
—
身
の
置
き
所
も
あ
は
れ
昔
の
—　

私
に
と
っ
て
も
っ
と
も
好
き
な

能
の一つ
で
あ
る《
野
宮
》の一
番
印
象
的
な
詞
章
が
こ
れ
で
す
。『
源

氏
物
語
』の
世
界
を
も
と
に
緻
密
な
文
飾
を
酷
使
し
て
作
ら
れ
た
詞

章
で
す
か
ら
、な
か
な
か
に
意
味
を
と
る
の
も
大
変
で
す
が
、こ
こ
で

は
シ
テ
六
条
御
息
所
が
懐
旧
の
序
の
舞
を
待
っ
た
後
、露
同
様
の
は
か

な
い
身
を
置
い
た
の
も
こ
こ
、そ
し
て
こ
こ
は
今
も
昔
と
変
わ
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
身
の
置
き
所
も
、あ
は
れ
」と

続
く
こ
と
に
よ
って「
身
の
置
き
所
の
、な
さ
」を
暗
示
す
る
言
葉
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
ま
す
。結
ん
で
は
す
ぐ
消
え
る
露
の
よ

う
な「
身
の
置
き
所
の
な
さ
」こ
れ
は
、《
野
宮
》に
通
低
す
る
重
要
な

要
素
と
な
って
い
る
と
私
は
思
う
の
で
す
。

　
《
野
宮
》が
世
阿
弥
作
の
夢
幻
能
の
名
作《
井
筒
》と
と
て
も
よ
く

似
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
う
え
で

観
世
寿
夫
氏
は
両
曲
の「
次
第
」の
イ
メ
ー
ジ
を「
じ
っ
と
動
か
ず
に

い
る
姿
と
へ
め
ぐ
り
動
い
て
行
く
姿
」と
分
析
さ
れ
、そ
れ
が
そ
れ
ぞ

れ
の
曲
の
特
色
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、と
演
技
者
の
立
場
か
ら《
井
筒
》

と《
野
宮
》の
違
い
を
す
る
ど
く
描
い
て
お
ら
れ
ま
す
。（
観
世
寿
夫
著

『
心
よ
り
心
に
伝
ふ
る
花
』白
水
社
刊
よ
り
）

　

私
も《
井
筒
》と《
野
宮
》は
似
て
い
る
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
に
、そ

《
野
宮
》—

 

永
遠
の
い
た
た
ま
れ
な
さ —

京
都
造
形
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
・
歌
人

　

能《
野
宮
》の
舞
台
、野
宮
神
社
は
京
都
市
の
西
北
、嵯
峨
野
に
あ

り
ま
す
。私
は
こ
こ
十
年
以
上
前
か
ら
毎
年
元
旦
に
初
詣
に
行
っ
て

い
ま
す
。お
参
り
し
は
じ
め
た
こ
ろ
は
、人
も
少
な
く
ひ
っ
そ
り
と
し

て
い
ま
し
た
が
、年
々
人
気
が
高
ま
っ
て
き
た
よ
う
で
、つ
い
に
今
年
は

雪
の
降
る
中
、山
陰
線
の
線
路
ま
で
続
く
長
蛇
の
列
に
並
ん
で
お
参

り
の
順
番
を
待
ち
ま
し
た
。

　

不
思
議
な
の
は
、こ
こ
が
縁
結
び
の
神
様
と
し
て
有
名
な
こ
と
で

す
。野
宮
と
い
え
ば
、『
源
氏
物
語
』に
お
い
て
光
源
氏
と
六
条
御
息

所
の
悲
し
い
別
れ
の
舞
台
と
な
っ
た
と
こ
ろ
。結
ば
れ
る
縁
と
は
ど
う

も
イ
メ
ー
ジ
が
結
び
つ
き
ま
せ
ん
。も
っ
と
も
、六
条
御
息
所
は
実
在

の
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。野
宮
神
社
自
体
が
悲
し
い
別
れ
の
舞
台

に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、そ
こ
を
お
参
り
し
て
良
縁
を

得
た
か
ら
と
いって
、六
条
さ
ん
の
恨
み
を
か
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

で
も
十
年
続
け
て
お
参
り
し
て
い
る
わ
り
に
いっ
こ
う
に
良
縁
に
恵

ま
れ
な
い
私
は
や
は
り
六
条
御
息
所
に
た
た
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。そ
う
だ
と
し
て
も
六
条
さ
ん
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
私
に
と
っ
て
は
光

栄
な
こ
と
で
す
。と
、い
う
よ
り
も
こ
う
し
て
魅
力
的
な
能《
野
宮
》

に
つい
て
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
縁
を
得
た
こ
と
こ
そ
野
宮
神
社
の

お
か
げ
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。　

小

川

佳

世

子



の
違
い
が
余
計
際
立
つ
曲
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。そ
し
て
そ
の
違
い
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
曲
の
魅
力
を
感
じ
る
の
で
す
。

　

ひ
と
つ
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
れ
な
い
シ
テ
。こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
全
曲

を
通
し
て
貫
か
れ
て
い
ま
す
。毎
年
、九
月
七
日
に
現
れ
る
と
こ
ろ
は
、

野
宮
、場
所
自
体
は
変
ら
な
い
の
で
す
が
、シ
テ
六
条
御
息
所
の
心
は

常
に
動
い
て
い
ま
す
。九
月
七
日
は
旧
暦
で
す
か
ら
、現
在
で
い
う
と

秋
の
な
か
ば
、七
日
の
月
は
夜
が
更
け
る
に
し
た
が
い
西
山
へ
と
沈
ん

で
ゆ
き
ま
す
。木
の
間
の
月
、「
飽
き
る
」に
通
じ
る
秋
、光
源
氏
の
愛

も
秋
の
花
も
す
べ
て
は
移
ろ
う
も
の
。思
い
出
の
野
宮
に
帰
っ
て
き
て

し
ま
っ
た
御
息
所
は
、

　
　

身
に
沁
む
色
の
消
え
か
へ
り
、思
へ
ば
い
に
し
へ
を
何
と
し
の
ぶ

　
　

の
草
衣
。き
て
し
も
あ
ら
ぬ
仮
の
世
に
、行
き
帰
る
こ
そ
恨
み

　
　

な
れ
。行
き
帰
る
こ
そ
恨
み
な
れ
。

　

と
謡
い
ま
す
。消
え
そ
う
で
ま
た
結
ぶ
露
、諦
め
き
れ
な
い
思
い
、

来
て
も
し
か
た
が
な
い
仮
の
世
、す
な
わ
ち
現
世
に
、行
っ
て
は
ま
た

帰
る
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
。「
消
え
か
へ
り
」「
行
き
帰
る
」こ
の
対

句
こ
そ《
野
宮
》全
体
を
つ
ら
ぬ
く
キ
ー
ワ
ー
ド
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

御
息
所
の
ま
さ
に
居
場
所
の
な
い
い
た
た
ま
れ
な
さ
。こ
の
い
た
た
ま

れ
な
さ
は
、か
の「
車
争
い
」を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。私
は
は
じ
め『
源

氏
物
語
』の「
賢
木
の
巻
」を
下
敷
き
に
し
、嵯
峨
野
の
野
宮
を
舞
台

と
す
る
能《
野
宮
》に
お
い
て
、違
う
巻
の
で
き
ご
と
で
、賀
茂
の
祭

を
舞
台
と
す
る「
車
争
い
」の
場
面
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
少
し

違
和
感
を
覚
え
て
い
ま
し
た
。で
も
シ
テ
御
息
所
の「
い
た
た
ま
れ
な

さ
」が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、シ
テ
の
思
い
出
の
中
に

こ
の
場
面
が
現
れ
る
こ
と
は
、と
て
も
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。

　

祭
見
物
の
際
、時
め
く
源
氏
の
正
妻
葵
上
の
車
に
押
し
や
ら
れ
て

し
ま
う
、し
か
し
、身
分
の
高
い
御
息
所
は
だ
ま
っ
て
押
し
や
ら
れ
る

よ
う
な
立
場
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
身
は
小
車
の
遣
る
か
た
も
な
し
」

ど
う
し
よ
う
も
な
く
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、本
当
は
引

き
下
が
り
た
く
も
な
い
、ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
途
方
に
く
れ
て
い
た
の

で
す
。

　

野
宮
で
の
別
れ
に
し
て
も
、訪
れ
も
間
遠
に
な
っ
た
光
源
氏
に
対
し

て
、み
ず
か
ら
い
さ
ぎ
よ
く
身
を
引
い
て
伊
勢
に
下
向
し
た
よ
う
に

み
え
て
、最
後
ま
で
御
息
所
の
気
持
ち
は
揺
れ
動
い
て
い
た
と
み
る
の

が
妥
当
で
し
ょ
う
。

　
　

身
は
な
ほ
う
し
の
小
車
の
、廻
り
廻
り
来
て
い
つ
ま
で
ぞ
、妄
執

　
　

を
晴
ら
し
給
へ
や

　

と
謡
い
御
息
所
は
舞
い
を
舞
い
ま
す
。車
が
廻
り
続
け
る
よ
う
に
、

身
を
ど
こ
へ
も
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、ど
う
か
妄
執
を
晴

ら
し
て
く
だ
さ
い
、と
僧
に
頼
み
ま
す
。

　
一
方《
井
筒
》の
シ
テ
は
、ど
う
で
し
ょ
う
か
。思
い
出
の
場
所
に
現

れ
、昔
を
語
り
、舞
を
舞
う
。そ
の
構
造
は
た
し
か
に《
野
宮
》と
そ
っ

く
り
で
す
。し
か
し
、井
筒
の
女
の
迷
い
は
そ
こ
で
見
て
い
る
僧
に
妄

執
を
晴
ら
し
て
も
ら
い
た
い
、と
い
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。思
い

出
が
な
つ
か
し
い
あ
ま
り
に
、戻
っ
て
き
て
し
ま
う
の
で
す
が
、業
平
の

衣
を
来
て
水
鏡
に
そ
の
姿
を
う
つ
し
、な
つ
か
し
む
姿
に
は
ど
こ
か
満

足
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。そ
の
満
足
は
、夢
が
覚
め
る



に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
、夜
が
明
け
る《
井
筒
》と
は
違
う
の
で
す
。ど
う

し
て
も
そ
こ
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　

思
え
ば
野
宮
は
伊
勢
へ
下
向
す
る
前
に一
年
だ
け
い
る
仮
の
宿
。い

つ
ま
で
も
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
し
て
、秋
も
終
り
、

花
も
枯
れ
枯
れ
に
な
り
ま
す
。な
に
ご
と
も
移
ろ
う
、移
ろ
う
季
節

の
美
し
さ
は
、世
阿
弥
も
そ
の
能
楽
論
の
中
で
四
季
折
節
に
咲
く
花

は
散
る
ゆ
え
に
め
ず
ら
し
く
面
白
い
と
言
っ
て
い
る
と
お
り
、日
本
の

そ
し
て
京
都
の
重
要
な
美
意
識
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。六
条
御
息
所

の
い
た
た
ま
れ
な
さ
は
、そ
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
も
美
し
い
秋
の
嵯
峨

野
の
風
景
と
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
って
、一層
そ
の
思
い
が
際
立

って
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
み
る
と《
野
宮
》が
い
か
に《
井
筒
》と
違
う
か
が
わ
か

り
ま
す
。し
か
し
違
い
は
優
劣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。《
井
筒
》の
深
い
思

い
は
見
る
も
の
の
心
に
も
深
い
思
い
を
降
ろ
し
ま
す
が
、《
野
宮
》の
シ

テ
六
条
御
息
所
の
い
た
た
ま
れ
な
さ
、出
で
入
る
姿
は
、観
客
そ
れ
ぞ

れ
の
心
に
思
い
当
た
る
も
の
と
し
て
ひ
び
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

大
好
き
な
能《
野
宮
》に
つ
い
て
私
の
勝
手
な
感
想
を
書
い
て
し
ま

い
ま
し
た
。正
し
い
見
方
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。も
ち
ろ
ん
能

は
ご
覧
に
な
る
方
々
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
心
に
き

ざ
ま
れ
る
も
の
で
す
。私
も
ま
た
、違
う
発
見
を
す
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

ま
た
今
日
も《
野
宮
》で
自
分
の
心
の
御
息
所
に
出
会
え
る
、楽
し

み
で
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

さ
み
ど
り
の
野
宮
竹
の
境ボ

ー
ダ
ー界

に
六
条
御
息
所
の
実
在

よ
う
に
消
え
果
て
る
無
常
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、シ
テ
は
僧
に

そ
の
妄
執
を
晴
ら
し
て
ほ
し
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
し
、僧
も
た
だ
夢

を
見
た
だ
け
で
す
。

　
《
井
筒
》の
ク
ラ
イ
マッ
ク
ス
は
、シ
テ
が
井
筒
を
覗
き
込
み
、そ
の

姿
を
水
鏡
に
う
つ
す
と
こ
ろ
で
す
。井
戸
の
底
に
自
分
と
も
業
平
と

も
つ
か
な
い
姿
が
映
っ
て
い
る
、そ
し
て
そ
れ
を
は
る
か
上
空
の
月
が

照
ら
し
て
い
ま
す
。そ
こ
に
は
い
わ
ば
垂
直
方
向
の
力
が
働
い
て
い
ま

す
。あ
く
ま
で
も
、そ
の
場
所
に
と
ど
ま
る
思
い
。「
見
れ
ば
な
つ
か
し

や
」、な
つ
か
し
い
そ
の
場
所
に
戻
って
き
て
し
ま
う
、と
い
う
深
い
思
い

が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
御
息
所
は
そ
こ
に
と
ど
ま
って
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。毎
年
、

思
い
出
の
場
所
に
現
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
は
井
筒
の
女
と
同
じ
で
す
。

野
の
宮
の
跡
、す
な
わ
ち
思
い
出
の
場
所
が
な
つ
か
し
い
、と
い
う
の
も

同
じ
で
す
。し
か
し
、

　
　

こ
こ
は
も
と
よ
り
忝
な
く
も
、神
風
や
伊
勢
の
、内
外
の
鳥
居

　
　

に
出
で
入
る
姿
は
生
死
の
道
を
、神
は
享
け
ず
や
思
ふ
ら
ん　

　
　

と
。ま
た
車
に
う
ち
乗
り
て
、火
宅
の
門
を
や
出
で
ぬ
ら
ん
。　

　
　

火
宅
の
門
を
。

　

鳥
居
の
外
に
出
る
の
か
入
る
の
か
、ま
さ
に
出
で
入
る
そ
の
迷
う

場
面
が
本
曲
の
ク
ラ
イ
マッ
ク
ス
と
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
行
っ
て
は
戻

る
水
平
方
向
の
運
動
こ
そ
、い
た
た
ま
れ
な
さ
、と
い
う
曲
全
体
に
通

低
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
し
て
い
る
と
私
は
思
う
の
で
す
。そ
し
て
ま

た
御
息
所
は
、車
に
乗
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。そ
し
て
迷
い
か
ら
抜

け
出
せ
た
の
か
ど
う
か
、わ
か
ら
な
い
ま
ま
曲
は
終
わ
り
ま
す
。そ
こ




