
師
輔
の
夢
合
わ
せ

ー
い
か
に
御
股
痛
く
お
は
し
ま
し
つ
ら
む
ー

一
相
似
す
る
夢
合
わ
せ

仏
は
常
に
い
ま
せ
ど
も
う
つ
つ
な
ら
ぬ
ぞ
あ
は
れ
な
る

人
の
音
せ
ぬ
暁
に
ほ
の
か
に
夢
に
見
え
た
ま
ふ

(
『
梁
塵
秘
抄
』
二
六
)

夢
は
現
世
と
異
界
を
結
ぶ
回
路
で
あ
っ
た
。
神
仏
な
ど
の
超
自
然

的
存
在
は
異
界
よ
り
夢
を
通
じ
て
現
世
に
生
き
る
者
と
関
わ
り
を
持

ち
、
そ
こ
で
自
ら
の
意
志
を
示
唆
・
伝
達
し
た
了
)
。
し
か
し
、
夢

の
話
を
す
る
の
に
夢
の
な
い
話
に
な
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
夢
と

は
現
実
の
記
憶
の
残
津
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
内
容
が
体
系
だ
っ
た
も

の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
夢
が
人
智
を
超
え
る
存
在
に
ょ
る
何
ら

か
の
示
唆
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
少
な
か
ら
ず
常
人
の
理
解
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、

人
々
は
見
た
夢
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
様
々
に
解
釈
を
行
う
こ
と

に
な
る
。
「
夢
合
は
せ
」
「
夢
解
き
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
営
み
で
あ
る
。

摂
関
家
の
遠
祖
藤
原
師
輔
(
延
喜
八
年
<
九
0
八
>
S
天
徳
四
年
<
九

六
0
>
)
に
は
若
か
り
し
日
に
見
た
夢
に
ま
つ
わ
る
、
夢
合
わ
せ
の

逸
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

(
藤
原
師
輔
ガ
)
ま
だ
い
と
若
く
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
「
夢
に
、

朱
雀
門
の
前
に
、
左
右
の
足
を
西
東
の
大
宮
に
さ
し
や
り
て
、

北
向
き
に
て
内
裏
を
抱
き
て
立
て
り
と
な
む
見
え
つ
る
」
と
仰

せ
ら
れ
け
る
を
、
御
前
に
な
ま
さ
か
し
き
女
房
の
さ
ぶ
ら
ひ
け

る
が
、
「
い
か
に
御
股
痛
く
お
は
し
ま
し
つ
ら
む
」
と
申
し
た

り
け
る
に
、
御
茜
冨
堤
ひ
て
、
か
く
子
孫
は
栄
え
さ
せ
た
ま
へ
ど
、

摂
政
・
関
白
え
し
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
に
し
な
り
。
ま
た
御
末

に
思
は
ず
な
る
こ
と
の
う
ち
ま
じ
り
、
帥
殿
の
御
こ
と
^
師
輔

の
曾
孫
に
当
た
る
伊
周
が
大
宰
府
に
配
流
さ
れ
た
こ
と
を
指

す
一
引
用
者
注
)
な
ど
も
、
か
れ
が
違
ひ
た
る
ゆ
ゑ
に
は
べ
る

め
り
。
「
い
み
じ
き
吉
相
の
夢
も
あ
し
、
ざ
ま
に
あ
は
せ
つ
れ
ば

違
ふ
」
と
、
昔
よ
り
申
し
伝
へ
て
は
べ
る
こ
と
な
り
。
荒
涼
し

て
、
心
知
ら
ざ
ら
む
人
の
前
に
、
夢
語
り
な
、
こ
の
聞
か
せ
た

蔦
尾

宏

1

和



(
『
大
鏡
』
師
輔
)

ま
ふ
人
々
、
し
お
は
し
ま
さ
れ
そ
。

九
条
流
の
祖
と
し
て
尊
敬
を
集
め
た
人
物
に
し
て
は
威
厳
に
欠
け

る
し
ま
ら
な
い
話
だ
が
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
話
が
他
に
も
残
る
。
こ

ち
ら
で
夢
を
見
た
の
は
応
天
門
の
変
で
失
脚
し
た
大
納
言
伴
善
男

(
弘
仁
二
年
<
八
三
>
?
S
貞
観
十
年
<
八
六
八
>
)
で
あ
る
。

こ
れ
も
今
は
昔
、
伴
大
納
言
善
男
は
佐
渡
国
郡
司
が
従
者
也
。

彼
国
に
て
善
男
、
夢
に
見
る
や
う
、
西
大
寺
と
東
大
寺
と
を
ま

た
げ
て
立
た
り
と
見
て
、
妻
の
女
に
こ
の
よ
し
を
語
る
。
妻
の

い
は
く
、
「
そ
こ
の
ま
た
こ
そ
、
裂
か
れ
ん
ず
ら
め
」
と
合
は

す
る
に
、
善
晃
お
ど
ろ
き
て
、
「
よ
し
な
き
事
を
語
て
け
る

か
な
」
と
お
そ
れ
思
て
、
主
の
郡
司
が
家
へ
行
向
ふ
所
に
、
郡

司
、
き
は
め
た
る
相
人
也
け
る
が
、
日
来
は
さ
も
せ
ぬ
に
、
事

の
外
に
饗
応
し
て
、
わ
ら
う
だ
と
り
い
で
、
む
か
ひ
て
、
召
し

の
ぼ
せ
け
れ
ば
、
善
男
、
あ
や
し
み
を
な
し
て
、
「
我
を
す
か

し
の
ぽ
せ
て
、
妻
の
い
ひ
つ
る
や
う
に
、
ま
た
な
ど
裂
か
ん
ず

る
や
ら
ん
」
と
恐
思
程
に
、
郡
司
が
い
は
く
、
「
汝
、
や
む
ご

と
な
き
高
相
の
夢
見
て
け
り
。
そ
れ
に
、
よ
し
な
き
人
に
語
り

て
け
り
。
か
な
ら
ず
、
大
位
に
は
い
た
る
と
も
、
事
い
で
来
て
、

罪
を
か
ぶ
ら
ん
ぞ
」
と
い
ふ
。
然
あ
ひ
だ
、
善
男
、
縁
に
つ
き

て
、
京
上
し
て
、
大
納
言
に
い
た
る
。
さ
れ
ど
も
、
猶
罪
を

か
ぶ
る
。
郡
司
が
こ
と
ば
に
た
が
は
ず
。(

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
四

人
物
を
異
に
し
て
類
似
す
る
逸
栗
残
る
の
は
、
異
な
る
人
物
同

士
の
人
生
に
重
な
る
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
伴
善
男

(
2
)
、

に
つ
い
て
言
え
ば
、
身
分
賤
し
い
「
佐
渡
国
郡
司
が
従
者
」

ら
身
を
起
こ
し
て
大
納
言
と
い
う
顕
官
に
昇
り
、
応
天
門
炎
上
の
罪

に
問
わ
れ
て
失
脚
し
た
(
猶
罪
を
か
ぶ
る
)
、
そ
の
破
格
の
昇
進

と
悲
惨
な
末
路
と
い
う
著
し
い
対
照
は
、
常
人
の
人
生
に
は
あ
り
得

る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
人
智
を
超
越
し
た
存
在
の
力
が
働
く
と
観

念
さ
れ
た
夢
が
、
そ
の
合
理
的
説
明
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

藤
原
師
輔
は
摂
政
藤
原
忠
平
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
娘
(
{
女

子
)
を
村
上
天
皇
の
後
宮
に
入
れ
、
兄
実
頼
の
娘
が
皇
子
を
あ
げ
な

い
の
を
後
目
に
、
安
子
は
三
人
の
皇
子
(
憲
平
・
守
平
・
為
平
)
こ1

恵
ま
れ
た
た
め
、
い
ず
れ
天
皇
の
外
祖
父
と
し
て
摂
関
に
就
く
こ
と

が
確
実
視
さ
れ
て
い
た
人
物
だ
っ
た
が
、
「
摂
政
・
関
白
え
し
お
は

し
ま
さ
ず
な
り
に
し
な
り
^
と
あ
る
如
く
、
そ
れ
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

外
的
要
素
は
全
て
整
っ
て
い
た
が
、
人
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い

或
る
一
つ
の
も
の
1
寿
△
T
を
、
師
輔
が
欠
い
た
た
め
で
あ
る
。

師

輔
は
天
徳
四
年
(
九
六
0
)
、
五
十
三
歳
で
死
去
し
た
が
、
外
孫
の

憲
平
(
冷
泉
天
白
巴
は
康
保
四
年
元
六
七
)
に
即
位
し
て
お
り
、

も
し
師
輔
が
還
暦
ま
で
生
き
な
が
ら
え
た
な
ら
ば
、
確
実
に
摂
関
と

な
っ
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
含
)
。
享
年
五
十
三
は
天
逝
と
い
う
年
の

ほ
ど
で
は
な
い
が
、
師
輔
の
家
系
は
そ
れ
な
り
に
長
命
で
、
祖
父
の

基
経
が
五
十
六
歳
、
父
の
忠
平
が
七
十
歳
師
輔
に
代
わ
っ
て
冷
泉

の
関
白
と
な
っ
た
兄
の
実
頼
が
七
十
一
歳
、
子
の
兼
家
が
六
十
二
歳
、
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孫
の
道
長
が
六
十
二
歳
、
曾
孫
の
頼
通
が
八
十
三
歳
、
玄
孫
の
師
実

が
六
十
歳
と
、
歴
代
当
主
は
ほ
ぼ
全
貝
還
暦
ま
で
存
命
し
て
い
る

(
4
)
0

こ
の
よ
う
な
家
系
に
属
し
な
が
ら
、
栄
華
を
目
前
に
し
た
年

齢
で
の
死
と
い
う
巡
り
合
わ
せ
を
、
寿
命
は
人
問
に
い
か
ん
と
も
し

難
い
も
の
で
あ
る
故
に
、
や
は
り
人
智
を
超
え
た
力
が
働
く
夢
と
関

わ
ら
せ
て
説
明
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

二
「
寺
」
と
「
股
」
を
め
ぐ
っ
て

前
節
に
見
た
師
輔
と
善
男
の
説
話
は
、
構
造
を
同
じ
く
す
る
同
工

異
曲
と
把
握
さ
れ
、
必
ず
と
い
っ
て
ょ
い
ほ
ど
同
・
類
話
と
し
て
扱

わ
れ
る
が
(
巨
、
稿
者
は
以
下
、
「
同
」
で
は
な
く
「
異
」
と
い
う
観

点
か
ら
両
話
を
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
善
男
と
師
輔
の
足
の
位
置

で
あ
る
。

『
{
于
治
拾
遺
物
語
』
で
は
、
善
男
の
足
は
「
西
大
寺
と
東
大
寺
」

に
置
か
れ
て
お
り
、
善
男
の
股
の
下
に
あ
る
の
は
平
城
京
に
な
る
の

だ
が
、
本
話
の
同
話
が
巽
吠
抄
』
『
古
事
談
』
に
も
収
め
ら
れ
、
『
江

獣
竺
↓
『
古
事
談
』
↓
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
い
う
伝
承
経
路
が

墾
疋
さ
れ
て
い
る
(
6
)
。
す
な
わ
ち
、
現
存
す
る
文
献
に
照
ら
す
限
り
、

本
話
の
源
流
は
巽
耿
抄
』
に
存
す
る
の
だ
が
、
古
本
系
の
神
田
本

屡
吠
抄
』
四
二
で
は
「
西
大
寺
と
東
大
寺
」
が
「
西
ノ
大
寺
卜
東

ノ
大
寺
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
二
つ
の
寺
は
西
大

寺
と
東
大
寺
を
指
す
と
は
限
ら
ず
、
善
男
の
生
存
年
代
を
考
慮
す
れ

ば
、
む
し
ろ
彼
が
暮
ら
し
た
平
安
京
内
の
東
西
の
大
寺
に
相
当
す
る

東
寺
と
西
寺
と
解
し
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
ヲ
)
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
も
「
西
の
大
寺
と
東
の
大
寺
」

と
、
助
詞
を
魏
し
て
解
す
る
も
の
と
す
る
。
東
寺
と
西
寺
の
敷
地

は
平
安
京
の
最
南
端
で
あ
る
九
条
大
路
に
接
し
、
そ
の
九
条
大
路
に

面
す
る
平
安
京
の
正
門
・
羅
城
門
か
ら
は
大
内
裏
の
正
門
・
朱
雀
門

に
至
る
朱
雀
大
路
が
両
寺
を
隔
て
る
空
間
の
真
ん
中
を
貫
い
て
い
る
。

東
寺
と
西
寺
に
足
を
置
い
た
善
男
の
股
の
下
に
は
朱
雀
大
路
が
延
び
、

羅
城
門
を
通
っ
て
都
に
入
る
者
皆
に
自
ら
の
股
の
下
を
く
ぐ
ら
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。

股
の
下
を
く
ぐ
る
と
言
え
ば
、
韓
信
の
故
事
(
『
史
記
』
淮
陰
侯

列
伝
な
ど
)
が
著
名
だ
が
、
『
江
談
抄
』
に
は
次
の
一
一
最
が
載
る
。

有
国
、
名
篝
を
以
て
惟
成
に
与
ふ
。
惟
成
驚
き
て
云
は
く
、
「
藤

賢
・
式
太
、
往
日
の
一
双
な
り
。
何
ぞ
敢
へ
て
以
て
此
く
の
如

き
」
と
。
有
国
答
へ
て
云
は
く
、
「
一
人
の
跨
に
入
り
て
、
万

人
の
首
を
超
え
ん
と
欲
す
」
と
。

(
『
水
一
豆
』
五
一
/
類
聚
本
屡
竺
三
・
三
こ

名
簿
の
奉
呈
は
家
人
や
門
人
に
な
る
際
に
行
わ
れ
、
股
の
下
を
く
ぐ

る
行
為
は
右
に
お
い
て
そ
の
比
喩
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
一

人
の
跨
に
入
り
て
」
と
は
惟
成
へ
の
臣
従
・
師
事
を
意
味
し
よ
う
(
§
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
善
男
は
羅
城
門
よ
り
平
安
京
に
入
る
者
を
比
白
、
臣

従
さ
せ
る
と
い
う
夢
を
見
た
こ
と
に
な
り
、
確
か
に
「
や
む
ご
と
な

き
高
相
の
夢
」
と
さ
れ
る
に
相
応
し
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
有
国
は
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善
男
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
さ
れ
、
配
流
先
の
伊
豆
に
残
る
善
男
の
肖

像
と
容
姿
が
そ
っ
く
り
だ
っ
た
と
い
う
伝
承
(
『
水
言
紗
』
四
八
/

類
聚
本
『
江
談
抄
』
三
・
八
)
を
有
す
る
、
善
男
と
無
縁
で
は
な
い

人
物
で
も
あ
る
。

さ
て
、
師
輔
は
朱
雀
門
を
前
に
し
て
「
西
東
の
大
宮
」
、
東
大
宮

大
路
と
西
大
宮
大
路
に
足
を
置
く
の
奈
、
こ
れ
は
東
寺
の
東
側
と

西
寺
の
西
側
が
面
す
る
大
路
で
あ
り
、
師
輔
の
股
の
ち
ょ
う
ど
真
下

に
も
朱
雀
大
路
が
通
っ
て
い
た
。
内
裏
を
抱
く
師
輔
は
朱
雀
大
路
の

北
端
、
善
男
は
朱
雀
大
路
の
南
端
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
二
人
の

股
の
広
げ
具
合
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
股
の
広
げ
具
合

が
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
股
を
広
げ
る
場
所
が
異
な
る
の
は
、
両
者
の

足
の
置
き
場
所
に
説
栗
何
ら
か
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。

「
御
夢
違
」
つ
た
結
果
師
輔
は
「
摂
政
・
関
白
え
し
お
は
し
ま
さ

ず
」
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
師
輔
の
夢
は
本
来
摂
関
に
就
く
こ
と
を

示
唆
す
る
吉
夢
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
の
外
戚
と
し
て
天
皇

を
擁
し
て
摂
関
に
就
き
、
廷
臣
の
頂
点
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
夢

と
す
れ
ば
、
「
内
裏
を
抱
き
て
立
つ
」
姿
が
外
戚
と
し
て
天
皇
を
手

中
に
収
め
る
こ
と
を
象
徴
し
、
朱
雀
門
の
前
で
股
を
広
げ
る
の
は
、

朱
雀
大
路
を
通
っ
て
大
内
裏
の
正
門
・
朱
雀
門
を
く
ぐ
る
文
武
百
官

を
従
わ
せ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
だ
ろ
う
。
師
輔
の
立
ち
位
置
は
夢
の

0

内
容
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
言
っ
て
ょ
い

一
方
、
善
男
で
あ
る
が
、
人
々
を
臣
従
さ
せ
る
象
徴
と
し
て
朱
雀

大
路
を
股
の
下
に
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
足
の
置
き
場
が
西
寺
と
東

寺
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
「
西
東
の
大
宮
」
の
ど
こ
か
に
足
を
置
き
、

朱
雀
大
路
を
「
ま
た
げ
て
立
」
て
ば
よ
い
。
ま
た
、
股
の
下
に
す
る

人
々
が
羅
城
門
を
通
っ
て
平
安
京
に
入
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
重
要
な

の
で
あ
れ
ば
、
「
朱
雀
門
の
前
に
」
と
あ
っ
た
師
輔
と
同
じ
く
、
戸
維

城
門
の
前
に
」
と
明
記
す
れ
ば
済
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
説

話
は
「
西
の
大
寺
と
東
の
大
寺
」
と
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
「
ま
た

げ
て
立
」
つ
と
は
、
両
寺
を
踏
み
つ
け
に
す
る
振
る
舞
い
と
も
解
釈

可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
意
義
づ
け
た
場
△
口
、
「
猶
、
罪
を
か
ぶ
」

つ
た
善
男
の
最
期
は
、
寺
を
蔑
し
た
応
報
と
し
て
の
仏
罰
と
解
す
る

余
地
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
上
述
の
如
く
当
該
話
に
仏
罰
を
受
け
た
善

男
と
い
う
人
物
像
を
陛
と
る
の
は
決
し
て
稿
者
の
窓
意
的
な
理
解

で
は
な
い
。
数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ
た
善
男
に
は
、
夢
合
わ
せ
の
他

に
も
昇
進
と
没
落
に
ま
つ
わ
る
異
聞
が
残
る
の
だ
が
、
善
男
の
人
生

を
暗
転
さ
せ
た
の
は
、
次
の
如
く
僧
侶
と
の
因
縁
で
あ
っ
た
と
も
伝

わ
る
の
で
あ
る
。

又
命
せ
ら
れ
て
云
は
く
、
「
清
和
太
上
天
皇
先
身
僧
た
り
。

件
の
僧
内
供
奉
十
禅
師
を
望
む
。
深
草
天
皇
(
仁
明
天
皇
。

清
和
天
皇
の
祖
父
一
引
用
者
注
)
、
之
を
補
せ
し
め
ん
と
欲
す
。

而
し
て
善
男
奏
し
て
以
て
之
を
停
む
。
件
の
僧
懸
を
発
し

法
花
経
三
千
部
を
読
み
奉
る
。
願
に
云
は
く
、
千
部
の
功
力
を

以
て
当
生
に
宜
し
く
帝
王
た
る
べ
し
。
「
千
部
の
功
力
を
以
て

善
男
が
為
に
其
の
妨
げ
を
成
す
べ
し
。
残
る
千
部
の
功
力
を
以
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て
当
に
妄
執
を
蕩
か
し
て
苦
を
雜
れ
道
を
得
べ
し
」
と
。
此
の

僧
命
終
し
て
幾
程
も
無
く
清
和
天
皇
誕
生
す
。
童
稚
の
齢
有
り

と
難
も
、
先
世
の
宿
縁
に
依
り
て
事
に
触
れ
て
善
男
を
悪
ま
し

む
。
善
男
其
の
気
色
を
見
て
修
験
の
僧
を
語
ら
ひ
得
て
如
意
輪

法
を
修
せ
し
む
。
仍
り
て
則
ち
寵
臣
と
成
る
。
然
し
て
宿
業
の

答
ふ
る
所
、
事
に
坐
し
て
罪
に
至
る
」
と
云
々
。

(
『
水
豆
』
四
九
/
類
聚
本
『
誤
抄
』
)
三
・
五

善
男
が
右
少
弁
で
あ
っ
た
承
和
十
三
年
(
八
四
六
)
、
法
隆
寺
僧

善
榿
が
、
寺
の
財
物
を
不
法
に
売
却
し
た
と
し
て
檀
越
登
美
直
名
を

訴
え
た
。
善
男
を
除
く
弁
官
た
ち
は
こ
の
訴
訟
を
受
理
し
て
裁
定
を

下
し
た
が
、
こ
の
時
、
善
男
は
そ
の
訴
訟
手
続
き
の
非
法
を
唱
え
、

結
果
、
関
与
し
た
弁
官
は
全
員
、
更
迭
さ
れ
る
結
末
を
迎
え
た
。

和
天
皇
前
身
説
話
の
生
成
に
は
、
僧
の
訴
訟
を
退
け
た
、
こ
の
一
件

が
影
を
お
と
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
、
よ
り
直
裁
的
な
証
左
と
し
て
「
寵
寿
申
状
案
」
(
『
平
安

遺
文
』
四
九
0
二
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
ょ
れ
ば
、
貞
観
七
年

(
八
六
五
八
月
、
「
大
臣
諸
卿
」
が
太
元
帥
法
の
法
具
を
移
す
場

所
を
議
し
た
一
件
を
述
べ
た
後
に
、
「
於
"
是
声
人
訟
二
此
尊
道

誘
二
于
公
家
一
。
是
才
智
之
不
"
広
愚
療
之
至
深
也
。
因
其
輩
当
"
凶

亡
"
身
。
此
愚
慮
甚
之
所
"
為
也
」
と
続
く
。
貞
観
八
年
八
月
時
点

の
「
大
臣
諸
卿
」
に
お
い
て
、
申
状
案
が
成
立
し
た
貞
観
十
九
年
正

月
ま
で
に
「
当
"
凶
亡
"
身
」
と
い
う
終
わ
り
方
を
し
た
の
は
伴
善

男
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
人
」
と
は
善
男
を
指
す
と
見
て

誤
ら
な
い
だ
ろ
う
(
9
)
。
こ
の
よ
、
つ
に
善
男
の
失
脚
・
死
去
か
ら
間

を
置
く
こ
と
な
く
、
そ
の
最
期
を
仏
罰
と
見
做
す
言
説
は
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
夢
合
わ
せ
の
言
葉
を
見
て
み
た
い
。
善
男
の
妻
は
股
を

大
き
く
広
げ
て
立
つ
善
男
の
夢
を
、
「
そ
こ
の
ま
た
こ
そ
、
裂
か
れ

ん
ず
ら
め
」
と
読
み
解
い
た
。
「
列
衣
け
ん
ず
ら
め
」
で
は
な
く
、
「
列
衣

か
れ
ん
ず
ら
め
」
と
受
身
に
な
っ
て
い
る
点
を
看
過
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
こ
れ
で
は
刑
罰
と
し
て
の
「
車
裂
人
ク
ル
マ
ザ
キ
ニ

ス
」
(
『
類
聚
名
義
抄
』
九
)
を
た
だ
ち
に
慧
さ
せ
る
表
現
だ
か
ら

だ
命
)
。
車
裂
の
執
行
は
現
存
す
る
古
代
日
本
の
文
献
に
は
見
え
な

い
が
、
漢
籍
に
は
特
に
重
罪
と
さ
れ
る
酷
刑
と
し
て
執
行
の
例
松

め
ら
れ
、
『
類
聚
名
義
抄
』
に
も
訓
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

実
態
は
と
も
か
く
机
上
の
知
識
と
し
て
は
知
ら
れ
て
い
た
と
思
し
い
。

善
男
は
車
裂
は
お
ろ
か
、
死
罪
に
も
処
さ
れ
ず
、
伊
豆
遠
流
で
済
ん

だ
が
、
そ
れ
は
死
一
等
を
減
じ
た
上
の
処
罰
だ
っ
た
(
『
三
代
実
録
』

貞
観
八
年
<
八
六
六
>
九
月
二
十
二
日
条
)
。
師
輔
の
股
の
広
げ
具

合
も
善
男
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
師
輔
は
「
御
股
」
の
「
痛
」

さ
を
慮
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
こ
に
失
笑
は
生
じ
て
も
股
が
裂

か
れ
る
陰
惨
さ
は
な
い
。

二
つ
の
夢
合
わ
せ
は
一
見
相
似
形
を
と
る
が
、
話
の
つ
く
り
は

同
じ
で
も
、
師
輔
の
そ
れ
は
仏
罰
・
車
裂
の
連
想
が
回
避
さ
れ
て
お

り
、
摂
関
を
襲
う
九
条
流
の
祖
た
る
師
輔
へ
の
配
慮
が
に
じ
む
。
同

じ
く
不
本
意
な
人
生
の
結
末
を
迎
え
た
に
せ
よ
、
後
に
子
孫
が
摂
関

清
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家
と
い
う
家
格
を
打
ち
立
て
廷
臣
の
頂
点
を
占
め
続
け
た
師
輔
と
、

配
流
の
地
に
果
て
て
一
族
が
没
落
し
た
善
男
と
で
は
、
自
ず
と
扱
い

が
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
夢
合
わ
せ
が
語
る
も
の

前
節
で
は
、
善
男
と
師
輔
に
向
け
る
ま
な
、
ざ
し
の
差
異
を
説
話
に

読
み
と
っ
た
が
、
本
節
で
は
改
め
て
「
な
ま
さ
か
し
き
女
房
」
の
言

葉
に
着
目
す
る
。
左
は
諸
書
に
見
え
る
夢
合
わ
せ
に
お
い
て
、
夢
が

解
釈
さ
れ
る
部
分
を
中
心
に
任
意
に
抜
き
出
し
、
時
代
を
追
っ
て
並

べ
た
も
の
で
あ
る
。

A
 
天
皇
豊
城
命
・
活
目
尊
に
勅
し
て
日
は
く
、
「
汝
等
二
子
、

茲
饗
共
に
斉
し
。
知
ら
ず
、
易
を
か
嗣
と
せ
む
と
い
ふ
こ
と
を
。

各
夢
み
る
べ
し
。
朕
夢
を
以
ち
て
占
へ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
(
中

略
)
則
ち
天
皇
相
夢
し
た
ま
ひ
、
二
子
に
謂
り
て
日
は
く
、
「
兄

は
則
ち
一
片
に
東
に
向
け
り
。
東
国
を
治
む
べ
し
。
弟
は
是
悉

に
四
方
に
臨
め
り
。
朕
が
位
を
継
ぐ
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
(
『
日

本
書
紀
』
崇
神
天
皇
四
十
八
年
正
月
戊
子
条
)

B
 
剣
大
刀
身
に
取
り
添
ふ
と
夢
に
見
っ
何
の
兆
そ
も
君
に
逢
は
む

た
め
(
『
万
葉
集
』
六
0
四
・
笠
郎
女
)

C
 
夢
の
答
未
だ
来
ら
ず
。
唯
し
惟
へ
ば
、
若
し
は
長
き
命
を
得
む

か
、
若
し
は
高
き
官
位
を
得
む
か
と
お
も
ふ
。
今
よ
り
已
後
、

夢
に
見
る
答
を
待
ち
て
、
知
る
の
み
。
然
う
し
て
延
暦
十
四
年

乙
亥
の
冬
十
二
月
の
三
十
日
に
、
景
戒
伝
燈
住
位
を
得
た
り
。

(
『
日
本
霊
異
記
』
下
・
三
八
)

む
か
し
、
世
心
つ
け
る
女
、
い
か
で
心
な
さ
け
あ
ら
む
男
に
あ

ひ
得
て
し
が
な
と
思
へ
ど
、
い
ひ
い
で
む
も
た
よ
り
な
さ
に
、

ま
こ
と
な
ら
ぬ
夢
が
た
り
を
す
。
子
三
人
を
呼
び
て
語
り
け
り
。

ふ
た
り
の
子
は
、
な
さ
け
な
く
い
ら
へ
て
や
み
ぬ
。
三
郎
な
り

け
る
子
な
む
、
「
よ
き
御
男
ぞ
い
で
来
む
」
と
あ
は
す
る
に
、

こ
の
女
、
け
し
き
い
と
よ
し
。
(
『
伊
勢
物
語
』
六
三
)

あ
や
し
さ
に
、
夢
合
は
す
る
人
に
合
は
さ
せ
は
べ
り
し
か
ば
、

「
い
と
か
し
こ
き
夢
な
り
。
そ
の
見
え
け
む
人
は
、
上
達
部
の

御
子
生
み
て
、
つ
ひ
に
そ
の
子
の
徳
見
む
も
の
ぞ
。
も
し
、
自

然
に
中
絶
ゆ
る
こ
と
や
あ
ら
む
」
と
な
む
合
は
せ
し
。
令
宇
津

保
物
語
』
俊
藍

年
ご
ろ
「
天
照
御
神
を
念
じ
た
て
ま
つ
れ
」
と
見
ゆ
る
夢
は
、

人
の
御
乳
母
し
て
、
内
裏
わ
た
り
に
あ
り
、
み
か
ど
、
后
の
御

か
げ
に
か
く
る
べ
き
さ
ま
を
の
み
、
夢
と
き
も
合
は
せ
し
か
ど

も
、
そ
の
こ
と
は
一
つ
か
な
は
で
や
み
ぬ
。
(
『
更
級
日
記
』
)

夢
解
に
問
は
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
「
い
み
じ
う
よ
き
御
夢
な
り
。

世
の
中
の
、
こ
の
殿
(
藤
原
兼
家
一
引
用
者
注
)
に
う
つ
り
て
、

あ
の
殿
(
藤
原
兼
連
引
用
者
注
)
の
人
の
、
さ
な
が
ら
ま
ゐ

る
べ
き
が
見
え
た
る
な
り
」
と
申
し
け
る
が
、
当
て
ざ
ら
ざ
り

し
こ
と
か
は
。
(
『
大
鏡
』
兼
家
)

「
夢
を
し
か
し
か
見
っ
る
、
い
か
な
る
ぞ
」
と
て
語
り
聞
か
す
。

DEFGH
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女
聞
て
、
「
よ
に
い
み
じ
き
御
夢
な
り
。
か
な
ら
ず
、
大
臣
ま

で
な
り
あ
が
り
給
べ
き
也
。
返
々
目
出
く
御
覧
じ
て
候
。
あ
な

か
し
こ
あ
な
か
し
こ
、
人
に
語
給
な
」
と
申
け
れ
ば
・
:
。
(
『
{
于

治
拾
遺
物
語
』
エ
ハ
五

A
S
H
が
い
ず
れ
も
夢
の
内
容
か
ら
来
る
べ
き
未
来
を
占
っ
て
い

る
の
を
ま
ず
確
で
て
お
き
た
い
。
 
F
は
過
去
の
夢
合
わ
せ
の
当
否

を
言
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
夢
合
わ
せ
が
占
う
の
は
、
や
は
り
な
さ

れ
た
時
点
に
お
け
る
未
来
で
あ
っ
た
介
)
。

夢
を
悪
く
解
釈
し
て
凶
夢
に
転
じ
た
善
男
の
如
き
は
、
夢
合
わ
せ

の
諸
例
に
稀
だ
が
、
そ
れ
で
も
幾
つ
か
が
腎
ら
れ
る
。

丑
日
、
一
人
有
り
、
菟
餓
に
往
き
て
、
野
中
に
宿
り
き
。
時
に
二

鹿
傍
に
臥
せ
り
。
鶏
鳴
に
及
ら
む
と
し
て
、
牡
鹿
牝
鹿
に

謂
り
て
日
く
、
「
吾
、
今
夜
夢
み
ら
く
、
白
霜
多
に
降
り
て
吾

が
身
を
覆
ふ
と
。
是
何
の
祥
な
ら
む
」
と
い
ふ
。
牝
鹿
、
答

へ
て
日
く
、
「
汝
の
出
行
か
む
と
き
に
、
必
ず
人
に
射
ら
れ
て

死
な
む
。
即
ち
白
塩
を
以
ち
て
其
の
身
に
塗
る
こ
と
、
霜
の
素

き
が
如
く
な
ら
む
応
な
り
」
と
い
ふ
。
時
に
宿
れ
る
人
、
心
裏

に
異
し
ぶ
。
未
だ
昧
爽
に
及
ら
、
ざ
る
に
、
猟
人
有
り
て
牡
鹿
を

射
て
殺
し
つ
。
(
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
三
十
八
年
七
月
条
)

牡
鹿
の
見
た
夢
を
妻
の
牝
鹿
が
、
狩
ら
れ
て
塩
漬
け
に
な
る
悪
夢

だ
と
解
^
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
通
り
に
^
鹿
が
丸
^
さ
れ
る
こ
と
と
な

つ
た
本
話
は
、
牡
鹿
の
夢
が
本
来
、
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
そ
れ
は
不
明
で
あ
る
が
、
妻
に
ょ
っ
て
亜
券
と
さ
れ
、
そ
れ

が
的
中
し
た
点
に
お
い
て
、
善
男
の
夢
合
わ
せ
の
先
縱
と
言
え
る
だ

ろ
う
(
迎
0

続
い
て
『
今
鏡
』
で
あ
る
。

(
源
師
頼
ガ
)
若
く
お
は
し
け
る
時
、
夢
に
採
桑
老
と
い
ふ
舞

を
し
給
ふ
と
見
て
、
語
り
給
へ
り
け
る
を
、
物
に
心
得
ぬ
人
の
、

「
{
辛
相
に
て
久
し
く
や
お
は
し
ま
さ
む
」
と
あ
は
せ
た
り
け
る
、

い
と
あ
さ
ま
し
く
。
(
中
略
)
ま
こ
と
に
宰
相
に
て
久
し
く
お

は
し
き
。
(
『
今
鏡
』
村
上
の
源
氏
・
夢
の
か
よ
ひ
路
)

源
師
頼
は
左
大
臣
俊
房
の
子
息
で
、
正
二
位
大
納
言
を
極
官
と
し

た
が
、
承
徳
二
年
(
一
 
0
九
八
)
、
三
十
一
歳
で
姦
と
な
っ
て
後
、

大
治
五
年
(
三
三
0
)
に
中
納
言
に
昇
る
ま
で
、
三
十
年
以
上
、

参
議
に
留
め
ら
れ
た
と
い
う
未
曽
有
の
経
歴
の
持
ち
主
だ
っ
た
。

「
採
桑
老
」
の
夢
が
真
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
本
話
も
明
ら
か
に

し
な
い
が
、
常
人
離
れ
し
た
師
頼
の
官
歴
が
「
宰
相
老
」
と
取
り
違

え
た
夢
合
わ
せ
に
ょ
っ
て
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
前
話
の
牝
鹿
の

言
葉
、
本
話
の
「
物
に
心
得
ぬ
人
」
の
言
葉
も
や
は
り
未
来
に
関
わ

る
も
の
だ
っ
た
。

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
左
の
よ
う
に
、
一
度
、
な
さ
れ
た
夢
合
わ

せ
が
的
中
し
、
そ
の
後
、
再
び
そ
の
夢
が
解
釈
し
な
お
さ
れ
て
、
さ

ら
に
的
中
す
る
と
い
、
つ
例
も
あ
る
。

大
入
道
殿
(
藤
原
兼
家
一
引
用
者
注
)
、
納
言
た
る
の
時
、
夢

に
合
坂
の
関
を
過
き
る
に
、
雪
降
り
て
関
路
悉
く
白
し
と
見
し

め
給
ひ
て
、
大
い
に
驚
か
し
め
て
、
雪
は
凶
夢
な
り
と
思
し
て
、
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夢
解
き
を
召
し
、
謝
は
し
め
ん
と
欲
し
て
語
ら
し
め
給
ふ
に
、

夢
解
き
申
し
て
云
は
く
、
「
此
の
御
夢
は
極
め
て
吉
き
想
な
り
。

慥
か
に
以
て
恐
れ
有
る
べ
か
ら
ず
。
其
の
故
は
、
人
必
ず
斑
牛

を
進
ら
し
む
べ
し
」
と
。
即
ち
人
斑
牛
を
進
ら
し
む
。
夢
解
き
、

纏
頭
に
預
か
る
な
り
。
大
江
匡
衡
参
ら
し
め
、
此
の
由
御
物

語
有
り
。
匡
衡
大
い
に
驚
き
て
、
「
纏
頭
を
召
し
返
す
べ
し
。

合
坂
の
関
は
関
白
の
関
の
字
な
り
。
雪
は
白
の
字
な
り
。
必
ず

関
白
に
至
ら
し
む
べ
し
」
と
。
大
い
に
感
ぜ
し
め
給
ふ
。
其
の

明
年
に
関
白
の
宣
旨
を
蒙
ら
し
め
給
ふ
な
り
。
(
類
聚
本
『
江

談
抄
』
一
・
三
こ

こ
れ
は
並
み
の
吉
夢
が
夢
合
わ
せ
に
ょ
っ
て
最
上
の
吉
夢
に
転
ず

る
と
い
う
、
師
輔
や
善
男
の
話
の
陰
画
と
も
言
う
べ
き
内
容
だ
が
、

当
該
話
も
未
来
を
読
み
解
く
鍵
と
し
て
夢
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
に
変

わ
り
は
な
い
。

以
上
、
話
の
展
開
は
様
々
で
あ
る
が
、
ど
の
曹
お
い
て
も
「
夢

合
は
せ
」
「
夢
解
き
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
夢
に
ょ
っ
て
未
来
を
占

う
行
為
で
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
(
遅
。
そ
れ
は
こ
こ
に
^
げ

な
か
っ
た
管
見
の
夢
合
わ
せ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
(
N
)
。
し
か
し
、

「
な
ま
さ
か
し
き
女
房
」
の
「
い
か
に
御
股
痛
く
お
は
し
ま
し
つ
ら

む
」
は
「
見
え
つ
る
」
夢
に
対
し
て
ヲ
ら
む
」
と
推
し
量
る
も
の

だ
っ
た
。
夢
で
股
を
広
げ
て
い
た
時
は
ど
れ
ほ
ど
痛
か
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
と
、
女
房
の
一
言
葉
は
明
ら
か
に
夢
中
の
師
輔
に
対
す
る
も
の

で
あ
り
、
師
輔
の
未
来
に
対
す
る
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
ま
で
に
列
挙
し
た
夢
合
わ
せ
と
「
な
ま
さ
か
し
き
女

房
」
の
言
葉
と
が
根
本
的
に
相
違
す
る
の
は
、
も
は
や
言
を
俟
た
な

い
だ
ろ
う
。
「
い
み
じ
き
吉
相
の
夢
も
あ
し
ざ
ま
に
あ
は
せ
つ
れ
ば

違
ふ
」
と
、
女
房
の
言
葉
を
「
あ
し
ざ
ま
に
あ
は
せ
」
た
「
夢
合
は

せ
」
と
語
る
大
宅
世
継
に
ミ
ス
リ
ー
ド
さ
れ
、
前
掲
の
『
今
鏡
』
が

引
用
箇
所
の
直
後
に
「
昔
、
九
条
の
右
の
大
臣
御
夢
の
、
悪
し
く

あ
は
せ
た
り
け
む
や
う
な
る
事
な
り
」
と
続
け
、
夢
合
わ
せ
の
失
敗

と
い
う
点
で
師
輔
と
師
頼
の
逸
話
を
ひ
と
く
く
り
に
捉
え
た
よ
う
に
、

惑
わ
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
「
夢
合
は
せ
」
「
夢
解
き
」
の
常
識
に
照
ら

せ
ば
、
「
い
か
に
御
股
痛
く
お
は
し
ま
し
つ
ら
む
」
は
「
夢
合
は
せ
」

「
夢
解
き
」
の
失
敗
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
が
「
夢
合
は
せ
」
「
夢

解
き
」
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
(
亜
。

「
い
か
に
御
股
痛
く
お
は
し
ま
し
つ
ら
む
」
と
口
走
っ
た
女
房
は

「
な
ま
さ
か
し
き
」
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
さ
ば
か
り
さ

か
し
だ
ち
」
(
『
紫
式
部
日
記
』
)
と
評
さ
れ
た
清
少
納
言
の
如
く
、

主
筋
の
貴
公
子
の
言
葉
に
、
こ
の
女
房
も
何
か
気
の
利
い
た
こ
と
を

言
お
う
と
し
た
ま
で
で
、
「
夢
合
は
せ
」
「
夢
解
き
」
が
未
来
を
占
う

も
の
で
あ
る
以
上
、
自
分
が
師
輔
の
夢
合
わ
せ
を
し
て
い
る
と
い
う

意
識
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
し
て
や
自
分
の
言
葉
で
吉
夢
が
台
無

し
に
な
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
或
い
は
、
「
夢
合
は

せ
」
「
夢
解
き
」
が
未
来
を
占
う
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
女
房
な
り

に
吉
夢
を
壊
さ
な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
見
定
め
た
ブ
ラ
ッ
ク

ジ
ョ
ー
ク
が
、
「
い
か
に
御
股
痛
く
お
は
し
ま
し
つ
ら
む
」
と
い
う
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軽
口
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に
読
む
方
が

「
な
ま
さ
か
し
き
女
房
」
と
い
う
設
定
に
相
応
し
い
振
る
舞
い
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
夢
解
き
に
な
ら
な
い
言
葉
を
師

輔
の
「
摂
政
・
関
白
え
し
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
に
し
」
そ
の
後
と
結

び
付
け
、
無
理
に
夢
合
せ
の
失
敗
に
仕
立
て
上
げ
た
の
が
本
勇
っ

た
。
『
大
鏡
』
は
世
継
に
「
張
し
て
、
心
知
ら
、
ざ
ら
む
人
の
前
に
、

夢
語
り
な
、
こ
の
聞
か
せ
た
ま
ふ
人
々
、
し
お
は
し
ま
さ
れ
そ
」
と

訓
戒
さ
せ
る
が
、
も
し
本
話
が
『
大
鏡
』
の
手
に
成
る
も
の
な
ら
ば
、

世
継
の
一
言
葉
は
教
訓
を
装
う
ギ
ャ
グ
で
し
か
な
い
。
以
上
、
師
輔
の

夢
合
わ
せ
は
善
男
の
そ
れ
と
同
工
異
曲
の
類
話
で
は
な
く
、
恐
ら
く

は
善
男
の
夢
合
わ
せ
を
下
敷
き
に
発
想
さ
れ
た
、
夢
合
わ
せ
失
敗
譚

の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
解
す
べ
き
可
能
性
を
提
示
し
、
蕪
雑
な
稿
を
閉

じ
る
と
し
た
い
。

[
注
]

(
1
)
平
安
時
代
の
貴
族
は
夢
を
宗
教
的
文
脈
に
お
い
て
の
み
捉
え
た
わ

け
で
は
な
い
。
倉
本
一
宏
『
平
安
貴
族
の
夢
分
析
』
(
吉
川
弘
文
館
、

二
0
0
八
年
三
月
)
に
ょ
れ
ぱ
、
む
し
ろ
、
夢
を
冷
静
に
分
析
し
、

自
ら
の
都
合
に
合
わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
、
し
た
た

か
な
人
々
で
あ
っ
た
。

(
3
 
史
実
と
し
て
の
伴
善
男
は
佐
渡
国
郡
司
の
従
者
な
ど
で
は
な
く
、

参
穫
国
道
の
五
男
で
あ
る
(
『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
<
八
六
六
>

九
月
二
十
二
日
条
)
。
善
男
が
「
佐
渡
国
郡
司
が
従
者
」
と
さ
れ
た

背
景
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

(
3
)
冷
泉
天
皇
は
精
神
釜
が
不
安
視
さ
れ
、
即
位
に
あ
た
り
師
輔
の

兄
の
実
頼
が
関
白
に
任
じ
ら
れ
た
。

(
4
)
師
実
の
子
の
師
通
の
み
例
外
的
に
三
十
八
歳
と
短
命
だ
っ
た
が
、

そ
の
子
の
忠
実
は
八
十
五
歳
の
長
寿
を
保
っ
て
い
る
。

(
5
)
「
悪
し
、
ざ
ま
に
あ
わ
せ
る
と
、
ど
ん
な
吉
夢
も
違
っ
て
く
る
。
『
大

鏡
』
の
師
輔
伝
に
、
彼
が
ま
だ
若
か
っ
た
折
、
夢
に
「
朱
雀
門
の
前
に
、

左
右
の
足
を
東
西
の
大
宮
に
さ
し
や
り
て
、
北
向
き
に
て
内
裏
を
抱

き
て
立
て
り
」
と
見
て
、
そ
れ
を
人
倫
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
ざ
か
し

い
女
房
が
そ
ば
に
い
て
、
「
い
か
に
御
股
痛
う
お
は
し
ま
し
つ
ら
む
」

と
い
っ
た
の
で
夢
は
た
が
い
、
摂
政
関
白
に
と
う
と
う
な
れ
ず
に
終

つ
た
と
い
う
話
を
伝
え
て
い
る
。
『
{
于
治
拾
遺
物
語
』
に
も
伴
大
納

言
の
こ
と
と
し
て
、
「
西
大
寺
と
東
大
寺
と
を
跨
げ
て
立
た
り
」
と

い
う
夢
を
見
て
妻
に
か
た
っ
た
と
こ
ろ
、
妻
が
「
そ
こ
の
股
こ
そ
裂

か
れ
ん
ず
ら
め
」
と
下
手
に
あ
わ
せ
た
た
め
、
こ
の
夢
も
た
が
い
、

大
納
言
に
な
り
は
し
た
が
罪
を
蒙
っ
て
流
さ
れ
た
の
だ
と
伝
え
て
い

る
」
(
西
郷
編
「
補
論
二
夢
あ
わ
せ
」
、
『
古
代
人
と
夢
』
、
平
凡

社
、
一
九
七
二
年
五
月
。
初
出
は
一
九
七
一
年
)
。

(
6
)
益
田
勝
実
「
政
治
力
の
憧
憬
(
二
)
(
古
事
謄
賞
三
)
」
、
『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
、
一
九
六
五
年
七
月
。
浅
見
和
彦
編
『
『
古
事

談
』
を
読
み
解
く
』
(
雙
間
書
院
、
二
0
0
八
年
七
月
)
に
再
録
。

(
7
)
追
塩
千
尋
「
西
寺
の
沿
革
と
そ
の
特
質
」
(
『
中
世
南
都
仏
教
の
展

開
』
、
吉
川
弘
文
館
二
0
 
三
年
七
月
。
初
出
は
二
0
0
三
年
)
は
、
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『
年
中
行
事
秘
抄
』
文
殊
会
の
項
に
見
え
る
「
西
大
寺
」
は
「
西
の

大
寺
」
と
読
み
、
西
寺
を
指
す
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

(
8
)
「
跨
に
入
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
『
古
事
談
抄
全
釈
』
一

三
O
S
 
ご
三
頁
(
笠
問
書
院
、
一
る
一
 
0
年
月
三
月
。
稿
者
執
筆
)

に
て
触
れ
た
。

(
9
)
佐
伯
有
清
『
伴
善
男
』
七
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
0
年
六
月
。

(
W
)
浅
見
和
彦
「
伴
大
納
言
と
佐
渡
」
、
『
東
国
文
学
史
序
説
』
、
岩
波

書
店
、
二
0
 
三
一
年
三
月
。
初
出
は
二
0
0
七
年
。

(
Ⅱ
)
『
大
鏡
』
道
長
に
、
道
長
の
息
顕
信
の
出
家
に
つ
い
て
「
高
松
殿
(
顕

信
の
母
一
引
用
者
注
)
の
御
夢
に
こ
そ
、
左
の
方
の
御
髪
を
、
な
か

ら
よ
り
剃
り
落
と
さ
せ
た
ま
ふ
と
御
覧
じ
け
る
を
、
か
く
て
後
に
こ

そ
、
こ
れ
(
将
の
出
家
一
引
用
者
注
)
が
見
え
け
る
な
り
け
り
と

思
ひ
さ
だ
め
て
、
「
違
へ
さ
せ
、
祈
な
ど
を
も
す
べ
か
り
け
る
こ
と

を
」
と
仰
せ
ら
れ
け
る
」
と
あ
る
の
も
、
過
去
の
夢
が
、
夢
を
見
た

時
点
で
の
未
来
を
予
言
し
た
と
の
理
解
で
あ
る
。

(
琵
)
本
話
も
善
男
の
一
話
も
、
妻
が
な
ぜ
夫
の
夢
を
こ
と
さ
ら
に
凶
と

判
断
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
話
中
に
明
ら
か
に
し
な
い
が
、
『
摂

津
国
風
土
記
』
逸
文
に
見
え
る
本
話
の
同
話
は
、
妻
の
牝
鹿
が
夫
の

浮
気
を
憎
ん
だ
た
め
、
「
乃
ち
詐
り
相
せ
」
た
、
つ
ま
り
、
こ
と
さ

ら
に
亜
芽
と
と
り
な
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

(
玲
)
「
未
来
を
神
話
的
に
か
ら
め
取
る
わ
ざ
が
す
な
わ
ち
夢
あ
わ
せ
で

あ
る
」
(
西
郷
(
§
前
掲
論
文
)
。

(
N
)
『
大
鏡
』
に
は
こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
三
話
(
師
輔
・
兼
家
・
道
長
)

の
他
、
「
(
後
二
後
三
条
天
皇
ノ
生
母
ト
ナ
ル
禎
子
内
親
王
ガ
)
生
ま

れ
お
は
し
ま
さ
む
と
て
、
い
と
か
し
こ
き
夢
想
見
た
ま
へ
し
な
り
。

(
中
略
)
故
女
院
、
こ
の
大
宮
(
円
融
天
皇
の
生
母
詮
子
、
後
一
条

後
朱
雀
天
皇
の
生
母
彰
子
一
引
用
者
注
)
な
ど
孕
ま
れ
さ
せ
た
ま
は

む
と
て
見
え
し
、
た
だ
同
じ
さ
ま
な
る
夢
に
は
べ
り
し
な
り
。
そ
れ

に
て
、
よ
ろ
づ
推
し
は
か
ら
れ
さ
せ
た
ま
ふ
御
右
様
な
り
」
(
藤
原

氏
物
語
)
と
、
も
う
一
話
、
夢
合
わ
せ
が
載
る
が
、
こ
れ
も
夢
か
ら

未
来
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
大
鏡
』
に
お
い
て
も
、
本
稿
が

問
題
と
す
る
師
輔
を
除
く
全
て
の
夢
合
わ
せ
が
未
来
を
占
う
も
の
だ

つ
た
。

(
巧
)
将
来
に
言
及
せ
ず
と
も
、
け
ち
が
つ
い
た
時
点
で
吉
夢
は
悪
夢
に

転
ず
る
た
め
、
こ
れ
も
夢
合
わ
せ
の
一
種
に
属
す
と
見
做
す
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
、
つ
に
考
え
る
な
ら
ぱ
、
古
代
に
お

け
る
同
様
の
例
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
稿
者
は
そ
の
例
を
見

出
せ
な
か
っ
た
。

(
本
学
准
教
授
)
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