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序

 
光
源
氏
が
須
磨
・
明
石
か
ら
帰
京
し
て
以
降
、
物
語
は
政
治
世
界
が
前
面
に
せ

り
出
し
、
光
源
氏
家
と
内
大
臣
家
の
相
克
が
、
娘
の
入
内
と
い
う
目
に
見
え
る
明

確
な
形
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
、
そ
う
し
た
物
語
世

界
の
現
実
を
語
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
姫
君
を
と
り
ま
く
女
房
た
ち
の
さ

さ
め
き
言
・
後
言
や
、
男
達
の
言
葉
を
聞
き
取
り
、
真
実
を
感
知
し
よ
う
と
す
る

女
房
の
感
覚
が
本
文
に
影
を
落
と
し
て
い
る
。目
に
は
見
え
な
い﹁
世
語
り
﹂・
人
々

の
噂
に
よ
っ
て
も
世
の
有
り
様
が
語
ら
れ
、
そ
の
中
で
政
治
性
が
発
動
さ
れ
て
お

り
、﹁
世
語
り
﹂
が
も
う
一
つ
の
社
会
を
形
成
す
る
。
こ
の
物
語
は
、
そ
の
ど
ち

ら
も
が
描
か
れ
、
す
く
い
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
本
稿
は
、
噂
の
生
成
に
対
し
て
対
照
的
な
内
大
臣
と
光
源
氏
の
眼
差
し
や
耳
の

確
か
さ
・
不
確
か
さ
を
あ
ぶ
り
出
す
と
共
に
、
常
夏
巻
に
見
ら
れ
る
﹁
世
語
り
﹂

を
創
り
出
す
場
に
お
け
る
光
源
氏
の
政
治
力
学
の
有
様
と
の
関
連
を
論
じ
る
も
の

で
あ
る
。
特
に
、
内
大
臣
と
光
源
氏
の
二
組
の
﹁
父
と
娘
﹂
が
、﹁
世
語
り
﹂
を

め
ぐ
っ
て
対
照
的
で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
て
い
る
様
を
確
認
す
る
。

 
一
般
に
、
政
治
に
携
わ
る
家
と
し
て
勢
力
を
拡
大
・
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、

そ
の
家
の
子
供
達
を
持
ち
駒
と
し
て
息
子
は
後
継
者
に
し
、
娘
は
後
宮
に
入
れ
る

こ
と
を
望
ん
だ
。
権
勢
を
握
る
近
道
は
、
天
皇
の
外
戚
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
１

。

娘
を
後
宮
に
入
れ
る
こ
と
が
政
権
掌
握
の
手
段
で
あ
る
た
め
、
娘
に
対
す
る
求
婚

者
は
家
の
政
権
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
求
婚
と
政
治
は
結
び
つ
い
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
求
婚
す
る
男
性
は
身
近
な
者
や
世
間
の
噂
か

ら
姫
君
の
情
報
を
得
る
た
め
、
求
婚
と
世
語
り
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ

う
。
つ
ま
り
、
求
婚
さ
れ
る
側
の
﹁
父
と
娘
﹂
と
、
世
語
り
を
語
る
﹁
世
間
の

人
々
﹂
に
よ
っ
て
政
治
が
作
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
世

間
の
人
々
﹂
は
、
広
く
一
般
を
指
す
時
も
あ
れ
ば
、
特
に
上
流
貴
族
層
だ
け
を
意

味
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
使
わ
れ
方
は
一
様
で
は
な
い
が
、
総
じ
て
世
の
常
識

を
代
弁
す
る
存
在
と
見
て
良
い
２

だ
ろ
う
。

 
で
は
、
こ
の
﹁
世
語
り
﹂
は
物
語
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

 
 
 
一
 
﹁
世
語
り
﹂
と
﹁
人
笑
へ
﹂

 ﹁
世
語
り
﹂
と
は
、
世
間
話
や
世
に
あ
る
人
の
上
の
め
づ
ら
し
き
こ
と
に
つ
い

て
見
聞
き
し
た
事
を
噂
す
る
こ
と
３

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
利
用
の
仕
方
に
よ
っ

て
は
自
分
、ま
た
は
他
人
の
身
や
家
の
名
を
操
作
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。﹃
源
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氏
物
語
﹄
は
、﹁
世
語
り
﹂
を
方
法
と
し
て
取
り
込
ん
だ
先
駆
的
な
作
品
と
さ
れ

て
お
り
４

、
物
語
の
本
文
中
に
﹁
世
語
り
﹂
の
語
は
七
例
見
ら
れ
る
。
内
大
臣
家

に
関
す
る
﹁
世
語
り
﹂
を
見
る
前
に
、ま
ず
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
世
語
り
﹂

の
用
例
を
全
て
挙
げ
て
見
て
み
た
い
５

。

 
Ⅰ
︵
藤
壺
詠
歌
︶
世
が
た
り
に
人
や
伝
へ
ん
た
ぐ
ひ
な
く

う
き
身
を
醒
め
ぬ
夢
に
な
し
て
も
︵
若
紫
一
︲
三
〇
六
︶

 
Ⅱ
姫
君
は
、
か
く
さ
す
が
な
る
御
気
色
を
、﹁
わ
が
み
づ
か
ら
の
う
さ
ぞ
か
し
。

親
な
ど
に
知
ら
れ
た
て
ま
つ
り
、
世
の
人
め
き
た
る
さ
ま
に
て
、
か
や
う
な

る
御
心
ば
へ
な
ら
ま
し
か
ば
、
な
ど
か
は
い
と
似
げ
な
く
も
あ
ら
ま
し
。
人

に
似
ぬ
あ
り
さ
ま
こ
そ
。
つ
ひ
に
世
語
に
や
な
ら
む
﹂
と
、
起
き
臥
し
思
し

な
や
む
。�

︵
蛍
三-

一
九
四
︶

 
Ⅲ
︵
源
氏
︶﹁
さ
て
か
か
る
古
事
の
中
に
、
ま
ろ
が
や
う
に
実
法
な
る
痴
者
の

物
語
は
あ
り
や
。
い
み
じ
く
け
遠
き
、
も
の
の
姫
君
も
、
御
心
の
や
う
に
つ

れ
な
く
、
そ
ら
お
ぼ
め
き
し
た
る
は
世
に
あ
ら
じ
な
。
い
ざ
、
た
ぐ
ひ
な
き

物
語
に
し
て
、
世
に
伝
へ
さ
せ
ん
﹂
と
、
さ
し
寄
り
て
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

顔
を
ひ
き
入
れ
て
、
︵
玉
鬘
︶﹁
さ
ら
ず
と
も
、
か
く
め
づ
ら
か
な
る
事
は
、

世
語
に
こ
そ
は
な
り
は
べ
り
ぬ
べ
か
め
れ
﹂
と
の
た
ま
へ
ば
、

︵
蛍
三-

二
〇
五
︶

 
Ⅳ
︵
源
氏
︶﹁
⋮
げ
に
こ
の
ご
ろ
め
づ
ら
し
き
世
語
に
な
む
人
々
も
し
は
べ
る

な
る
。
⋮
﹂�

︵
常
夏
三-

二
一
七
︶

 
Ⅴ
か
う
忍
び
た
ま
ふ
御
仲
ら
ひ
の
事
な
れ
ど
、
お
の
づ
か
ら
、
人
の
を
か
し

き
こ
と
に
語
り
伝
へ
つ
つ
、
次
々
に
聞
き
漏
ら
し
つ
つ
、
あ
り
難
き
世
語

に
ぞ
さ
さ
め
き
け
る
。�

︵
真
木
柱
三
︲
三
四
三
︶

 
Ⅵ
い
と
重
き
御
心
な
れ
ば
、
必
ず
し
も
、
う
ち
と
け
世
語
に
て
も
、
人
の
忍

び
て
啓
し
け
ん
こ
と
を
漏
ら
さ
せ
た
ま
は
じ
、
な
ど
思
す
。

︵
手
習
六
︲
三
五
五
︶

 
Ⅶ
︵
横
川
の
僧
都
︶﹁
⋮
め
づ
ら
し
き
事
の
さ
ま
に
も
あ
る
を
、
世
語
に
も
し

は
べ
か
り
し
か
ど
、
聞
こ
え
あ
り
て
わ
づ
ら
は
し
か
る
べ
き
こ
と
に
も
こ
そ

と
、
こ
の
老
人
ど
も
の
と
か
く
申
し
て
、
こ
の
月
ご
ろ
音
な
く
て
は
べ
り
つ

る
に
な
む
﹂
と
申
し
た
ま
へ
ば
⋮�

︵
夢
浮
橋
六
︲
三
六
三
︶

 
以
上
の
七
例
を
見
て
み
る
と
、
Ⅵ
の
﹁
う
ち
と
け
世
語
に
て
も
﹂
以
外
の
六
例

は
﹁
め
づ
ら
し
き
世
語
り
﹂
の
用
例
で
あ
る
。
ま
た
Ⅵ
の
用
例
は
、﹁
う
ち
と
け

世
語
﹂
の
場
で
は
、
軽
率
な
人
に
よ
っ
て
﹁
忍
び
﹂
の
話
が
つ
い
﹁
漏
ら
﹂
さ
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
６

。﹁
世
語
り
﹂
の
場
で
は
、
め
ず
ら
し
い
話

が
世
間
話
・
噂
話
と
し
て
人
々
の
間
で
交
わ
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

語
り
手
の
言
葉
と
し
て
も
、﹁
口
さ
が
な
き
も
の
は
世
の
人
な
り
け
り
﹂
︵
行
幸
三

︲
三
一
二
︶
と
あ
る
。︿
う
わ
さ
﹀
は
人
に
信
じ
ら
れ
伝
播
す
る
も
の
で
、
そ
の

内
容
が
真
実
か
否
か
で
は
な
く
、
信
じ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
７

。
他
人
の
名
を
汚
し
た
い
た
め
に
悪
意
を
も
っ
て
わ
ざ
と
流
す
こ
と

や
、
娯
楽
と
し
て
、
あ
る
い
は
欲
求
不
満
解
消
と
し
て
、
他
と
は
異
な
り
興
味
を

抱
く
に
足
る
情
報
だ
と
の
判
断
８

か
ら
お
も
し
ろ
が
っ
て
流
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
が
、
そ
の
よ
う
な
意
図
が
無
い
場
合
で
も
噂
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が

得
た
情
報
の
内
容
を
疑
わ
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
心
の
中
で
は
少
な
か
ら
ず
信
じ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
内
で
は
、
真
偽
も

様
々
で
は
あ
る
が
、﹁
世
語
り
﹂
と
い
う
語
で
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
含
め
て
、

多
く
の
こ
と
が
﹁
世
語
り
﹂
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
名
を
汚
す
場
合

と
上
げ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、﹁
世
語
り
﹂
の
内
容
が
真
実
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ

う
と
、
と
に
か
く
声
に
の
ぼ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
重
大
事
件
な
の
で
あ
る
９

。
物
語

内
で
は
、
名
を
上
げ
る
よ
う
な
﹁
世
語
り
﹂
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら

七
例
を
見
て
み
る
と
、﹁
世
語
り
﹂
と
い
う
語
は
そ
れ
を
意
味
す
る
こ
と
を
担
っ



-�15�-

石井海音子  井上 眞弓3

て
は
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
ま
た
人
々
は
、
自
分
や
自
分
の
周
り
の
者
に
つ
い
て
の
﹁
世
語
り
﹂
が
名
を
汚

し
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
笑
わ
れ
る
こ
と

を
恐
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
﹁
世
語
り
﹂
と
い
う
語
で
表
わ
さ

れ
て
は
い
な
い
が
、
六
条
御
息
所
は
光
源
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
﹁
世
語
り
﹂
を

恐
れ
て
い
る
。
正
妻
格
で
あ
る
べ
き
身
分
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
年
下
の
恋
人

で
あ
る
光
源
氏
の
つ
れ
な
さ
に
思
い
悩
み
、
娘
が
斎
宮
と
な
っ
て
伊
勢
へ
下
向
す

る
こ
と
に
な
り
自
分
も
共
に
行
く
こ
と
を
決
め
る
。
し
か
し
、

 
 
今
は
と
て
ふ
り
離
れ
下
り
た
ま
ひ
な
く
は
い
と
心
細
か
り
ぬ
べ
く
、
世
の
人

 
 
聞
き
も
人
わ
ら
へ
に
な
ら
ん
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
葵
二-

二
四
︶

と
、
伊
勢
下
向
へ
つ
い
て
い
く
心
細
さ
と
共
に
、
世
間
の
物
笑
い
に
な
る
で
あ
ろ

う
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
人
に
笑
わ
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
﹁
人
笑
へ
﹂
と
い
う
語
が
あ
り
、
物
語
内
の
用
例
は
﹁
人

笑
は
れ
﹂
と
い
う
形
も
含
め
る
と
五
十
八
例
あ
る
10

。
こ
れ
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
以

前
の
作
品
の
用
例
数
と
比
べ
て
、
作
品
の
長
さ
の
差
を
考
慮
に
入
れ
て
も
際
立
つ

頻
用
で
あ
る
11

。
六
条
御
息
所
の
場
合
、
大
臣
の
娘
で
、
前
坊
と
の
間
に
斎
宮
と

な
る
娘
を
も
う
け
た
身
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
恥
と
共
に
家
を
背
負
う
女
君
と
し

て
の
自
負
が
﹁
人
笑
へ
﹂
の
意
識
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

他
に
も
、
女
君
た
ち
の
﹁
人
笑
へ
﹂
意
識
は
多
出
す
る
12

。
特
に
、
本
稿
に
お
い

て
着
目
す
る
﹁
人
笑
へ
﹂
意
識
は
、親
と
子
の
関
係
の
中
で
表
現
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

 
養
父
で
あ
る
光
源
氏
か
ら
の
求
愛
に
玉
鬘
は
困
惑
す
る
。

 
 
か
う
や
う
の
気
色
漏
り
出
で
ば
、
い
み
じ
う
人
笑
は
れ
に
、
う
き
名
に
も

あ
る
べ
き
か
な
。�

︵
胡
蝶
三-

一
八
三
︶

こ
の
よ
う
な
様
子
が
世
間
に
知
ら
れ
た
ら
、
ひ
ど
く
世
間
の
も
の
笑
い
に
な
り
評

判
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
玉
鬘
は
恐
れ
て
い
る
。
周
り
の
﹁
う
と
き

も
親
し
き
も
﹂
︵
同
︶
、
光
源
氏
と
玉
鬘
は
実
の
親
子
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
玉
鬘
は
、
も
し
も
内
大
臣
が
自
分
の
こ
と
を
実
の
娘
と
し
て
捜
し
出
し
た
と

し
て
も
、
こ
の
光
源
氏
と
の
こ
と
を
耳
に
す
る
と
、
世
間
の
人
々
以
上
に
悪
く
思

う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
玉
鬘
の
、
養
父
光
源
氏
と
実

父
内
大
臣
、
ど
ち
ら
と
の
関
係
に
お
い
て
も
娘
で
あ
り
な
が
ら
﹁
父
と
娘
﹂
の
枠

か
ら
逸
脱
し
か
ね
な
い
関
係
に
お
の
の
く
女
性
の
﹁
人
笑
へ
﹂
意
識
な
の
で
あ
る
。

 ﹁
人
笑
へ
﹂
と
い
う
恥
の
意
識
は
︿
家
﹀
の
観
念
を
内
在
化
す
る
も
の
で
13

、

親
子
関
係
を
軸
と
し
た
﹁
人
笑
へ
﹂
意
識
に
着
目
し
た
時
、
物
語
の
第
一
・
二
部

に
お
い
て
の
﹁
人
笑
へ
﹂
を
気
遣
う
保
護
者
的
な
人
物
は
父
親
の
例
が
最
も
多
く
、

そ
の
内
容
は
す
べ
て
娘
の
結
婚
問
題
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
14

。﹁
人
笑
へ
﹂
に

な
る
こ
と
や
、﹁
世
語
り
﹂
を
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
を
汚
さ
れ
る
こ
と
を
恐

れ
る
恥
の
意
識
は
、︿
個
人
﹀
を
含
め
た
︿
家
﹀
の
問
題
と
し
て
危
惧
さ
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
内
大
臣
家
は
光
源
氏
家
と
同
様
に
世
間
に
注
目
さ
れ
て
い
る
家

で
あ
る
。
世
間
に
注
目
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
﹁
世
語
り
﹂
に
曝
さ
れ
、
物

笑
い
に
さ
れ
る
可
能
性
を
考
え
、
恐
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
た

上
で
、
実
際
に
内
大
臣
家
に
関
す
る
﹁
世
語
り
﹂
や
、︿
家
﹀
を
意
識
し
て
﹁
世

語
り
﹂
を
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
内
大
臣
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

 
 
 
二
 
内
大
臣
家
を
め
ぐ
る
﹁
世
語
り
﹂

 
 
 
 
一
 
弘
徽
殿
女
御
、
雲
居
雁
へ
の
父
の
眼
差
し
と
耳

 
内
大
臣
は
政
治
権
力
の
掌
握
に
娘
達
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
仕

向
け
た
の
だ
が
、
光
源
氏
家
の
子
供
達
の
存
在
に
よ
っ
て
望
み
は
次
々
と
破
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
の
周
辺
に
、
内
大
臣
家
の
﹁
世
語
り
﹂
や
、
世
間
の
目
を

気
に
し
、
恐
れ
る
内
大
臣
の
様
子
が
多
く
見
ら
れ
る
。

 
雲
居
雁
は
内
大
臣
に
と
っ
て
、
東
宮
入
内
を
予
定
し
て
い
る
姫
君
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
雲
居
雁
と
夕
霧
の
恋
仲
を
内
大
臣
が
知
っ
た
の
は
、

 
 
か
か
る
さ
さ
め
き
言
を
す
る
に
、
あ
や
し
う
な
り
た
ま
ひ
て
、
御
耳
と
ど

め
た
ま
へ
ば
、
わ
が
御
上
を
ぞ
言
ふ
。﹁
か
し
こ
が
り
た
ま
へ
ど
、
人
の
親
よ
。

お
の
づ
か
ら
お
れ
た
る
事
こ
そ
出
で
来
べ
か
め
れ
。
子
を
知
る
は
と
い
ふ
は
、

そ
ら
ご
と
な
め
り
﹂
な
ど
ぞ
つ
き
し
ろ
ふ
。�

︵
少
女
三
︲
三
三
︶

と
い
う
女
房
達
に
よ
る
噂
話
で
あ
っ
た
。
二
人
の
関
係
を
知
っ
た
内
大
臣
は
、﹁
い

と
口
惜
し
く
あ
し
き
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
め
づ
ら
し
げ
な
き
あ
は
ひ
に
、
世
人

も
思
ひ
言
ふ
べ
き
こ
と
﹂
︵
同
三
四
︶
と
思
い
、﹁
人
々
い
か
に
見
は
べ
ら
ん
と
心

お
か
れ
に
た
り
﹂
︵
同
三
五
︶
、﹁
ま
こ
と
に
天
の
下
並
ぶ
人
な
き
有
職
に
は
も
の

せ
ら
る
め
れ
ど
、
親
し
き
ほ
ど
に
か
か
る
は
、
人
の
聞
き
思
ふ
と
こ
ろ
も
あ
は
つ

け
き
や
う
に
な
む
、
何
ば
か
り
の
ほ
ど
に
も
あ
ら
ぬ
仲
ら
ひ
に
だ
に
し
は
べ
る
を
、

か
の
人
の
御
た
め
に
も
、
い
と
か
た
は
な
る
こ
と
な
り
。
︵
中
略
︶
こ
と
さ
ら
に

も
て
な
し
、
す
こ
し
ゆ
か
し
げ
あ
る
こ
と
を
ま
ぜ
て
こ
そ
は
べ
ら
め
﹂
︵
同
三
六
︶
、

﹁
さ
ぶ
ら
ふ
め
る
人
々
も
、
か
つ
は
み
な
も
ど
き
笑
ふ
べ
か
め
る
も
の
を
、
い
と

口
惜
し
く
、
や
す
か
ら
ず
思
う
た
ま
ら
る
る
や
﹂
︵
同
三
七
︶﹁
よ
し
、
し
ば
し
か

か
る
こ
と
漏
ら
さ
じ
。
隠
れ
あ
る
ま
じ
き
事
な
れ
ど
、
心
を
や
り
て
、
あ
ら
ぬ
事

と
だ
に
言
ひ
な
れ
よ
﹂
︵
同
三
九
︶
と
﹁
世
語
り
﹂
を
恐
れ
、
敢
え
て
雲
居
雁
か

ら
夕
霧
を
遠
ざ
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
夕
霧
と
他
家
の
娘
と
の
縁
談
話
の
噂
を

聞
く
と
、﹁
心
弱
く
進
み
寄
ら
む
も
人
笑
は
れ
に
﹂
︵
梅
枝
三
︲
四
一
五
︶・﹁
心
弱

く
な
び
き
て
も
人
わ
ら
へ
な
ら
ま
し
こ
と
﹂
︵
同
四
一
八
︶
と
娘
の
身
の
上
を
案

じ
つ
つ
自
分
へ
の
﹁
人
笑
へ
﹂
を
気
に
し
て
い
る
。
そ
の
上
、

 
 
ま
た
と
か
く
あ
ら
た
め
思
ひ
か
か
づ
ら
は
む
ほ
ど
、
人
の
た
め
も
苦
し
う
、

わ
が
御
方
ざ
ま
に
も
人
笑
は
れ
に
、
お
の
づ
か
ら
軽
々
し
き
こ
と
や
ま
じ
ら

む
。
忍
ぶ
と
す
れ
ど
、
内
々
の
事
あ
や
ま
り
も
、
世
に
漏
り
に
た
る
べ
し
。

と
か
く
紛
ら
は
し
て
、
な
ほ
負
け
ぬ
べ
き
な
め
り�

︵
藤
裏
葉
三
︲
四
二
三
︶

と
思
う
の
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
場
面
に
た
た
み
重
な
る
よ
う
に
し
て
出
て
く
る﹁
人

笑
わ
れ
﹂﹁
人
笑
へ
﹂
表
現
に
留
意
し
た
い
。

 
雲
居
雁
と
夕
霧
の
恋
に
関
し
て
、
内
大
臣
の
耳
は
、
女
房
の
後
言
を
聞
き
得
た
。

そ
し
て
求
婚
に
お
け
る
娘
の
、
つ
ま
り
自
家
へ
の
﹁
人
笑
へ
﹂
を
阻
止
す
べ
く
、

拒
ん
で
い
た
夕
霧
に
対
し
て
譲
歩
す
る
行
動
に
出
る
の
だ
が
、
娘
を
た
だ
﹁
心
幼

し
﹂
と
思
っ
て
い
る
眼
差
し
の
不
確
か
さ
15

を
抱
え
て
の
行
動
で
あ
り
、
内
大
臣

の
言
動
は
﹁
気
付
か
な
い
父
﹂
と
し
て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
と

読
め
る
。

 
ま
た
、
冷
泉
帝
が
即
位
し
た
際
に
内
大
臣
は
、
弘
徽
殿
女
御
を
入
内
さ
せ
た
。

し
か
し
、
後
に
光
源
氏
の
養
女
で
あ
る
梅
壺
女
御
が
入
内
し
、
秋
好
中
宮
と
な
っ

た
。
弘
徽
殿
女
御
は
、
父
内
大
臣
の
眼
か
ら
﹁
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
さ
は
な
く
て
、

い
と
あ
て
に
澄
み
た
る
も
の
の
、
な
つ
か
し
き
さ
ま
添
ひ
て
、
お
も
し
ろ
き
梅
の

花
の
開
け
さ
し
た
る
朝
ぼ
ら
け
お
ぼ
え
て
、
残
り
多
か
り
げ
に
ほ
ほ
笑
み
た
ま
へ

る
ぞ
、
人
に
こ
と
な
り
け
る
﹂
と
見
え
、
素
晴
ら
し
い
と
自
負
す
る
娘
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
江
の
君
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
場
面
︵
常
夏
三
︲
二
四
一
～
二

四
二
︶
で
の
弘
徽
殿
女
御
は
、
女
房
達
と
そ
の
手
紙
の
お
か
し
さ
を
笑
い
、
皮
肉

め
い
て
お
り
、
さ
さ
め
き
言
・
後
言
を
す
る
女
房
と
近
し
い
距
離
に
あ
る
姿
が
語

ら
れ
て
い
る
。
だ
が
内
大
臣
に
は
そ
の
よ
う
な
姿
が
見
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

内
大
臣
の
眼
差
し
と
耳
は
、
娘
を
き
ち
ん
と
把
握
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
態

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。

 
 
 
 
二
 
近
江
の
君
を
め
ぐ
る
﹁
世
語
り
﹂

 
し
か
し
、
内
大
臣
が
世
間
の
目
を
気
に
し
て
い
る
の
は
、
入
内
や
立
后
が
叶
わ

な
か
っ
た
雲
居
雁
や
弘
徽
殿
女
御
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
物
語
内
で
、
し
ば

し
ば
人
々
に
笑
わ
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、
同
じ
く
娘
の
近
江
の
君
に
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関
し
て
も
﹁
世
語
り
﹂
を
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
様
子
を
挙

げ
て
お
く
。

 
近
江
の
君
が
物
語
内
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
常
夏
巻
冒
頭
の
座
談
の
場
に

お
け
る
語
り
の
中
で
あ
っ
た
。
内
大
臣
が
外
腹
の
娘
を
捜
し
出
し
て
養
女
と
し
て

家
に
引
き
取
っ
た
こ
と
は
、
世
間
の
人
々
の
珍
し
い
噂
話
の
種
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
篝
火
巻
冒
頭
部
の

 
 
こ
の
ご
ろ
、
世
の
人
の
言
ぐ
さ
に
、
内
の
大
殿
の
今
姫
君
と
、
事
に
ふ
れ
つ

つ
言
ひ
散
ら
す
を
、�

︵
三
︲
二
四
七
︶

か
ら
も
わ
か
る
。
内
大
臣
は
、
近
江
の
君
の
姫
君
ら
し
か
ら
ぬ
言
動
を
見
て﹁
人
々

も
あ
ま
た
見
つ
ぎ
、
言
ひ
散
ら
さ
ん
こ
と
﹂
︵
常
夏
三
︲
二
三
七
︶
と
思
っ
て
お

り
、
そ
れ
は
的
中
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
世
の
人
の
み
な
ら
ず

﹁
殿
の
人
も
ゆ
る
さ
ず
軽
み
言
ひ
、
世
に
も
ほ
き
た
る
る
こ
と
と
、
譏
り
き
こ
ゆ
﹂

︵
常
夏
三
︲
二
二
八
︶
の
で
あ
る
。﹁
人
の
い
と
か
た
は
な
る
も
の
に
言
ひ
お
と
す

な
る
容
貌
﹂
︵
常
夏
三
︲
二
三
三
︶
や
、﹁
う
た
て
あ
は
つ
け
き
や
う
な
り
﹂
︵
同
︶

か
ら
も
、
近
江
の
君
の
容
貌
を
人
が
と
て
も
見
苦
し
い
と
悪
く
言
っ
て
い
る
こ
と

や
、
ひ
ど
く
う
わ
つ
い
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
人
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
が
世
間
の
人
々
に
よ
る
﹁
世
語
り
﹂
で
あ
る
の
か
、
邸
の
中
の
者

が
噂
し
て
い
る
こ
と
な
の
か
、
ま
た
柏
木
な
ど
す
で
に
近
江
の
君
と
対
面
し
た
子

供
達
か
ら
聞
い
た
こ
と
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
近
江
の
君
を
見
た
誰
か
が
こ

の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
こ
と
が
内
大
臣
の
耳
に
入
っ
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
近
江
の
君
自
身
は
自
分
が
﹁
世
語
り
﹂
に
よ
っ
て
悪

く
言
わ
れ
、﹁
人
笑
へ
﹂
に
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
気
付
い
て
い
な
い
。

内
大
臣
が
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
言
動
が
改
め
ら
れ
る
様
子
は
無

い
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
三
 ﹁
人
笑
へ
﹂
の
呪
縛
無
き
近
江
の
君

 
近
江
の
君
は
物
語
内
で
し
ば
し
ば
、
そ
の
逸
脱
ぶ
り
か
ら
人
々
に
笑
わ
れ
る
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
言
葉
遣
い
の
特
徴
と
し
て
、
同
語
の
繰
り
返
し
や
女

性
ら
し
か
ら
ぬ
言
葉
の
多
用
、
は
っ
き
り
と
し
た
物
言
い
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
言
葉
遣
い
だ
け
で
は
な
く
声
や
話
し
方
に
も
特
徴
が
あ
る
。﹁
い
と
舌
疾

き
や
﹂﹁
例
の
い
と
舌
疾
に
て
﹂﹁
こ
の
舌
疾
さ
﹂﹁
口
疾
く
﹂
︵
以
上
常
夏
︶
は
、

早
口
な
様
子
を
表
し
て
お
り
、﹁
舌
疾
﹂
は
、
物
語
内
で
は
四
例
見
ら
れ
る
が
、

そ
の
う
ち
三
例
が
近
江
の
君
の
喋
り
方
を
示
し
て
い
る
。
早
口
な
様
子
を
見
た
内

大
臣
は
﹁
あ
な
、
う
た
て
、
と
思
し
﹂
、﹁
こ
の
も
の
の
た
ま
ふ
声
を
、
す
こ
し
の

ど
め
て
聞
か
せ
た
ま
へ
﹂︵
共
に
常
夏
︶
と
言
っ
て
い
る
。
近
江
の
君
の
喋
り
方
は
、

深
み
が
欠
け
て
軽
薄
で
、
訛
り
も
あ
る
。
ま
た
、
近
江
の
君
は
尚
侍
に
な
る
こ
と

を
望
ん
で
い
る
。
尚
侍
は
、
低
い
家
柄
や
斜
陽
王
統
か
ら
出
た
女
た
ち
が
宮
仕
え

の
臈
を
積
ん
だ
果
て
に
年
老
い
て
辿
り
着
く
最
高
の
地
位
16

で
あ
り
、
近
江
の
君

が
尚
侍
を
望
む
こ
と
自
体
は
間
違
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
な
の

は
、
そ
の
こ
と
を
口
に
出
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

 
行
動
に
つ
い
て
も
、
端
近
で
簾
を
体
で
張
り
出
し
て
双
六
遊
び
を
す
る
な
ど
、

姫
君
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
他
に
も
、﹁
遊
び
﹂
や
﹁
怒
り
﹂

な
ど
、
ま
る
で
子
供
の
よ
う
な
様
子
も
見
ら
れ
る
。
子
ど
も
、
或
い
は
老
人
は
概

ね
性
を
越
え
た
、
も
し
く
は
性
的
役
割
か
ら
解
き
放
た
れ
た
存
在
17

で
あ
り
、
や

は
り
こ
れ
も
姫
君
ら
し
か
ら
ぬ
様
子
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
考
察
し
た

﹁
人
笑
へ
﹂
を
恐
れ
る
女
君
と
い
う
規
範
は
、
近
江
の
君
に
は
見
出
せ
な
い
。
つ

ま
り
、
近
江
の
君
は
﹁
人
笑
へ
﹂
を
忌
避
す
る
女
君
の
心
性
を
持
っ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、﹁
世
語
り
﹂
の
場
に
引
き
出
さ
れ
る
可
能
性
を
充
分
に
持
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
近
江
の
君
は
、
母
親
不
在
な
う
え
に
優
れ
た
乳
母
や
女
房
も
お
ら
ず
、
姫
君
教
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育
を
行
う
は
ず
の
父
親
に
ま
で
そ
の
管
理
を
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
近
江
の

君
の
管
理
を
し
な
い
と
い
う
内
大
臣
の
行
な
い
が
、
貴
族
社
会
の
姫
君
の
規
範
か

ら
の
逸
脱
を
更
に
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹁
世
語
り
﹂

を
さ
れ
る
近
江
の
君
の
端
緒
は
、
内
大
臣
家
と
い
う
︿
家
﹀
の
問
題
に
帰
結
し
て

い
よ
う
。

 
 
 
 
四
 
内
大
臣
家
の
姫
君
と
し
て
の
近
江
の
君

 
し
か
し
物
語
は
、
姫
君
ら
し
か
ら
ぬ
近
江
の
君
を
描
く
一
方
で
、﹁
内
大
臣
家

の
姫
君
﹂
で
あ
る
側
面
も
語
り
と
る
。
内
大
臣
自
身
、
近
江
の
君
の
容
貌
は
、﹁
他

人
と
あ
ら
が
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
﹂
︵
常
夏
三
︲
二
三
四
︶
と
、
自
分
と
相
似
と
思
っ

て
い
る
。
他
に
も
近
江
の
君
が
内
大
臣
家
の
姫
君
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
場
面
が
あ
る
。
常
夏
巻
の
、
弘
徽
殿
女
御
方
と
の
手
紙
の
遣
り
取
り
の

場
面
で
あ
る
。

 
近
江
の
君
は
、
弘
徽
殿
女
御
に
宛
て
た
手
紙
に
撫
子
の
花
を
つ
け
て
い
る
。
撫

子
の
花
は
物
語
内
で
は
玉
鬘
の
喩
え
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
内
大
臣
が
娘
達
の

立
后
や
入
内
の
夢
が
破
れ
た
際
に
、
次
の
持
ち
駒
と
し
て
夕
顔
と
の
間
の
娘
の
存

在
を
思
っ
て
い
る
表
現
に
も
、﹁
か
の
撫
子
﹂
︵
蛍
三
︲
二
一
〇
︶
と
あ
っ
た
。
そ

し
て
捜
し
出
し
た
結
果
、
常
夏
巻
で
内
大
臣
家
に
引
き
取
ら
れ
た
の
は
、
本
当
に

捜
し
て
い
た
玉
鬘
で
は
な
く
近
江
の
君
で
あ
っ
た
。﹁
常
夏
﹂
と
は
撫
子
の
別
称

で
あ
る
。
近
江
の
君
が
初
め
て
物
語
内
に
そ
の
姿
を
現
わ
し
た
﹁
常
夏
﹂
巻
に
お

い
て
手
紙
を
﹁
撫
子
﹂
の
花
に
付
け
て
い
る
の
は
、
近
江
の
君
の
意
識
と
は
別
の

と
こ
ろ
で
、
物
語
が
読
み
手
に
対
し
て
内
大
臣
家
の
姫
君
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
ま
た
、
弘
徽
殿
女
御
の
女
房
の
中
納
言
の
君
は
近
江
の
君
の
手
紙
を
横
目
で
見

て
、﹁
い
と
今
め
か
し
き
御
文
の
気
色
に
も
は
べ
め
る
か
な
﹂
︵
三
︲
二
四
一
︶
と

言
っ
て
い
る
。
光
源
氏
を
﹁
今
め
か
し
﹂
と
す
る
表
現
は
少
な
く
、
内
容
的
に
も

重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
は
な
く
、
光
源
氏
自
身
も
自
分
の
こ
と
を
今
め
か
し
く
な

い
と
言
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
古
い
も
の
を
良
し
と
す
る
考
え
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

内
大
臣
家
は
父
左
大
臣
と
同
様
に
子
供
の
数
が
多
く
、
そ
の
こ
と
自
体
が
景
気
が

よ
く
て
﹁
今
め
か
し
﹂
い
の
で
あ
る
18

。
物
語
内
に
は
、
内
大
臣
家
に
関
す
る

﹁
今
め
か
し
﹂
と
し
て
、絵
合
巻
の
梅
壺
方
と
弘
徽
殿
女
御
方
の
絵
合
わ
せ
の
際
に
、

内
大
臣
が
用
意
し
た
絵
や
調
度
品
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
物
語
内
で
は
、

光
源
氏
よ
り
も
内
大
臣
の
方
が
﹁
今
め
か
し
﹂
く
、
そ
の
娘
で
あ
る
近
江
の
君
の

手
紙
も
中
納
言
の
君
の
言
葉
を
通
し
て
﹁
今
め
か
し
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
弘
徽
殿
女
御
方
か
ら
返
事
を
も
ら
っ
た
近
江
の
君
は
、
対
面
に
備

え
て
﹁
い
と
あ
ま
え
た
る
薫
物
の
香
を
、
か
へ
す
が
へ
す
た
き
し
め
﹂
、﹁
紅
と
い

ふ
も
の
、
い
と
赤
ら
か
に
か
い
つ
け
て
、
髪
梳
り
つ
く
ろ
ひ
﹂
︵
共
に
常
夏
三
︲

二
四
二
・
二
四
三
︶
て
い
る
。
こ
の
化
粧
を
し
て
い
る
様
子
も
、
過
剰
さ
に
よ
っ

て
逸
脱
し
て
は
い
る
も
の
の
、
は
っ
き
り
と
し
た
形
へ
の
こ
だ
わ
り
や
、
は
な
や

か
さ
と
い
う
点
で
の
﹁
今
め
か
し
﹂
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
、﹁
今
め
か
し
﹂
と
い
う
内
大
臣
家
を
象
徴
す
る
美
が
、
と
り
た
て
て

近
江
の
君
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
弘
徽
殿
女
御
方
か
ら
中
納
言
の
代

筆
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
返
事
を
受
け
取
っ
た
場
面
で
、
そ
の
手
紙
を
読
む
近
江
の

君
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
﹁
御
方
﹂
と
呼
ば
れ
て
お
り
19

、
女
房
な
ど
で
は
な
く
、

内
大
臣
家
の
姫
君
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
物
語
内
で
近
江
の
君
は
、
貴
族
の
姫
君
か
ら
逸
脱
し
、
人
々
に
笑
わ
れ
る
存
在

と
し
て
描
か
れ
る
一
方
で
、
内
大
臣
家
の
姫
君
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
近
江
の
君
の
﹁
人
笑
へ
﹂
は
内
大
臣
の
﹁
人
笑
へ
﹂
で
あ
り
、
近
江
の
君
を
笑

う
﹁
世
語
り
﹂
は
、
内
大
臣
や
内
大
臣
家
が
世
間
の
人
々
に
笑
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
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三
 
﹁
常
夏
﹂
巻
の
座
談
の
場

 
 
 
 
一
 
光
源
氏
の
創
り
出
す
﹁
世
語
り
﹂
の
場

 
娘
を
め
ぐ
る
﹁
世
語
り
﹂
は
父
親
の
﹁
人
笑
へ
﹂
意
識
と
さ
れ
、
ま
た
父
を
笑

い
と
る
こ
と
に
通
じ
る
様
を
見
て
き
た
が
、﹁
世
語
り
﹂
が
政
治
性
を
伴
な
う
も

の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
そ
こ
で
、
常
夏
巻
冒
頭
の
座
談
の
場

に
着
目
し
、
こ
の
場
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。

︻
常
夏
巻
︼

 
○Ａ
い
と
暑
き
日
、
東
の
釣
殿
に
出
で
た
ま
ひ
て
涼
み
た
ま
ふ
。
中
将
の
君
も
さ

ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
親
し
き
殿
上
人
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
西
川
よ
り
奉

れ
る
鮎
、
近
き
川
の
い
し
ぶ
し
や
う
の
も
の
、
御
前
に
て
調
じ
て
ま
ゐ

ら
す
。
例
の
、
大
殿
の
君
達
、
中
将
の
御
あ
た
り
尋
ね
て
参
り
た
ま
へ
り
。

︵
光
源
氏
︶﹁
さ
う
ざ
う
し
く
ね
ぶ
た
か
り
つ
る
。
を
り
よ
く
も
の
し
た

ま
へ
る
か
な
﹂
と
て
、
大
御
酒
ま
ゐ
り
、
氷
水
召
し
て
、
水
飯
な
ど
と

り
ど
り
に
さ
う
ど
き
つ
つ
食
ふ
。�

︵
常
夏
三
︲
二
一
五
︶

 
○Ｂ
︵
光
源
氏
︶﹁
水
の
上
無
徳
な
る
今
日
の
暑
か
は
し
さ
か
な
。
無
礼
の
罪
は

ゆ
る
さ
れ
な
む
や
﹂
と
て
、
寄
り
臥
し
た
ま
へ
り
。
︵
光
源
氏
︶﹁
い
と
か

か
る
こ
ろ
は
、
遊
び
な
ど
も
す
さ
ま
じ
く
、
さ
す
が
に
暮
ら
し
難
き
こ
そ

苦
し
け
れ
。
宮
仕
す
る
若
き
人
々
た
へ
難
か
ら
む
な
。
帯
も
解
か
ぬ
ほ
ど
よ
。

こ
こ
に
て
だ
に
う
ち
乱
れ
、
こ
の
ご
ろ
世
に
あ
ら
む
事
の
、
す
こ
し
め
づ

ら
し
く
、
ね
ぶ
た
さ
醒
め
ぬ
べ
か
ら
む
、
語
り
て
聞
か
せ
た
ま
へ
。
何
と

な
く
翁
び
た
る
心
地
し
て
、
世
間
の
事
も
お
ぼ
つ
か
な
し
や
﹂
な
ど
の
た

ま
へ
ど
、
め
づ
ら
し
き
事
と
て
、
う
ち
出
で
き
こ
え
む
物
語
も
お
ぼ
え
ね
ば
、

か
し
こ
ま
り
た
る
や
う
に
て
、
み
な
い
と
涼
し
き
高
欄
に
、
背
中
押
し
つ

つ
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。�

︵
同
二
一
五
︶

 
○Ｃ
︵
光
源
氏
︶﹁
い
か
で
聞
き
し
こ
と
ぞ
や
、
大
臣
の
外
腹
の
む
す
め
尋
ね
出

で
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
な
る
、
と
ま
ね
ぶ
人
あ
り
し
は
、
ま
こ
と
に
や
﹂
と
、

弁
少
将
に
問
ひ
た
ま
へ
ば
、
︵
弁
少
将
︶﹁
こ
と
ご
と
し
く
、
さ
ま
で
言
ひ

な
す
べ
き
事
に
も
は
べ
ら
ざ
り
け
る
を
。
こ
の
春
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
夢
語
し

た
ま
ひ
け
る
を
、
ほ
の
聞
き
伝
へ
は
べ
り
け
る
女
の
、
我
な
む
か
こ
つ
べ

き
こ
と
あ
る
と
、
名
の
り
出
で
は
べ
り
け
る
を
、
中
将
の
朝
臣
な
む
聞
き

つ
け
て
、
ま
こ
と
に
さ
や
う
に
触
れ
ば
ひ
ぬ
べ
き
証
や
あ
る
と
、
尋
ね
と

ぶ
ら
ひ
は
べ
り
け
る
。
く
は
し
き
さ
ま
は
え
知
り
は
べ
ら
ず
。
げ
に
こ
の

ご
ろ
め
づ
ら
し
き
世
語
に
な
む
人
々
も
し
は
べ
る
な
る
。
か
や
う
の
こ
と

こ
そ
、
人
の
た
め
、
お
の
づ
か
ら
家
損
な
る
わ
ざ
に
は
べ
り
け
れ
﹂
と
聞

こ
ゆ
。
︵
光
源
氏
は
︶
ま
こ
と
な
り
け
り
、
と
思
し�

︵
同
二
一
六
︶

 
こ
の
座
談
の
場
は
、
世
間
の
噂
が
語
ら
れ
て
い
る
﹁
世
語
り
﹂
の
場
で
あ
り
、

こ
の
場
を
創
り
出
し
、
支
配
し
て
い
る
の
は
実
は
光
源
氏
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
場
に
参
加
し
て
い
た
の
は
息
子
の
世
代
、
つ
ま
り
光
源
氏
よ
り
も
下
の
世

代
で
あ
る
。
そ
し
て
、
光
源
氏
が
﹁
無
礼
の
罪
は
ゆ
る
さ
れ
な
む
や
﹂
と
言
っ
て

寄
り
臥
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
は
光
源
氏
が
親
し
い
者
た
ち
に
酒
と
食
事

を
用
意
し
て
、
身
分
や
地
位
の
上
下
を
超
え
て
楽
し
も
う
と
し
た
無
礼
講
の
場
で

あ
り
、
そ
れ
は
平
素
話
し
に
く
い
事
柄
な
ど
を
言
っ
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
、
き
わ
め
て
祝
祭
的
な
場
で
、
人
々
か
ら
自
分
の
知
ら
な
い
情
報
を

聞
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
20

と
の
論
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
用
意
さ
れ

て
い
る
鮎
が
、
夏
に
帝
の
も
と
へ
献
上
さ
れ
る
も
の
が
六
条
院
の
光
源
氏
の
も
と

へ
も
献
上
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
す
で
に
光
源
氏
の
支
配
の
も
と
に
あ

る
場
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
若
き
人
々
も
皆
、﹁
か
し
こ
ま
り
た
る
や
う

に
﹂
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
光
源
氏
は
弁
少
将
と
藤
侍
従
を
歓
迎
し

(

○Ａ
の
傍
線
部
︶
、
何
か
目
の
醒
め
る
よ
う
な
話
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
と
言
っ
て
い
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○Ｂ
の
傍
線
部
︶
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
話
は
内
大
臣
家
に
つ
い
て
の
噂
話
な
の

で
あ
る
が
、
○Ｃ
の
傍
線
部
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
光
源
氏
に
よ
っ
て
会
話
の
き
っ

か
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
、
め
ず
ら
し
い
最
近
の
﹁
世
語
り
﹂
を
﹁
語
り
て
聞
か
せ
た
ま
へ
﹂

︵
○Ｂ
傍
線
部
︶
と
言
い
、
最
後
ま
で
﹁
か
く
聞
き
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
﹂
︵
三
︲

二
一
八
︶
と
、
あ
く
ま
で
も
話
を
﹁
聞
く
﹂
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
な
が
ら
も
、

光
源
氏
以
外
で
言
葉
を
発
し
た
様
子
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
弁
少
将
の
み

で
、
し
か
も
そ
れ
は
光
源
氏
に
問
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
返
事
を
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の
型
や
、﹁
心
や
す
く
う
ち
休
み
涼
ま
む
や
。
や
う
や
う

か
や
う
の
中
に
は
厭
は
れ
ぬ
べ
き
齢
に
も
な
り
に
け
り
や
﹂
︵
三
︲
二
一
九
︶
と

い
う
光
源
氏
の
言
葉
に
よ
っ
て
こ
の
場
が
終
わ
り
、
座
談
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の

き
っ
か
け
を
与
え
る
の
は
、
共
に
光
源
氏
の
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
座

談
の
場
が
、
光
源
氏
が
自
ら
の
意
思
で
創
り
出
し
た
場
で
、
そ
れ
は
、
内
大
臣
の

息
子
に
対
し
て
内
大
臣
家
に
関
す
る
﹁
世
語
り
﹂
に
つ
い
て
問
い
か
け
、
自
分
の

得
た
情
報
の
真
相
を
確
か
め
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
の
座
談
の
場
に
居

合
わ
せ
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
る
噂
を
創
り
出
し
た
場
で
あ
っ
た
と
も
言

え
よ
う
。

 
こ
の
場
面
は
物
語
の
構
造
上
、
雨
夜
の
品
定
め
に
お
け
る
座
談
の
場
が
響
い
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

︻
帚
木
巻
︼

①
長
雨
晴
れ
間
な
き
こ
ろ
、
内
裏
の
御
物
忌
さ
し
つ
づ
き
て
、
い
と
ど
長
居
さ

ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
を
、
大
殿
に
は
お
ぼ
つ
か
な
く
う
ら
め
し
く
思
し
た
れ
ど
、

よ
ろ
づ
の
御
よ
そ
ひ
、
何
く
れ
と
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
調
じ
出
で
た
ま
ひ

つ
つ
、
御
む
す
こ
の
君
た
ち
、
た
だ
こ
の
御
宿
直
所
に
宮
仕
を
つ
と
め
た

ま
ふ
。
宮
腹
の
中
将
は
、
中
に
親
し
く
馴
れ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
遊
び
戯

れ
を
も
人
よ
り
は
心
や
す
く
な
れ
な
れ
し
く
ふ
る
ま
ひ
た
り
。

︵
帚
木
一
︲
一
三
〇
︶

 
②
つ
れ
づ
れ
と
降
り
暮
ら
し
て
、
し
め
や
か
な
る
宵
の
雨
に
、
殿
上
に
も
を
さ

を
さ
人
少
な
に
、
御
宿
直
所
も
例
よ
り
は
の
ど
や
か
な
る
心
地
す
る
に
、

大
殿
油
近
く
て
、
書
ど
も
な
ど
見
た
ま
ふ
。
近
き
御
厨
子
な
る
い
ろ
い
ろ

の
紙
な
る
文
ど
も
を
引
き
出
で
て
、 �

︵
同
一
三
一
︶

 
③
左
馬
頭
、
藤
式
部
丞
御
物
忌
に
籠
ら
む
と
て
参
れ
り
。
世
の
す
き
者
に
て
、

も
の
よ
く
言
ひ
と
ほ
れ
る
を
、
中
将
待
ち
と
り
て
、 �

︵
同
一
三
四
︶

 
常
夏
巻
に
対
し
帚
木
巻
で
の
座
談
の
場
は
、
宮
中
で
行
な
わ
れ
、
参
加
し
て
い

た
の
は
光
源
氏
と
同
じ
、
若
し
く
は
上
の
世
代
の
者
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
の
様
子

も
、
左
馬
頭
・
頭
中
将
・
藤
式
部
丞
の
三
人
が
体
験
談
を
話
し
て
い
る
最
中
、
初

め
の
う
ち
は
か
ら
か
っ
て
笑
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
後
に
﹁
う
ち
ね
ぶ
り
て
、
言

葉
ま
ぜ
た
ま
は
ぬ
﹂
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
左
馬
頭
の
話
に
﹁
う
な
づ
﹂
き
、﹁
心

入
れ
て
あ
へ
し
ら
ひ
ゐ
た
ま
﹂
い
、﹁
い
み
じ
く
信
じ
て
、
頬
杖
を
つ
き
て
、
向

ひ
ゐ
た
ま
﹂
い
、﹁
言
ひ
は
や
し
た
ま
ふ
﹂
の
は
全
て
頭
中
将
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
場
に
訪
れ
た
左
馬
頭
と
藤
式
部
丞
に
対
し
て
歓
迎
の
態
度
を
示
し
た
の
も
、

頭
中
将
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
場
が
終
わ
る
明
確
な
き
っ
か
け
は
無
く
、
女
性

論
に
つ
い
て
決
着
を
す
る
こ
と
も
な
く
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
夜
が
明
け
て
曖

昧
な
ま
ま
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
本
稿
は
、
常
夏
巻
の
座
談
の
場
は
、
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
を
構
造

的
に
反
復
し
つ
つ
、
ず
ら
し
た
も
の
と
把
握
す
る
。
帚
木
巻
で
は
、
光
源
氏
が
年

上
の
男
性
達
に
よ
る
女
性
論
を
聞
い
て
い
た
。
し
か
し
常
夏
巻
で
は
座
談
の
場
の

後
に
、
玉
鬘
を
相
手
に
和
琴
を
媒
体
と
し
て
女
性
論
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と

に
よ
り
、﹁
世
語
り
﹂
の
場
を
創
り
出
し
た
光
源
氏
が
、﹁
父
と
娘
﹂
に
関
わ
る
政

治
性
が
前
面
に
あ
り
な
が
ら
、﹁
良
き
女
﹂
を
評
論
す
る
位
置
を
据
え
な
お
さ
れ
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る
契
機
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
読
み
手
は
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
常
夏
巻
に

お
い
て
す
で
に
父
親
の
世
代
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
玉
鬘
へ
の
懸
想
と
い
う
、

父
親
像
だ
け
で
は
な
い
光
源
氏
を
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
帚
木
巻
の
若
き
日

の
姿
を
引
き
つ
つ
も
、
座
談
の
場
で
﹁
翁
び
た
る
﹂
や
﹁
厭
は
れ
ぬ
べ
き
齢
﹂
と

い
う
老
い
を
指
す
言
葉
を
発
話
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
本
心
で

は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
事
実
を
物
語
に
刻
み
つ
け
て
し
ま
い
、
こ
れ
ら
の

言
葉
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
後
の
物
語
を
導
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

  
 
 
 
二
 
座
談
の
場
の
﹁
世
語
り
﹂ 

 
姫
君
ら
し
か
ら
ぬ
女
性
で
あ
る
近
江
の
君
を
家
に
迎
え
入
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

は
、
内
大
臣
の
恐
れ
る
﹁
世
語
り
﹂
の
恰
好
の
材
料
と
な
り
得
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
近
江
の
君
の
人
物
像
が
描
か
れ
る
の
は
座
談
の
場
以
降
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
光
源
氏
は
内
大
臣
の
息
子
の
弁
少
将
に
、

 
 
い
か
で
聞
き
し
こ
と
ぞ
や
、
大
臣
の
外
腹
の
む
す
め
尋
ね
出
で
て
か
し
づ
き

 
 
た
ま
ふ
な
る
、
と
ま
ね
ぶ
人
あ
り
し
は
、
ま
こ
と
に
や
︵
常
夏
三
︲
二
一
六
︶

と
問
い
、
そ
れ
に
対
し
て
弁
少
将
は

 
 
げ
に
こ
の
ご
ろ
め
づ
ら
し
き
世
語
に
な
む
人
々
も
し
は
べ
る
な
る
。
か
や
う

 
 
の
こ
と
こ
そ
、
人
の
た
め
、
お
の
づ
か
ら
家
損
な
る
わ
ざ
に
は
べ
り
け
れ

︵
同
二
一
七
︶

と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
光
源
氏
は
、﹁
ま
こ
と
な
り
け
り
﹂
と
思
う
。

で
は
、
こ
の
場
で
の
﹁
世
語
り
﹂
は
一
体
何
で
あ
っ
た
か
。
再
考
し
て
み
た
い
。

 ﹃
岷
江
入
楚
﹄
21

で
は
、﹁
近
江
君
の
を
か
し
き
さ
ま
を
い
ふ
也
﹂
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
光
源
氏
が
﹁
大
臣
の
外
腹
の
む
す
め
尋
ね
出
で
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
﹂

と
い
う
噂
を
聞
い
た
の
は
、
近
江
の
君
が
ど
の
よ
う
な
女
性
で
あ
る
の
か
わ
か
っ

て
い
な
い
時
点
で
あ
り
、
後
に
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
に
従
っ
て
、

近
江
君
は
﹁
人
笑
へ
﹂
と
な
り
、
さ
ら
に
内
大
臣
が
、﹁
人
笑
へ
﹂
に
な
っ
て
い

く
の
で
あ
り
、
よ
く
調
べ
も
せ
ず
に
外
腹
の
娘
ま
で
捜
し
出
そ
う
と
す
る
内
大
臣

の
姿
こ
そ
、﹁
家
損
な
る
わ
ざ
﹂
で
、﹁
世
語
り
﹂
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
は
近
江
君

で
は
な
い
22

の
で
あ
る
。

 
こ
の
場
で
光
源
氏
が
確
か
め
た
い
と
思
い
、
内
大
臣
の
息
子
に
問
い
か
け
た
の

は
、
内
大
臣
が
外
腹
の
娘
を
捜
し
出
し
て
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
、
事
実
で
あ

る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
近
江
の
君
が
劣
り
腹
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
近
江
の
君
の
人
物
像
や
、
そ
の
こ
と
を
笑
う
﹁
世
語

り
﹂
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
読
み
手
は
、
弁
少
将
の

言
葉
か
ら
近
江
の
君
を
家
に
引
き
取
っ
た
こ
と
が
﹁
め
づ
ら
し
き
世
語
り
﹂
で
﹁
家

損
な
る
わ
ざ
﹂
で
あ
る
、
と
い
う
情
報
を
得
て
物
語
を
読
み
進
め
て
い
く
。
そ
し

て
次
々
と
近
江
の
君
の
姫
君
ら
し
か
ら
ぬ
言
動
や
、
そ
の
こ
と
を
笑
う
﹁
世
語
り
﹂

が
実
際
に
物
語
内
で
流
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
つ
ま
り
光
源
氏
は
、
こ
の
﹁
世

語
り
﹂
の
場
で
の
弁
少
将
の
生
真
面
目
な
﹁
発
話
﹂
に
よ
っ
て
、
ま
だ
こ
の
時
点

で
は
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
近
江
の
君
を
笑
う
﹁
世
語
り
﹂
を
物
語
内
に
引
き
出

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

 
世
間
の
目
を
気
に
す
る
内
大
臣
は
近
江
の
君
を
﹁
を
こ
の
者
﹂
に
仕
立
て
て
し

ま
お
う
と
考
え
る
が
、
内
大
臣
の
近
江
の
君
に
対
す
る
扱
い
は
、
行
幸
巻
に
お
い

て
﹁
世
人
は
、﹁
恥
ぢ
が
て
ら
、
は
し
た
な
め
た
ま
ふ
﹂
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
言
ひ

け
り
﹂
︵
三
︲
三
一
六
︶
と
批
判
さ
れ
て
し
ま
う
。
近
江
の
君
を
か
ら
か
う
場
面

で
の
内
大
臣
の
描
写
に
は
、﹁
を
こ
め
い
た
る
大
臣
に
て
﹂
︵
常
夏
三
︲
二
三
六
︶

や
﹁
を
こ
言
に
の
た
ま
ひ
な
す
﹂
︵
同
二
三
七
︶
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、

実
は
、﹁
め
づ
ら
し
き
世
語
り
﹂
と
し
て
世
間
の
人
々
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
娘
を

捜
し
出
し
て
し
ま
っ
た
内
大
臣
家
自
体
が
笑
わ
れ
る
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
光
源
氏
に
問
わ
れ
て
﹁
家
損
な
る
わ
ざ
﹂
を
語
っ
た
の
は
内
大
臣
家
の
息
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子
の
弁
少
将
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
話
題
と
な
っ
た
近
江
の
君
を
︿
家
﹀
の
こ

と
と
し
て
動
き
、捜
し
出
し
た
の
は
、内
大
臣
家
長
男
の
柏
木
で
あ
っ
た
。
物
語
は
、

近
江
の
君
だ
け
で
な
く
内
大
臣
を
も
﹁
を
こ
者
﹂
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
光
源
氏
は
、
弁
少
将
の
答
え
に
よ
っ
て
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
情
報
が
や
は
り

正
し
か
っ
た
と
確
認
す
る
。
光
源
氏
の
﹁
な
ま
ね
た
し
と
も
漏
り
聞
き
た
ま
へ
か

し
﹂
︵
三
︲
二
一
八
︶
と
い
う
心
中
思
惟
は
、
こ
の
座
談
の
場
で
語
ら
れ
て
い
る

内
容
が
語
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
後
に

内
大
臣
は
弁
少
将
か
ら
こ
の
座
談
の
場
で
の
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。
内
大
臣
は
近

江
の
君
が
す
で
に
﹁
世
語
り
﹂
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
お
り
、
そ
こ
へ
、

そ
の
﹁
世
語
り
﹂
を
光
源
氏
も
耳
に
し
て
る
と
い
う
事
実
を
聞
か
さ
れ
た
。
自
ら

が
創
り
出
し
て
支
配
す
る
﹁
世
語
り
﹂
の
場
に
お
い
て
弁
少
将
に
対
し
て
情
報
の

真
偽
を
問
う
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
情
報
に
乗
じ
て
内
大
臣
家
へ
の
攻
撃

を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
光
源
氏
の
も
と
に
情
報
は
集
ま
る
が
、
そ
こ
か
ら
流
れ
る
こ
と
は
な
い

点
も
、
光
源
氏
の
優
位
性
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
玉
鬘
の
実
父
が
内
大
臣
で
あ

る
と
い
う
情
報
は
世
間
に
流
れ
て
は
お
ら
ず
、内
大
臣
は﹁
人
々
し
き
ほ
ど
な
ら
ば
、

年
ご
ろ
聞
こ
え
な
ま
し
。
︵
中
略
︶
そ
の
今
姫
君
は
、
よ
う
せ
ず
は
、
実
の
御
子

に
も
あ
ら
じ
か
し
﹂
︵
常
夏
三
︲
二
二
八
︶
と
推
測
は
す
る
も
の
の
、
自
分
の
実

の
娘
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
行
幸
巻
で
光
源
氏
か
ら
聞
か
さ
れ
て
初
め
て
知
っ

た
。
情
報
の
獲
得
如
何
と
、
事
実
に
気
付
く
・
気
付
か
な
い
と
い
う
父
親
と
し
て

対
照
的
な
二
人
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、﹁
世

語
り
﹂
が
政
治
性
を
持
ち
、
光
源
氏
家
と
内
大
臣
家
の
対
立
と
い
う
政
治
的
レ
ベ

ル
に
お
い
て
、︿
言
葉
﹀
の
力
に
よ
っ
て
も
内
大
臣
が
光
源
氏
に
負
け
て
い
く
こ

と
が
明
ら
か
と
な
る
。

 
 
 
結

 
常
夏
巻
座
談
の
場
に
お
け
る
光
源
氏
の
︿
言
葉
﹀
は
、
自
分
の
も
と
に
集
ま
っ

た
情
報
の
確
認
を
す
る
た
め
の
場
を
、
自
ら
創
り
出
す
手
段
と
な
っ
た
。
物
語
内

で
流
通
し
て
い
る
近
江
の
君
像
は
、
世
間
の
み
な
ら
ず
自
家
の
者
に
も
笑
わ
れ
る

よ
う
な
﹁
を
こ
者
﹂
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
江
の
君
自
身
は
そ
の
こ
と
に
は
気

付
い
て
い
な
い
。
内
大
臣
は
世
間
の
目
を
気
に
し
、﹁
世
語
り
﹂
を
さ
れ
る
こ
と

を
恐
れ
て
い
る
が
、
物
語
内
に
は
近
江
の
君
を
笑
う
﹁
世
語
り
﹂
は
流
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
近
江
の
君
を
引
き
と
っ
て
し
ま
っ
た
内
大
臣
ま
で
も
が
﹁
を

こ
者
﹂
に
仕
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
一
方
光
源
氏
家
は
、
養
女
と
し
て
迎
え
入
れ

ら
れ
た
玉
鬘
に
対
す
る
世
間
の
評
判
は
高
く
、
求
婚
者
も
多
く
現
わ
れ
る
。﹁
世

語
り
﹂
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
家
の
優
位
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
梅
壺
女
御
の
立
后
な
ど
の
目
に
見
え
る
形
と
し
て
の
政
治
的
な
勝
敗

は
光
源
氏
の
圧
倒
的
な
優
位
に
見
え
る
が
、
そ
の
一
方
で
、﹁
世
語
り
﹂
に
囲
繞

さ
れ
て
い
く
光
源
氏
の
様
子
も
物
語
は
描
い
て
い
る
。
内
大
臣
が
﹁
世
語
り
﹂
を

恐
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
光
源
氏
も
ま
た
、﹁
世
語
り
﹂
を
気
に
し
、
行
動
を

規
制
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
玉
鬘
と
の
関
係
に
お
い
て
、﹁
渡
り
た
ま

ふ
こ
と
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
り
、
人
の
見
た
て
ま
つ
り
咎
む
べ
き
ほ
ど
は
、
心

の
鬼
に
思
し
と
ど
め
て
﹂
︵
常
夏
三
︲
二
二
五
︶
、﹁
心
の
ま
ま
に
も
あ
ら
ば
、
世

の
人
の
譏
り
言
は
む
こ
と
﹂
︵
同
二
二
六
︶
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し

て
い
る
う
ち
に
玉
鬘
は
髭
黒
大
将
に
奪
わ
れ
る
。﹁
世
語
り
﹂
を
気
に
し
て
い
る

求
婚
者
と
し
て
の
光
源
氏
の
﹁
を
こ
者
﹂
ぶ
り
も
、
読
み
手
は
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

 ﹃
源
氏
物
語
﹄
は
、
見
聞
き
す
る
女
房
の
眼
差
し
や
耳
を
﹁
世
語
り
﹂
や
﹁
人

笑
へ
﹂
と
い
う
言
葉
に
内
包
さ
せ
て
、
家
々
の
相
克
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
男

達
は
そ
れ
ら
の
政
治
性
の
中
で
、
女
房
の
眼
差
し
や
耳
を
利
用
し
、
か
つ
恐
れ
る



-�23�-

石井海音子  井上 眞弓11

の
で
あ
る
。

 
常
夏
巻
は
、
光
源
氏
が
養
女
玉
鬘
と
の
関
係
に
お
い
て
﹁
世
語
り
﹂
を
気
に
し

な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
転
換
点
の
巻
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て﹁
世
語
り
﹂

の
政
治
性
を
語
る
こ
と
の
中
で
、相
克
し
て
い
る
内
大
臣
と
光
源
氏
が
、﹁
世
語
り
﹂

を
恐
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
同
質
性
を
帯
び
て
く
る
こ
と
を
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル

に
語
っ
て
い
る
巻
と
言
え
よ
う
。

 
 
 
注

１
 
村
田
裕
子
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
於
け
る
親
子
関
係
﹂︵
山
口
女
子
大
国
文
３
号
 
81
年
 
11
月
︶

２
 
秋
澤
亙
﹁﹁
四
位
に
な
し
て
ん
﹂
考
﹂
︵
国
学
院
雑
誌
第
104
巻
 
第
５
号
 
03
年
︶

３
 
神
野
志
隆
光
﹁
源
氏
物
語
に
お
け
る
﹁
世
語
り
﹂
の
場
を
め
ぐ
っ
て
﹂
︵
む
ら
さ
き
11
 
73

年
６
月
︶

４
 
石
井
正
巳
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
世
間
話
﹂︵﹃
絵
と
語
り
か
ら
物
語
を
読
む
﹄
大
修
館
書
店
 
97

年
９
月
︶
﹃
和
泉
式
部
日
記
﹄
に
、﹁
は
か
も
な
き
夢
を
だ
に
見
で
明
か
し
て
は
何
を
か
の

ち
の
夜
が
た
り
に
せ
む
﹂
と
い
う
歌
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
﹁
よ
が
た
り
﹂
は
﹁
夜
語
り
﹂

説
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
掛
詞
と
と
っ
て
も
良
い
か
と
思
う
。

５
 
本
稿
中
の
本
文
引
用
は
全
て
、
小
学
館
 
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

６
 
４
に
同
じ

７
 
安
藤
徹
﹁
物
語
と
︿
う
わ
さ
﹀︲
浮
舟
を
め
ぐ
る
︿
う
わ
さ
﹀
か
ら
﹂
︵
日
本
文
学
43
︲
２

 
94
年
２
月
︶

８
 
安
藤
徹
﹁﹁
世
﹂
の
中
の
六
条
院
︲
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
物
語
社
会
の
現
実
感
︲
﹂
︵
龍

谷
大
学
論
集
485
号
 
01
年
７
月
︶

９
 
橋
本
ゆ
か
り
﹁
噂
と
会
話
の
力
学
︲
源
氏
物
語
を
お
し
ひ
ら
く
も
の
︲
﹂
︵
東
京
女
子
大
学

日
本
文
学
82
 
94
年
９
月
︶

10
 
北
川
久
美
子
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
人
笑
へ
﹂︲
﹁
名
﹂﹁
世
語
り
﹂
と
﹁
人
笑
へ
﹂

と
の
関
係
を
中
心
に
︲
﹂
︵
清
心
語
文
３
 
01
年
８
月
︶

11
 
こ
の
こ
と
は
、﹁
人
笑
へ
﹂
を
扱
っ
た
多
く
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

︵
原
岡
文
子
﹁
笑
う
︲﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
人
笑
へ
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︲
﹂﹃
物
語
と
メ
デ
ィ
ア
﹄

新
物
語
研
究
１
 
有
精
堂
93
年
10
月
 
な
ど
︶

12
 
藤
壺
の

 
 
 
か
か
る
こ
と
絶
え
ず
は
、
い
と
ど
し
き
世
に
、
う
き
名
さ
へ
漏
り
出
で
な
む
︵
中
略
︶

 
 
 
必
ず
人
笑
へ
な
る
事
は
あ
り
ぬ
べ
き
身
こ
そ
あ
め
れ�︵
賢
木
二
︲
一
〇
六
︶

 
 
明
石
の
君
の

 
 
 
よ
ろ
づ
の
こ
と
か
ひ
な
き
身
に
た
ぐ
へ
き
こ
え
て
は
、
げ
に
生
ひ
先
も
い
と
ほ
し
か
る

い
べ
く
お
ぼ
え
は
べ
る
を
、
立
ち
ま
じ
り
て
も
い
か
に
人
笑
へ
に
や︵

薄
雲
二
︲
四
二
一
︶

 
 
紫
の
上
の
 

 
 
 
今
は
さ
り
と
も
、
と
の
み
わ
が
身
を
思
ひ
あ
が
り
、
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
の
、

人
わ
ら
へ
な
ら
ん
︵
若
菜
上
四
︲
四
八
︶

 
 
な
ど
。

13
 
日
向
一
雅
﹁
源
氏
物
語
の
﹃
恥
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂
︵
日
本
文
学
26
 
77
年
９
月
︶

14
 
朝
日
眞
美
子
﹁
源
氏
物
語
の
﹁
人
笑
へ
﹂
の
諸
相
︲
親
子
関
係
を
軸
と
し
て
﹂
︵
国
語
国
文

藻
21
 
99
年
12
月
︶

15
 
内
大
臣
は
雲
居
雁
に
対
し
て
﹁
幼
き
人
々
の
心
﹂
︵
少
女
三
︲
三
七
︶
、﹁
心
幼
く
も
の
し
た

ま
ひ
け
る
﹂
︵
同
三
八
︶
な
ど
幼
さ
を
見
て
い
る
が
、
雲
居
雁
は
す
で
に
女
君
と
し
て
恋
を

し
て
お
り
、
こ
こ
に
内
大
臣
の
眼
差
し
の
不
確
か
さ
が
確
認
で
き
る
。

16
 
後
藤
祥
子
﹁
尚
侍
攷
﹂
︵
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
論
究
１
 
67
年
６
月
︶

17
 
原
岡
文
子
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
子
ど
も
・
性
・
文
化
﹂
︵﹃
源
氏
物
語
研
究
﹄
１
 
翰
林
書
房

 
96
年
４
月
︶

18
 
池
田
節
子
﹁﹁
い
ま
め
か
し
﹂
考
︲
玉
鬘
十
帖
の
光
源
氏
︲
﹂︵
新
物
語
研
究
３
 
95
年
 
11
月
︶
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19
 
物
語
内
の
﹁
御
方
﹂
以
外
の
近
江
の
君
に
対
す
る
呼
称
を
見
て
み
る
と
、﹁
外
腹
の
む
す
め
﹂

﹁
女
﹂﹁
今
の
御
む
す
め
﹂﹁
北
の
対
の
今
君
﹂﹁
御
方
﹂︵
以
上
常
夏
︶﹁
内
の
大
殿
の
今
姫
君
﹂

︵
篝
火
︶﹁
不
調
な
る
む
す
め
﹂︵
野
分
︶﹁
さ
が
な
者
の
君
﹂︵
行
幸
︶﹁
近
江
の
君
﹂︵
行
幸
・

真
木
柱
︶﹁
尚
侍
の
ぞ
み
し
君
﹂︵
真
木
柱
︶﹁
到
仕
の
大
殿
の
近
江
の
君
﹂︵
若
菜
下
︶
と
な
っ

て
い
る
。

20
 
４
に
同
じ

21
 
中
野
幸
一
・
編
 
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
 
第
七
巻
︵
武
蔵
野
書
院
 
86
年
５
月
︶

 
 
こ
の
意
見
と
同
様
、﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄
︵
角
川
書
店
 
65
年
12
月
︶
に
お
い
て
玉
上
琢
也

氏
は
、﹁
世
間
の
人
々
の
も
っ
ぱ
ら
の
評
判
と
な
っ
て
い
る
女
﹂
で
、
光
源
氏
は
近
江
の

君
に
関
し
て
相
当
の
こ
と
を
聞
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
類
推
し
て
い
る
。
ま
た
、
三

田
村
雅
子
氏
は
、
近
江
の
君
を
﹁
世
語
り
﹂
の
被
害
者
と
し
て
取
り
上
げ
、
夏
の
夕
涼
み

の
釣
り
殿
の
上
の
他
愛
な
い
世
間
話
の
場
と
い
う
設
定
な
が
ら
、
光
源
氏
が
、
近
江
の
君

を
笑
う
﹁
世
語
り
﹂
に
加
わ
っ
て
、
そ
の
滑
稽
な
る
振
る
舞
い
を
あ
れ
こ
れ
話
題
に
す
る

こ
と
は
、
内
大
臣
を
非
難
す
る
世
論
に
組
し
て
い
る
こ
と
を
間
接
的
に
示
す
も
の
で
あ
る

 
 
と
述
べ
て
い
る
。
︵
三
田
村
雅
子
﹁
源
氏
物
語
の
世
語
り
︲
﹁
他
者
﹂
の
言
葉
・﹁
他
者
﹂
の

空
間
︲
﹂
︵﹃
源
氏
物
語
講
座
﹄
６
巻
 
勉
誠
社
 
92
年
８
月
︶

22
 
10
に
同
じ

付
記
・
本
稿
は
、
平
成
十
四
年
度
に
修
士
論
文
と
し
て
東
京
家
政
学
院
大
学
に
提
出
し
た
も
の

の
一
部
に
、
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
学
院
人
間
生
活
学
研
究
科
修
了

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊
人
文
学
部
日
本
文
化
学
科




