」
五
）

と
の
よ
う
な
描
写
に
み
ら
れ
る
の
は
彼
女
の
「
家
庭
」
、
「
家
」
に

対
す
る
異
常
な
執
着
心
、
完
全
主
義
、
理
想
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

母
に
封
建
的
な
旧
い
「
家
」
中
心
の
思
想
を
代
表
さ
せ
て
、
市
蔵
の

近
代
知
識
人
の
思
想
と
対
立
さ
せ
る
乙
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
乙
乙
で
は
母
個
人
の
内
部
に
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
彼

女
は
自
分
の
築
く
家
庭
を
完
全
な
も
の
、
理
想
的
な
も
の
と
す
る
乙

と
に
よ
っ
て
彼
女
の
受
け
た
傷
を
癒
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

し
闘
に
凶
た
」
と
か
、
何
万
に
も
同
情
し
た
よ
う
な
間
投
詞
が
で

る
の
で
j

i
－
－
・
（
「
停
留
所
」
十
二
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
に
見
ら
れ
る
の
は
、
息
子
市

か
－
つ
ま
り
‘
来
は
完
金
匂
九
閣
啄
め
令
治
議
命
埼
峰
毒
噂
藤
崎
＆

言
い
聞
か
せ
、
自
分
は
慈
母
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
内

部
の
空
白
を
自
分
に
も
他
人
に
も
隠
し
な
が
ら
「
家
庭
」
を
守
り
続

け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
静
か
に
整
の
っ
た
家
庭
」
で
、

そ
の
裏
に
は
偽
善
的
な
匂
い
も
虚
飾
の
色
も
多
分
に
含
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
る
＠

「
停
留
所
」
で
は
、
須
永
の
家
庭
に
つ
い
て
、
「
北
目
か
ら
重
詰
に

し
て
臓
の
二
階
へ
仕
舞
っ
て
置
い
た
も
の
」
、
「
出
来
合
以
上
の
旨

さ
L

、
「
紋
切
形
と
は
無
論
思
は
な
い
け
れ
ど
も
、
幾
代
も
掛
っ
て

辞
令
の
練
習
を
積
ん
だ
巧
み
」
等
の
形
容
に
よ
っ
て
そ
の
底
に
潜
む

人
為
的
な
窮
屈
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

ζ

れ
は
、
市
蔵
の
母
が
築
い

て
き
た
「
家
」
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
ζ

に
は
敬
太
郎
も

感
じ
て
い
る
よ
う
に
、
「
調
子
外
れ
の
自
由
」
は
一
切
存
在
し
な
い

と
い
え
よ
う
。

結
局
、
市
蔵
の
母
は
息
子
の
出
生
の
秘
密
に
基
づ
く
彼
女
の
不
安

を
内
部
に
隠
し
、
そ
の
反
動
と
し
て
市
蔵
に
執
着
し
、
「
家
庭
」
吾

理
想
的
な
も
の
、
完
全
な
も
の
と
す
る
乙
と
に
徹
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
母
は
殆
ど
慈
母
を
演
じ
る
た
め
に
彼
女
の
生
を
費
や

し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
考
察
し
た
母
の
性
質
か
ら
考
え
る
と
、
恐
ら
く
、
市

蔵
の
母
は
夫
と
小
間
使
の
不
義
に
最
初
の
「
家
庭
」
の
危
機
を
感

じ
た
と
き
、
「
子
の
出
来
な
い
」
自
分
を
責
め
、
「
義
理
」
か
ら
で

も
自
分
の
子
と
し
て
市
蔵
巻
養
育
す
る
乙
と
で
「
家
庭
」
の
平
和
を

維
持
し
た
の
で
あ
っ
て
、
夫
に
対
し
て
伺
の
感
情
的
な
恨
み
を
ぶ
つ

け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
容
易
に
想
像
で
き
る
．
な
ら
ば
、
市
蔵
は
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母
に
よ
っ
て
学
ぶ
は
ず
の
感
情
と
い
う
も
の
か
ら
疎
外
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
り
、
母
の
不
在
し
た
家
庭
に
生
い
立
つ
乙
と
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
．

ζ

の
ζ

と
は
、
市
蔵
の
「
僕
は
母
と
自
分
と
何
慮
が
何
う
違
っ
て
、

何
庭
が
伺
う
似
て
ゐ
る
か
の
詳
し
い
研
究
を
人
知
れ
ず
重
ね
た
の
で

あ
る
」
と
い
う
告
自
に
も
つ
な
が
る
。

飲
料
開
で
も
母
と
共
に
具
へ
て
ゐ
る
な
ら
僕
は
大
慶
嬉
し
か
っ
た
．

長
所
で
も
母
に
な
く
っ
て
僕
丈
有
っ
て
ゐ
る
と
甚
だ
不
愉
快
に
な

っ
た
。
；
：
：
略
：
：
：
も
っ
と
母
の
人
相
を
多
量
に
受
け
継
い

で
置
い
た
ら
、
母
の
子
ら
し
く
っ
て
撫
心
持
が
好
い
だ
ろ
う
と
思

ふ
。
（
「
須
永
の
話
」
十
九
）

乙
乙
で
、
松
本
や
第
三
者
に
は
「
本
首
の
母
子
よ
り
も
迄
か
に
仲
の

好
い
継
母
と
継
子
」
と
見
え
る
親
子
関
係
が
市
蔵
に
よ
っ
て
否
定
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
、
彼
が
本
当
に
母
親
ら
し
い
母
、
ま
た
母
の
子
ら

し
い
自
分
を
求
め
て
い
る
姿
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
市
蔵
親
子
聞
の
愛
情
を
揺
る
が
す
の
は
、
母

親
が
「
血
統
上
の
考
へ
」
か
ら
千
代
子
を
市
蔵
の
嫁
に
し
た
が
っ
て

い
る
事
実
で
あ
る
。
「
仕
舞
に
涙
ぐ
ん
で
、
賓
は
御
前
の
為
で
は
な

い
、
全
く
私
の
為
に
頼
む
の
だ
」
と
い
う
こ
の
事
実
は
、
突
き
詰
め

れ
ば
、
市
蔵
の
愛
情
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ

ば
母
親
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
女
が
築
き
上
げ
た
偽
り
の
「
家

庭
」
と
市
蔵
へ
の
不
自
然
な
愛
情
で
あ
る
。
彼
女
も
存
在
の
不
安
に

怯
え
る
気
持
も
必
然
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
乙
の
よ
う
な
母
親
の
姿
と
そ
の
子
ど
も
へ
の
影
響
を
認
識

d
q
p
，で

υ
d
E
r
k℃
日

J
t
d卸
ぽ
む
＃
長
以
、
以

hdy申
dt，生，
L
f
A，

ト
4

〉つ。乙
乙
で
市
蔵
の
母
に
欠
け
て
い
た
も
の
を
示
唆
し
て
く
れ
る
で
あ

ろ
う
と
信
じ
る
シ
ュ
ヴ
イ
ン
グ
の
「
精
神
病
者
の
魂
へ
の
道
」
か
ら

引
用
し
て
み
た
い
。

母
な
る
も
の
（
ζ
C
H
H
2

－Hn
z
r
E
H
）
と
母
親
愛
（
ζ
三
百
三
回
忌
巾
）

と
は
同
一
で
は
な
い
。
母
な
る
も
の
と
は
、
根
源
的
な
母
な
る
性

か
ら
発
し
、
そ
し
て
女
性
の
献
身
へ
の
準
備
性
か
ら
生
ず
る
昇
華

の
産
物
で
あ
る
。
献
身
へ
の
準
備
性
は
し
か
し
な
が
ら
対
象
に
向

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
我
リ
ビ
ド
を
対
象
リ
ビ
ド
に
殆
ど
完

全
に
変
換
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
「
わ
れ
」
（
回
忌
）
を
「
な
ん
じ
」

（己
Z

）
の
中
に
聞
い
て
ゆ
く
（
〉

E
n
z
gロ
仏

品

回

同

口

F
H
E
U
Z
）

こ
と
を
志
向
す
る
。
：
：
：
略
：
：
：

母
な
る
も
の
の
欠
け
て
い
る
母
親
は
、
ひ
と
り
の
対
象
（

C
Z
岳
H

）

ふ
い

U
跡
お
ル
7

甘
偽

ι易
わ
ふ
仏
芯
出
払
い
山
。
品
あ
ゆ
七
九
十
争
体

よ
り
も
彼
女
自
身
の
一
部
分
と
し
て
愛
す
る
の
で
あ
る
。

（
小
川
信
男
・
船
渡
川
佐
知
子
共
訳
み
す
ず
書
一
房
）

こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ヴ
イ
ン
グ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
市
蔵
の
母
は

「
母
な
る
も
の
」
の
欠
け
た
母
親
な
の
で
あ
る
。
彼
女
が
例
の
「
家

庭
」
を
築
き
上
げ
た
の
も
自
分
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
市
蔵
を
愛
じ
た

の
も
内
部
の
不
安
を
押
え
る
た
め
で
、
自
己
愛
か
ら
発
し
た
も
の
で

あ
る
＠
そ
し
て
、
千
代
子
と
市
蔵
の
結
婚
問
題
も
彼
女
の
言
葉
通
り
、

「
全
く
私
の
為
」
な
の
で
あ
る
。
彼
女
の
行
為
は
全
て
自
己
に
始
ま

り
自
己
に
帰
す
る
。
そ
こ
に
は
、
深
い
意
味
に
お
け
る
母
は
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
。

と
正
代
以
、
F
h
1
4
A摩

U
S－dAV－－t
、が

F
O
U
L到
d
事
東
右
4
3
T】
吋
肘
」
阿
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き
て
、

ζ

の
よ
う
な
母
親
の
姿
と
そ
の
子
ど
も
へ
の
影
響
を
認
識

i

る
と
き
初
b
c
、
前
車

ρ苦
悩
の
i

本
質
問
に
匠
づ
け
る
の
ピ
と
れ
え

さ
ね

τ切
る
わ
け
で
、
：
↓
一
の
体
験
」
を
欠
い
た
理
ま
で
生
い
立
つ

ζ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．
先
に
挙
げ
た
市
蔵
の
自
分
と
母
に
つ
い

て
の
研
究
に
は
明
ら
か
に
母
親
と
の
同
一
化
の
願
望
が
現
わ
れ
て
い

る．
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
市
蔵
の
生
い
立
ち
と
家
庭
を
特
に
母
と

の
関
連
で
考
え
て
き
た
が
、
第
二
章
で
は
、

ζ

の
よ
う
な
生
い
立
ち

を
背
景
と
し
た
市
蔵
を
、
千
代
子
と
の
関
係
か
ら
追
っ
て
い
く
乙
と

で
、
彼
の
苦
悩
の
本
質
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

第
二
章
市
蔵
の
苦
悩
に
つ
い
て

『
彼
岸
過
迄
』
の
中
心
は
市
蔵
と
千
代
子
の
恋
愛
問
題
に
お
け
る

市
蔵
の
複
雑
な
心
理
に
あ
る
。
市
蔵
は
、
自
分
と
千
代
子
の
問
題
を

純
粋
に
二
人
だ
け
の
問
題
と
し
て
考
え
る
乙
と
の
で
き
な
い
不
幸
を

背
負
う
。
愛
情
と
畏
怖
の
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
た
母
へ
の
気
持
と
、

自
分
の
自
我
と
の
聞
で
彼
が
千
代
子
の
乙
と
を
考
え
る
と
き
、
彼
は

自
分
自
身
に
も
説
明
の
で
き
な
い
不
思
議
な
心
理
に
苦
悩
す
る
．

市
蔵
の
母
は
千
代
子
が
生
れ
た
と
き
市
蔵
の
嫁
に
と
田
口
夫
婦
に

頼
ん
で
承
諾
さ
れ
て
い
る
．
そ
の
後
彼
女
は
、
「
二
人
を
成
る
可
く

仲
善
く
育
て
上
げ
や
う
」
と
努
め
る
の
で
あ
る
．
松
本
は
「
姉
は
無

理
な
夢
を
自
分
一
人
で
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」
と
市
蔵
の
母
の
努

力
の
空
虚
さ
に
言
及
す
る
。
「
無
理
な
夢
」
と
は
母
の
築
い
た
「
家

庭
」
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た

不
自
然
な
毅
子
間
の
愛
情
が
ま
た
、
母
の
手
に
よ
っ
て
市
蔵
と
千
代

子
の
聞
に
繰
り
返
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
母
の
人
為
、
技
巧
は
皮
肉
に

も
結
果
と
し
て
、
「
男
女
と
し
て
の
二
人
を
次
第
に
遠
ざ
か
ら
し
一
す

な
い
の
で
あ
る
。

作
悼

F
り
d
u冊
、
古
川
富
田
開
時
悼
汁
且
ゲ
伊
降
’
D

巴

s
b
D
」

h
M
凪巴
H
削
品
目
b
u
B
脹
民
民
間
L
V
P
D
祐
院
側
げ

と
と
に
な
る
．
市
蔵
は
理
由
の
わ
か
ら
な
い
母
の
趨

J

需
省
ま
で
同
頑

固
な
願
い
に
不
安
を
感
じ
る
。

き
て
、
市
蔵
は
元
よ
り
千
代
子
は
「
厭
で
も
何
で
も
な
い
」
の
だ

が
、
「
嘗
人
も
僕
の
所
へ
来
る
気
は
な
し
、
田
口
の
叔
父
も
叔
母
も

僕
に
呉
れ
た
く
は
な
い
の
だ
か
ら
」
と
母
の
希
望
に
添
う
乙
と
が
で

き
な
い
。
乙
れ
に
は
市
蔵
の
強
い
自
尊
心
が
働
い
て
い
る
。
片
岡
良

一
氏
は
「
『
彼
岸
過
迄
』
の
意
義
」
に
お
い
て
市
蔵
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
ど
ζ

ま
で
も
強
い
自
我
を
持
っ
た
、
従
っ
て
ど
う
い
う
場
合

に
も
自
我
の
真
実
を
生
き
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
人
間
と
し
て
造
型
さ

れ
て
い
る
。
見
失
っ
た
神
の
か
わ
り
に
彼
自
身
の
内
面
的
真
実

（
自
我
）
に
権
威
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
近
代
人
と
し
て
の
典
一

型
が
、
そ
ζ

に

あ

っ

た

わ

け

だ

ろ

う

。

日

前

ζ

の
よ
う
な
見
解
は
表
面
的
に
は
至
極
妥
当
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
c

一

し
か
し
、
今
一
度
具
体
的
に
市
蔵
を
観
察
す
る
乙
と
で
彼
の
苦
悩
が

別
の
様
相
に
あ
っ
た
乙
と
を
確
か
め
た
い
。

あ
る
時
千
代
子
の
母
、
つ
ま
り
市
蔵
の
叔
母
と
彼
の
聞
に
「
市
さ

ん
も
最
う
徐
々
奥
さ
ん
を
探
さ
な
く
っ
ち
ゃ
な
り
ま
せ
ん
ね
。
」
等

と
結
婚
問
題
に
つ
い
て
の
会
話
が
な
さ
れ
る
。
す
る
と
二
人
の
会
話

に
不
意
に
千
代
子
が
「
妾
行
っ
て
上
げ
ま
せ
う
か
」
と
入
っ
て
く
る
。

そ
の
と
き
の
叔
母
の
「
御
前
の
様
な
露
骨
の
が
ら
／
＼
し
た
者
が
、

何
で
市
さ
ん
の
気
に
入
る
も
の
か
ね
」
と
い
う
低
い
声
の
う
ち
に
、

市
蔵
は
「
審
な
め
る
よ
う
な
文
怖
れ
る
様
な
一
種
の
響
」
を
聞
き
、

「
形
成
を
具
へ
な
い
断
り
」
と
解
釈
す
る
。
乙
の
よ
う
な
例
は
市
蔵

の
性
質
を
最
も
良
く
表
わ
し
て
い
る
。



さ
ら
に
、
市
蔵
は
叔
父
の
田
口
か
ら
「
軽
く
此
事
件
を
解
釈
し
て

ゐ
る
」
の
か
、
「
世
慣
れ
た
人
の
巧
妙
な
舞
ら
せ
振
」
か
解
ら
な
い

言
葉
で
、
母
と
田
口
の
聞
に
交
さ
れ
た
市
蔵
と
千
代
子
の
結
婚
の
約

束
を
聞
か
さ
れ
る
。
叔
父
の
意
向
は
彼
に
は
解
ら
な
い
。
し
か
し
、

彼
は
そ
の
時
以
来
千
代
子
を
貰
わ
な
い
方
へ
傾
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
と
と
に
即
し
て
考
え
ら
れ
る
市
蔵
の
性
質
と
し
て
、

主
体
性
の
欠
如
と
他
者
を
解
釈
し
な
く
て
は
済
ま
伝
い
要
求
を
挙
げ

る
乙
と
が
で
き
る
．
つ
ま
り
、
彼
は
自
分
の
行
動
を
自
ら
の
内
部
的

欲
求
に
任
せ
て
行
う
と
い
う
よ
り
、
他
人
の
意
向
に
依
存
し
て
行
っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
．
故
に
先
に
挙
げ
た
片
岡
氏
の
説
に
は

無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
千
代
子
を
貰
う
か
否
か
巻
決
定
で

き
る
の
は
彼
で
は
な
く
、
叔
父
、
叔
母
で
あ
り
、
ま
た
千
代
子
の
気

持
な
の
で
あ
る
。
も
し
と
乙
で
田
口
が
乙
の
昔
の
約
束
を
実
行
す
る

よ
う
な
意
向
を
漏
ら
し
た
と
す
る
な
ら
、
た
ぶ
ん
彼
の
気
持
は
反
対

に
傾
い
た
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
も
市
蔵
が
「
運
命
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
を

解
す
哲
人
故
の
行
為
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
殆
ど
体
裁
の

理
屈
に
等
し
い
。

「
意
地
の
強
い
」
彼
は
、
「
成
る
可
く
白
我
を
傷
つ
け
な
い
様
に
」

行
動
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
人
間
関
係
に
お

い
て
相
手
を
充
分
に
把
握
す
る
必
要
が
で
き
る
．
そ
こ
で
「
自
分
の

腹
は
何
故
斯
う
執
濃
い
油
絵
の
様
に
複
雑
な
の
だ
ろ
う
は
と
懐
疑
す

る
市
蔵
が
生
れ
る
と
い
え
る
。
「
伺
の
因
果
で
斯
う
迄
事
を
細
か
に

刻
ま
な
け
れ
ば
生
き
て
行
か
れ
な
い
の
か
と
考
へ
て
情
な
か
っ
た
。
」

と
い
う
彼
は
、
つ
ま
り
「
事
を
細
か
に
刻
ま
な
け
れ
ば
」
他
者
の
心

理
を
理
解
徐
る
ヒ
近
い
か
で
惨
な
い
わ
で
口
行
動
奉
還
訴
と
と
が
で
宮

ず
、
「
生
き
て
行
か
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
他
者
の
心
理
な
ど
到
底
、

完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
市
蔵
の
悲
劇
は
、
実

在
す
る
過
渡
状
態
で
あ
る
人
閣
の
心
理
を
固
定
し
た
形
体
と
し
て
認

識
し
よ
う
と
す
る
要
求
に
見
い
出
さ
れ
る
。
乙
の
ζ

と
は
、
後
に
自

分
の
正
体
の
解
h

り
悪
さ
に
旺
然
と
し
た
市
蔵
を
考
え
れ
ば
、
あ
ま
り

に
も
無
理
な
要
求
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
敢
て
し
な
く
て
は

い
け
な
い
市
蔵
は
、
永
久
に
内
に
内
に
考
え
を
巡
ら
す
だ
け
で
、
主

体
的
な
行
動
を
一
切
と
れ
な
く
な
る
の
だ
と
い
え
る
。

よ
っ
て
「
僕
は
意
地
の
強
い
男
で
、
又
意
地
の
弱
い
男
な
の
で
あ

る
。
」
（
「
須
永
の
話
」
十
三
）
と
い
う
市
蔵
自
身
の
言
葉
も
明
ら
か

に
理
解
で
き
る
。
「
意
地
」
を
「
自
我
」
と
置
き
換
え
る
な
ら
、

「
自
我
」
を
守
る
た
め
、
他
者
を
解
釈
し
て
の
み
行
動
を
と
れ
な
い

彼
は
結
局
そ
の
行
動
に
お
い
て
主
体
性
は
な
く
、
結
果
と
し
て
「
自

我
」
も
歪
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
市
蔵
は
「
自
我
の
強
い
男
で
、

又
自
我
の
弱
い
男
」
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
自
我
の
防
衛
に
ば
か

り
生
き
て
い
る
彼
は
結
局
偽
り
の
自
己
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、

乙
乙
に
潜
在
す
る
の
は
他
者
へ
の
不
安
、
畏
怖
の
念
で
あ
る
。
そ
し

て、

ζ

れ
が
母
へ
の
畏
怖
の
念
か
ら
形
成
さ
れ
た
市
蔵
の
性
格
の
悲

劇
で
あ
る
ζ

と
は
殆
ど
疑
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
市
蔵
の
自
我
の
苦
悩
を
さ
ら
に
追
っ
て
い
く

ζ

と
に
す
る
。

千
代
子
が
風
邪
を
引
い
て
一
人
で
留
守
居
し
て
い
る
と
き
に
市
蔵

は
田
口
家
を
訪
れ
る
。
千
代
子
は
昔
市
蔵
に
描
い
て
も
ら
っ
た
画
を

ま
だ
持
っ
て
い
て
苦
笑
す
る
彼
に
そ
れ
ら
を
見
せ
る
。
そ
し
て
、

「
妾
岡
修
v
p
H刊
滞
情
持
、
円
ぇ
・
5
績
よ
」
ー
と
一
戸
う
E
l
f

－
市
院
は
’
ζ
の
書
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L

と
い
う
彼
は
、
つ
ま
り
「
事
を
細
か
に
刻
ま
な
け
れ
ば
」
他
者
の
心

理
孔
管
理
解
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
の
で
、
行
動
を
選
ぶ
乙
と
が
で
き

葉
を
聞
い
て
急
に
悲
し
い
気
分
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
千
代
子
の

胸
に
応
え
そ
う
な
の
を
恐
ろ
し
く
思
う
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
恐
れ
は

伺
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
市
蔵
は
自
身
を
感
情
家
と
し
て
余

り
に
貧
弱
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
感
情
を
持
た
な
い
の
で
は

な
く
、
そ
れ
を
表
現
す
る
の
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
乙
の
場
合

千
代
子
に
自
分
の
感
情
を
悟
ら
れ
た
際
の
彼
女
の
態
度
へ
の
不
安
が

根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
彼
の
「
悲
し
い
気
分
」
は
現

実
に
存
在
と
し
て
の
正
当
性
が
あ
る
の
か
彼
に
は
判
断
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
（
乙
れ
は
、
鎌
倉
で
高
木
と
い
う
人
物
が
出
現
し
た
と
き

に
、
「
僕
は
存
在
の
権
利
を
失
っ
た
嫉
妬
心
を
抱
い
て
、
誰
に
も
見

え
な
い
腹
の
中
で
苦
闘
し
始
め
た
。
」
（
「
須
永
の
話
」
十
七
）
と

い
う
部
分
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
）
さ
て
、
次
に
彼

は
わ
ざ
わ
ざ
「
何
時
頃
嫁
に
行
く
積
か
」
と
聞
く
。
「
も
う
極
っ
た

の
」
と
い
う
彼
女
の
言
葉
に
「
僕
の
心
臓
は
、
此
答
と
共
に
ど
き
ん

と
音
の
す
る
浪
を
打
っ
た
。
さ
う
し
て
毛
穴
か
ら
這
ひ
出
す
様
な
膏

汗
が
、
脊
中
と
肢
の
下
を
不
意
に
襲
っ
た
。
」
と
あ
る
。
市
蔵
は
千

代
子
へ
の
愛
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
，
そ
し
て
「
自
分
と
い
う
正

種
が
、
夫
程
解
り
悪
い
怖
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
考
へ
て
」
在
然
と
す

る
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
知
識
人
で
あ
り
認
識
者
で
あ
る
と
自
覚
す
る

市
蔵
へ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
．
彼
は
自
分
と
い
う
も
の
を
新
た
に

見
つ
め
直
さ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

「
僕
は
よ
く
人
を
疑
ぐ
る
代
り
に
、
疑
ぐ
る
自
分
も
同
時
に
疑
が

は
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
性
質
」
（
「
須
永
の
話
」
十
六
）
だ
と
市
蔵

は
言
う
。
「
人
を
疑
ぐ
る
」
と
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
対
人
関
係
に

お
い
て
彼
の
他
者
不
安
に
立
脚
す
る
他
者
解
釈
へ
の
方
法
で
あ
る
．

ま
だ
持
っ
て
い
て
苦
笑
す
る
彼
に
そ
れ
ら
を
見
せ
る
。
そ
し
て
、

「
妾
御
嫁
に
行
く
時
も
持
っ
て
く
積
よ
」
と
言
う
。
市
蔵
は
こ
の
言

で
は
、
自
分
を
疑
が
う
こ
と
は
自
己
解
釈
へ
の
万
法
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
彼
は
他
者
不
安
と
同
時
に
自
己
不
安
を
も
感
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
れ
は
自
我
の
防
衛
に
ば
か
り
生
き
、
結
局
偽

り
の
自
己
を
生
き
る
乙
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
結
果
の
感
情
麻
療
の

状
態
を
意
味
し
て
い
る
。
自
己
を
懐
疑
す
る
乙
と
は
自
己
認
識
の
願

望
に
よ
る
。
「
僕
は
始
終
詩
を
求
め
て
藻
緩
い
て
ゐ
る
」
（
「
須
永

の
話
」
二
十
五
）
と
は
自
己
実
現
の
願
望
を
意
味
し
、
実
現
に
は
自

己
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
蔵
は
確
固
と
し
た
自
己
認
識
の
根

拠
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
比
他
者
と
自
己
は
彼
に
と
っ
て
不
安
の
対
象
で

あ
る
が
故
に
懐
疑
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
「
須
永
の
話
」
に
は
市
蔵

が
他
者
や
自
己
に
つ
い
て
懐
疑
し
て
い
る
場
面
が
多
数
あ
る
。
市
蔵

は
鎌
倉
で
の
千
代
子
の
言
行
巻
、
「
一
の
意
味
に
解
轄
し
終
っ
た
す

ぐ
後
か
ら
、
丸
で
反
釘
の
意
味
に
同
じ
も
の
を
又
解
屈
伸
し
て
」
混
乱

レ
、
「
徒
づ
ら
な
忌
々
し
き
を
感
じ
」
る
。
ま
た
、
母
を
送
っ
て
来

た
千
代
子
が
高
木
の
話
を
し
な
い
乙
と
を
彼
女
の
好
意
で
あ
る
か
技

巧
で
あ
る
か
を
考
え
、
ま
た
技
巧
を
い
く
つ
も
の
意
味
に
割
っ
て
苦

闘
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
確
固
と
し
た

判
断
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
市
蔵
に
は
一
つ
の
出
来

事
は
相
対
的
な
多
数
の
解
釈
、
認
識
に
帰
結
す
る
。
な
ら
ば
自
己
に

対
し
て
も
他
者
に
対
し
て
も
そ
の
不
安
は
永
久
に
消
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

結
局
、
市
蔵
の
求
め
る
も
の
は
絶
対
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
唯
一

の
解
釈
、
認
識
で
あ
る
。
相
対
的
認
識
は
存
在
不
安
に
つ
な
が
る
危

機
を
内
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
見
え
す
ぎ
る
人
聞
の
不
幸
」
と
は
、
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そ
の
認
識
故
に
動
け
な
い
事
実
で
あ
り
、

ζ

の
乙
と
は
自
己
実
現
を

不
可
能
に
し
、
人
間
存
在
の
根
底
の
不
可
思
議
さ
へ
と
人
を
導
い
て

い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
が
求
め
る
も
の
は
絶
対
的
価
値
を
有
す
る

も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
し
か
レ
、
市
蔵
に
お
い
て
不
可
思
議

な
自
己
は
そ
れ
に
値
し
な
い
。
よ
っ
て
市
蔵
の
苦
悩
は
、
自
我
の
絶

対
的
優
位
を
信
じ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
近
代
知
識
人
の
そ
れ
と
は

質
的
に
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。

市
蔵
の
希
求
す
る
も
の
、
そ
れ
は
見
失
っ
た
自
己
で
あ
り
、
統
一

さ
れ
た
自
我
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ζ

れ
は
人
間
存
在
の
根
拠
と
成
り

得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
「
母
な
る
も
の
」
の
体
験
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
推
測
も
敢

て
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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