
源
氏
物
語
は
一
つ
で
は
な
い
。
こ
の
物
語
の
諸
伝
本
の
本
文
を
読
み
比
べ
る
と
、
異
同
箇
所
が
い
く
つ
も
目
に
つ
く
。
た
と
え
ば
花
宴

（

１

）

巻
巻
末
の
光
源
氏
と
朧
月
夜
の
贈
答
歌
の
く
だ
り
に
は
、
類
義
語
に
関
わ
る
異
同
が
確
認
で
き
る
。

【
資
料
ｌ
】
光
源
氏
と
朧
月
夜
の
贈
答
歌

い
ら
へ
は
せ
て
、
た
シ
と
き
ｊ
〜
う
ち
な
け
く
け
は
ひ
な
る
か
た
に
よ
り
か
湯
り
て
、
き
丁
こ
し
に
手
を
と
ら
へ
た
ま
て
、

「
あ
つ
さ
ゆ
み
い
る
さ
の
や
ま
に
Ａ
ま
よ
ふ
哉
ほ
の
見
し
月
の
か
け
や
見
ゆ
る
と

な
に
ゆ
へ
か
」
と
を
し
あ
て
に
の
給
に
、
え
し
の
は
ぬ
な
る
へ
し
、

「
こ
シ
ろ
い
る
か
た
な
ら
ま
せ
は
ゆ
み
は
り
の
月
な
き
そ
ら
に
Ｂ
ま
よ
は
ま
し
や
は
」

と
い
ふ
こ
ゑ
、
た
シ
そ
れ
な
り
。
う
れ
し
き
も
の
か
ら
。
（
花
宴
・
尾
州
家
本
）

｜
類
義
語
の
異
同
か
ら
何
を
考
え
る
か

類
義
語
と
本
文
異
同

ｌ
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
に
る
」
「
か
よ
ふ
」
Ｉ

中

村

一

夫
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偶
然
の
避
遁
に
よ
っ
て
知
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
女
性
を
、
光
源
氏
は
つ
い
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
資
料
ｌ
に
掲
げ
た
光
源

氏
と
朧
月
夜
の
歌
に
は
、
両
者
の
気
持
ち
が
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
と
も
に
「
ま
よ
ふ
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
す
べ
て
の
伝
本

で
一
致
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
源
氏
物
語
の
読
者
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
あ
つ
さ
ゆ
み
い
る
さ
の
や
ま
に
Ａ

ま
と
ふ
哉
ほ
の
見
し
月
の
か
け
や
見
ゆ
る
と
」
（
大
島
本
）
と
い
う
別
の
本
文
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
箇
所
に
は
「
ま
よ
ふ
」
と
「
ま

（

２

）

ど
ふ
」
と
い
う
類
義
語
に
よ
る
異
同
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
異
同
に
つ
い
て
、
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

青
表
紙
本
系
諸
本
は
「
ま
ど
ふ
」
か
ら
「
ま
よ
ふ
」
に
移
行
し
て
い
る
と
い
う
形
で
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
河
内
本
系
諸

伝
本
お
よ
び
別
本
で
は
「
ま
よ
ふ
」
「
ま
ど
ふ
」
が
二
首
の
間
で
い
ず
れ
か
に
揃
え
ら
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
た
だ
こ
れ
を
も
っ
て
ど

の
本
文
の
あ
り
よ
う
が
正
し
い
と
か
古
い
と
か
と
い
う
こ
と
は
、
到
底
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
考
え
る
べ
き
点
は
、
異
同
を

み
せ
る
「
ま
よ
ふ
」
と
「
ま
ど
ふ
」
が
等
価
交
換
可
能
な
語
義
や
表
現
価
値
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
同
じ
時

代
に
共
存
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
異
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
人
の

関
係
や
相
手
へ
の
態
度
、
心
情
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
に
連
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ

（

３

）

の
表
現
を
選
び
取
っ
た
各
伝
本
の
論
理
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（

４

）

そ
し
て
「
ま
よ
ふ
」
「
ま
ど
ふ
」
に
関
す
る
先
行
研
究
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、

多
数
の
用
例
か
ら
帰
納
し
た
平
均
的
な
語
義
と
し
て
は
、
右
に
確
認
し
た
こ
れ
ま
で
の
先
学
の
指
摘
に
従
え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、

一
方
で
具
体
的
な
本
文
の
解
釈
と
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
棚
齢
す
る
用
例
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
精
綴
な
先
学
の
研
究

成
果
を
も
っ
て
し
て
も
、
な
ぜ
花
宴
巻
の
「
ま
ど
ふ
」
と
「
ま
よ
ふ
」
の
異
同
が
発
生
す
る
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
き
明
か

Ａ
ま
よ
ふ
（
尾
麦
阿
天
）
ま
と
ふ
（
大
陽
池
国
肖
三
伏
穂
保
前
宮
御
）

Ｂ
ま
よ
は
ま
し
や
は
（
大
陽
池
国
肖
三
伏
穂
保
前
尾
麦
阿
天
）
ま
と
は
ま
し
や
は
（
宮
御
）
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源
氏
物
語
に
は
「
似
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
表
す
た
め
に
「
に
る
」
お
よ
び
「
か
よ
ふ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
両
語
の

個
別
の
使
用
状
況
そ
の
他
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
諸
伝
本
の
本
文
を
並
べ
て
読
み
進
め
る
と
、
い
く
つ
か
の
箇
所

で
対
立
す
る
か
の
よ
う
な
異
同
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
物
語
に
お
け
る
「
に
る
」
と
「
か
よ
ふ
」
の
異
同
箇
所
を
掲
げ
る

こ
と
に
す
る
。
資
料
２
．
３
．
４
に
両
語
が
対
立
す
る
形
で
異
同
を
見
せ
る
用
例
を
列
挙
し
た
。
今
回
調
査
に
使
用
し
た
資
料
か
ら
得
ら

れ
た
異
同
は
こ
の
三
例
で
あ
っ
た
。

す
手
が
か
り
は
い
っ
こ
う
に
得
ら
れ
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
の
異
文
に
直
面
す
る
我
々
の
解
き
明
か
す

べ
き
課
題
は
、
両
語
の
平
均
的
な
語
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
各
伝
本
の
論
理
に
導
か
れ
た
生
き
た

表
現
と
し
て
の
特
質
の
解
明
で
あ
っ
た
。

と
も
述
べ
た
。
い
さ
さ
か
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
本
稿
に
お
け
る
立
場
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
そ
の
ま
ま
記
し
た
。

本
稿
で
は
、
源
氏
物
語
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
こ
の
種
の
類
義
語
ｌ
具
体
的
に
は
「
に
る
」
と
『
か
よ
ふ
」
ｌ
に
よ
る
異
同
箇
所
に

注
目
し
、
そ
こ
に
見
え
る
語
の
意
味
と
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
価
値
が
物
語
の
論
理
と
ど

の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
報
告
す
る
。

【
資
料
２
】
浮
舟
と
今
は
亡
き
大
君
の
比
較

と
し
こ
ろ
は
ょ
に
や
あ
ら
む
と
も
し
ら
さ
り
つ
る
人
の
、
こ
の
夏
こ
ろ
と
を
き
所
よ
り
も
の
し
て
た
つ
れ
い
て
り
し
を
、
う
と
く
は

お
も
ふ
ま
し
け
れ
と
、
ま
た
う
ち
つ
け
に
さ
し
も
な
に
か
は
む
つ
ひ
お
も
は
ん
と
お
も
ひ
は
へ
り
し
を
、
さ
い
つ
こ
ろ
き
た
り
し
こ

二
問
題
の
所
在
「
に
る
』
と
「
か
よ
ふ
」
の
異
同
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資
料
２
は
、
二
条
院
を
訪
ね
て
き
た
薫
と
対
面
す
る
中
君
が
、
異
母
妹
で
あ
る
浮
舟
の
存
在
を
遠
回
し
に
ほ
の
め
か
す
宿
木
巻
の
く
だ

り
で
あ
る
。
「
奇
妙
な
ほ
ど
に
今
は
亡
き
姉
君
の
様
子
に
似
て
い
た
」
と
す
る
と
こ
ろ
、
陽
明
文
庫
本
で
は
「
に
る
」
が
使
用
さ
れ
、
他

【
資
料
３
】
薫
の
和
琴
の
爪
音
と
故
致
仕
大
臣
の
そ
れ
の
比
較

か
ん
の
き
み
、
「
こ
ち
し
の
お
と
凄
の
つ
ま
を
と
に
な
ん
、
い
と
よ
く
に
た
ま
へ
る
と
き
シ
わ
た
る
を
、
ま
め
や
か
に
ゆ
か
し
ぐ
な

ん
、
こ
よ
ひ
は
な
を
う
ぐ
ひ
す
に
も
さ
そ
は
れ
給
へ
」
と
い
ひ
い
た
し
給
へ
れ
は
（
竹
河
・
国
冬
本
）

【
資
料
４
】
故
大
君
と
中
君
の
容
姿
の
比
較

い
と
さ
か
り
に
シ
ほ
ひ
や
か
な
る
お
ほ
む
か
た
ち
の
、
す
こ
し
ほ
そ
や
き
た
ま
え
る
し
も
あ
て
な
る
と
、
ま
さ
り
て
す
こ
し
お
も
ほ

え
た
ま
ひ
（
に
補
入
）
た
り
。
さ
し
な
ら
ひ
た
ま
へ
り
し
（
お
り
補
入
）
は
、
と
り
ノ
ー
に
て
か
よ
ひ
た
ま
は
さ
り
し
を
、
う
ち
わ

す
れ
て
は
そ
れ
か
と
思
わ
た
さ
れ
た
ま
ふ
に
（
早
蕨
・
保
坂
本
）

そ
、
あ
や
し
き
ま
て
む
か
し
の
人
の
御
け
は
ゐ
に
シ
た
り
し
か
は
あ
は
れ
に
お
も
ひ
な
り
に
し
か
。
（
宿
木
・
陽
明
文
庫
本
）

か
よ
ひ
た
り
し
か
は
（
大
保
国
宮
阿
三
尾
）

か
よ
ひ
（
大
保
善
麦
阿
尾
陽
）

に
（
大
陽
麦
阿
京
尾
）
似
（
国
）
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の
伝
本
で
は
「
か
よ
ふ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
次
の
資
料
３
は
竹
河
巻
か
ら
で
、
か
ね
て
よ
り
薫
の
和
琴
の
爪
音
が
故
致
仕
大
臣
の
そ
れ

と
「
よ
く
似
て
い
る
」
こ
と
を
聞
き
及
ん
で
い
た
玉
鬘
が
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
に
と
所
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
故
致
仕
大
臣
は
薫
に
と
っ

て
実
の
祖
父
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
関
係
は
秘
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
物
語
と
し
て
は
緊
迫
し
た
場
面
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
使
用
も
そ
れ

と
連
動
す
る
形
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
こ
と
は
お
い
て
お
く
。
両
者
の
爪
音
の
似
て
い
る
こ
と
を
諸
本
が
「
か
よ
ふ
」

と
す
る
と
こ
ろ
、
国
冬
本
で
は
「
に
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
続
く
早
蕨
巻
巻
頭
に
み
え
る
資
料
４
は
、
一
人
生
き
残
っ
た
中
君

の
容
姿
を
、
亡
く
な
っ
た
大
君
の
そ
れ
と
比
較
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
諸
本
が
「
に
る
」
と
す
る
と
こ
ろ
、
保
坂
本
で
は
「
か
よ

ふ
」
が
使
用
さ
れ
て
、
異
同
が
発
生
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
現
代
語
で
解
釈
を
し
て
し
ま
う
と
、
「
似
て
い
る
」
と
い
う
一
語
で
す
ま
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
で

理
解
し
よ
う
と
さ
し
た
る
問
題
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
類
義
語
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
の
名
が
表
す
と
お
り
、

「
類
義
」
の
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
味
の
ズ
レ
や
違
い
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
、
伝
本
が
内
包
す
る
論
理
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら

解
釈
に
生
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
室
伏
信
助
は
諸
本
間
の
本
文
や
表
現
の
違
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

原
作
者
の
表
記
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
最
早
証
明
不
可
能
な
事
柄
だ
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
徹
底
し
て
考
え
れ
ば
、
源

氏
物
語
の
現
存
諸
本
は
す
べ
て
後
世
の
書
写
者
の
遺
産
と
考
え
る
べ
き
で
、
そ
う
な
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
本
に
付
与
さ
れ
た
表
記
は

各
個
に
読
解
さ
る
べ
き
で
、
そ
れ
は
同
系
統
・
同
分
類
と
さ
れ
た
諸
本
間
の
異
同
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
煎
じ
詰

め
て
考
え
れ
ば
、
個
々
の
伝
本
に
凝
縮
し
た
表
記
は
単
純
に
生
じ
た
結
果
で
は
な
く
、
読
む
と
い
う
行
為
の
必
然
と
し
て
選
び
取
ら

め
て
考
え
れ
ば
、
個
々
（

首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
「
に
る
」
「
か
よ
ふ
」
と
も
に
解
釈
に
困
難
を
伴
う
語
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
『
日

れ
た
成
果
な
の
で
あ
る
。

（
「
源
氏
物
語
の
本
文
」
、
「
国
文
学
」
一
九
九
五
年
二
月
、
の
ち
『
王
朝
日
記
物
語
論
叢
』
二
○
一
四
年
、
所
収
）
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本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
（
小
学
館
）
や
『
古
語
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
種
の
古
語
辞
典
、
国
語
辞
典
の
類
に

は
特
筆
す
べ
き
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
森
田
良
行
編
『
基
礎
日
本
語
辞
典
』
（
一
九
八
九
年
）
と
大
野
晋
編
『
古

典
基
礎
語
辞
典
』
（
二
○
三
年
）
で
は
「
に
る
」
の
含
み
持
つ
表
現
価
値
に
関
す
る
指
摘
が
存
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
「
に
る
」
の
表
そ
う
と
す
る
も
の
は
、
「
本
来
は
別
物
」
で
あ
る
は
ず
の
二
者
が
、
外
見
の

面
で
同
じ
よ
う
に
見
え
る
何
ら
か
の
類
似
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
し
両
書
と
も
に
「
か
よ
う
（
か
よ
ふ
）
」
を
類
義

語
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
く
、
い
か
な
る
差
異
が
あ
る
か
は
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
「
に
る
」
「
か
よ
ふ
」
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
も
、
藤
川
照
三
・
森
脇
茂
秀
・
柳
椿
姫
ら
の
論
考
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で

（

５

）

き
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
使
用
例
の
列
挙
と
そ
れ
ら
の
運
用
面
で
の
特
徴
、
文
法
の
面
か
ら
の
接
続
関
係
の
あ

~
り
、
そ
れ
を
主
体
が
、
両
者
に
あ
ま
り
違
い
が
な
い
と
判
断
し
て
の
表
現
で
あ
る
。
当
然
、
主
観
的
な
判
断
と
な
り
、
個
人
差
が
大
き

い
。
（
「
に
る
」
、
『
基
礎
日
本
語
辞
典
』
、
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
、
以
下
同
じ
）

オ
ボ
ュ
の
類
義
語
ニ
ル
（
似
る
）
は
、
本
来
二
者
の
外
貌
が
同
じ
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
造
形
上
の
具
体
的
な
類
似
を
表
す
。
オ
ボ
ュ

は
感
覚
的
類
似
を
い
い
（
中
略
）
、
実
際
に
は
外
見
の
似
て
い
な
い
二
者
の
間
で
使
わ
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
限
ら
ず
、
人
物
の

感
じ
が
似
て
い
る
意
で
オ
ボ
ュ
が
使
わ
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
そ
の
二
人
に
血
縁
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
（
「
お
ぼ
ゆ
」
、
『
古
典
基

礎
語
辞
典
』
）

と
い
う
以
上
、

Ａ
・
Ｂ
異
な
る
二
つ
の
（
も
し
く
は
二
つ
以
上
の
複
数
の
）
事
物
・
事
象
が
互
い
に
同
じ
よ
う
な
状
態
に
あ
る
さ
ま
。
（
略
）
「
似
る
」

A
●

Ｂ
は
全
く
異
な
る
も
の
同
士
で
、

本
来
違
っ
て
い

る

は
ず
な
の
に

、

あ
る
面
で
共
通
し
た
部
分
を
兼
ね
備
え
て
お
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い
っ
た
い
大
島
本
に
お
け
る
「
に
る
」
は
一
二
七
例
が
数
え
ら
れ
、
一
方
「
か
よ
ふ
」
は
八
七
例
の
う
ち
一
七
例
が
「
似
る
」
の
意
で

使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
使
用
数
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
、
比
較
の
た
め
に
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
文
学
作
品
に
お
け

（

６

）

る
両
語
の
使
用
状
況
を
、
宮
島
達
夫
編
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』
（
二
○
一
四
年
）
に
よ
っ
て
示
す
と
、
表
一
の
よ
う
に
な
る
。

り
ょ
う
、
そ
し
て
個
別
用
例
の
文
学
的
な
解
釈
に
忙
し
く
、
類
義
語
を
捉
え
る
上
で
最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
周
辺
的
意
味
、
す

な
わ
ち
語
の
表
現
価
値
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ど
に
言
及
す
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
論
考
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

点
に
つ
い
て
は
、
後
で
検
討
を
加
え
る
諸
例
を
掲
げ
る
際
に
触
れ
た
い
と
思
う
。

次
章
以
下
で
は
、
右
の
用
例
に
現
れ
る
異
同
を
合
理
的
論
理
的
に
解
釈
す
べ
く
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
に
る
」
と
「
か
よ
ふ
」
の
そ

れ
ぞ
れ
の
語
義
と
表
現
価
値
を
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

【
表
二
他
の
作
品
の
使
用
状
況
（
宮
島
達
夫
編
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』
）

かよふ

通

6

27

る

似

Ⅳ

妬

肥

４

９

３

４

４

副

９

５

６

２

４

３

脳

に

三
「
か
よ
ふ
』
の
表
す
共
通
性

漢字

徒然

平家

宇治

方丈

新古

大鏡

更級

旧

０

旧

５

０

１

３

四

旧

１

９

７

０

刷

紫日

枕草

蜻蛉

後撰

土佐

古今

伊勢

竹取

万葉
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表
一
で
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
と
比
較
す
る
と
、
作
品
の
長
短
の
差
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
に

る
」
「
か
よ
ふ
」
の
使
用
数
の
突
出
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
何
か
と
何
か
が
「
似
て
い
る
」
こ
と
が
、

こ
の
作
品
に
お
い
て
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
語
が
い
か
な
る
違
い
を
も
っ
て
何
を
意
味
し
、
そ
れ
が
物
語
の
論

理
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
か
よ
ふ
」
は
右
に
述
べ
た
と
お
り
、
八
七
例
中
一
七
例
が
「
似
る
」
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
大
半
の
も
の
は
本
来
の
「
二

つ
の
場
所
や
物
事
の
間
を
何
回
も
行
き
来
す
る
」
「
物
事
が
一
方
か
ら
他
方
へ
と
ど
く
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
）
と
い
う
意
で

使
用
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
を
以
下
に
示
す
。

資
料
５
の
一
つ
目
は
夕
顔
巻
か
ら
の
も
の
で
、
頭
中
将
が
ま
だ
少
将
で
あ
っ
た
頃
に
見
初
め
た
夕
顔
の
所
へ
三
年
ほ
ど
は
深
い
愛
情
を

も
っ
て
通
っ
て
い
る
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
次
の
橋
姫
巻
の
用
例
は
、
八
の
宮
が
薫
と
手
紙
の
や
り
取
り
な
ど
を
し
、
互
い
の
交
流
を

深
め
て
い
っ
た
経
緯
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
桐
壷
院
崩
御
後
の
苦
境
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
朧
月
夜
と

【
資
料
５
】

１

頭
中
将
な
ん
、
ま
た
少
将
に
も
の
し
給
し
時
、
み
そ
め
た
て
ま
つ
ら
せ
給
て
、
三
年
は
か
り
は
心
さ
し
あ
る
さ
ま
に
か
よ
ひ
給
し
を

頭
中
将
な
ん
、
ま

「
（
略
）
か
へ
り
て
は
心
は
っ
か
し
け
な
る
法
の
と
も
に
こ
そ
は
も
の
し
給
な
れ
」
な
と
の
た
ま
ひ
て
、
か
た
み
に
御
せ
う
そ
こ
か

よ
ひ
、
み
つ
か
ら
も
ま
う
て
給
ふ
。
（
橋
姫
・
大
島
本
）

よ
の
ま
つ
り
こ
と
、
御
心
に
か
な
は
い
や
う
な
り
。
わ
っ
ら
は
し
さ
の
み
ま
さ
れ
と
、
か
む
の
君
は
人
し
れ
ぬ
御
心
し
か
よ
へ
は
、

わ
り
な
く
て
と
お
ほ
つ
か
な
く
は
あ
ら
す
。
（
賢
木
・
大
島
本
）

（
夕
顔
・
大
島
本
）
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心
を
通
わ
せ
る
光
源
氏
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
恋
人
の
と
こ
ろ
へ
通
う
、
手
紙
が
通
う
、
心
が
通
う
と
い
う
意
で
用
い
ら

れ
て
お
り
、
「
か
よ
ふ
」
の
本
来
の
意
の
範
囲
に
収
ま
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
字
通
り
「
行
き
来
す
る
」
「
届
く
」
と
い
う
具
体
的
な
事
象
を
表
す
「
か
よ
ふ
」
の
用
例
が
あ
る
一
方
、
抽
象
的
に
二
項

の
と
あ
る
状
態
や
様
子
に
共
通
点
が
あ
り
、
そ
の
共
通
す
る
特
徴
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
『
か
よ
ふ
」
に
は
ど
の
よ
う
な
用

例
が
あ
る
の
か
、
次
に
示
す
。

【
資
料
８
】
大
堰
と
明
石
（
光
源
氏
へ
の
惟
光
の
報
告
）

「
あ
た
り
お
か
し
う
て
、
う
み
つ
ら
に
か
よ
ひ
た
る
と
こ
ろ
の
さ
ま
に
な
む
は
へ
り
け
る
」
と
き
こ
ゆ
れ
は
、
「
さ
や
う
の
す
ま
ゐ

に
よ
し
な
か
ら
す
は
あ
り
ぬ
へ
し
」
と
お
ほ
す
。
（
松
風
・
大
島
本
）

【
資
料
７
】
春
宮
（
の
ち
の
今
上
帝
）
と
女
三
宮
（
柏
木
の
思
い
）

春
宮
に
ま
い
り
給
て
、
ろ
な
う
か
よ
ひ
給
へ
る
所
あ
ら
む
か
し
と
、
め
と
シ
め
て
み
た
て
ま
つ
る
に
、
に
ほ
ひ
や
か
に
な
と
は
あ
ら

ぬ
御
か
た
ち
な
れ
と
、
さ
は
か
り
の
御
あ
り
さ
ま
、
は
た
、
い
と
こ
と
に
て
、
あ
て
に
な
ま
め
か
し
く
お
は
し
ま
す
。
（
若
菜
下
・

大

島

本

）

【
資
料
６
】
紫
上
と
藤
壺
（
光
源
氏
の
思
い
）

「
さ
ら
は
そ
の
こ
な
り
け
り
」
と
お
ほ
し
あ
は
せ
つ
。
「
み
こ
の
御
身
に
て
、

に
、
い
と
シ
あ
は
れ
に
み
ま
ほ
し
く
お
ほ
さ
る
。
（
若
紫
・
陽
明
文
庫
本
）

Ｉ

か
の
人
に
も
か
よ
ひ
給
つ
る
な
り
け
り
」
と
お
ほ
す
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資
料
６
は
僧
都
か
ら
紫
上
の
素
性
を
聞
い
た
源
氏
の
思
い
を
語
る
も
の
。
血
筋
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
藤
壷
に
「
似
て
い
る
」

と
い
う
の
を
「
か
よ
ふ
」
で
表
し
て
る
。
ま
さ
に
両
者
が
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
う
か
が
わ
せ
る
用
例
で
あ
ろ
う
。
次
の
資
料

７
、
柏
木
が
春
宮
の
と
こ
ろ
に
参
上
し
た
折
に
、
同
じ
父
を
持
つ
も
の
同
士
で
あ
る
か
ら
間
違
い
な
く
女
三
宮
に
「
似
て
い
る
」
と
こ
ろ

が
あ
る
だ
ろ
う
と
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
兄
と
妹
と
い
う
強
い
関
係
性
が
「
似
て
い
る
」
こ
と
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
資
料

８
は
右
の
二
つ
と
は
違
い
、
人
物
以
外
の
も
の
を
引
用
し
た
。
明
石
か
ら
大
堰
に
移
り
住
ん
だ
明
石
君
一
行
の
こ
と
を
惟
光
が
源
氏
へ
報

告
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
海
と
川
と
い
う
違
い
は
あ
れ
ど
、
大
堰
が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
明
石
に
「
似
た
」
風
光
明
媚
な
土
地
で
あ
る

と
の
言
か
ら
、
二
つ
の
土
地
が
共
通
の
属
性
を
有
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
な
お
柳
（
一
九
九
六
）
に
は
、
「
こ
れ
ま

で
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
『
似
る
』
の
意
と
解
さ
れ
る
『
通
ふ
』
を
中
心
と
し
検
討
し
て
み
た
。
『
通
ふ
』
は
対
象
等
に
共

で
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
『
似
る
』
の
意
と
解
さ
れ
る
『
通
ふ
』
を
中
心
と
し
検
討
し
て
み
た
。
『
通
ふ
』

通
点
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
『
似
る
』
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

さ
て
、
右
の
三
例
を
含
め
、
「
似
る
」
と
い
う
意
で
使
用
さ
れ
る
「
か
よ
ふ
」
が
、
何
と
何
を
そ
の
よ
う
に
認
め
て

い
る
か
を
整
理
し
た
も
の
が
下
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
と
人
を
比
べ
て
い
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
の

が
明
ら
か
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
左
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
と
な
る
。
比
較
さ
れ
る
人
物
名
と
使
用
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ

括
弧
で
ま
と
め
た
。

〔
浮
舟
Ⅱ
大
君
３
〕
〔
紫
上
Ⅱ
藤
壺
２
〕
〔
冷
泉
帝
Ⅱ
光
源
氏
２
〕
〔
藤
壺
Ⅱ
桐
壺
更
衣
ｌ
〕
〔
空
蝉
Ⅱ
小
君
ｌ
〕
〔
春
宮

（
今
上
帝
）
Ⅱ
女
三
宮
ｌ
〕
〔
薫
Ⅱ
頭
中
将
（
故
致
仕
大
臣
）
ｌ
〕
〔
薫
Ⅱ
匂
宮
ｌ
〕
〔
中
君
Ⅱ
大
君
ｌ
〕

こ
こ
で
気
が
付
く
の
は
、
全
十
三
例
の
う
ち
十
一
例
が
何
ら
か
の
血
縁
関
係
で
結
ば
れ
る
者
同
士
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
「
か
よ
ふ
」
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
両
者
、
す
な
わ
ち
共
通
す
る
属
性
を
持
つ
と
さ
れ
る
人
物
た
ち
の
組
み
合
わ
せ
の
大
半
は
、
そ

の
関
係
性
（
血
縁
に
せ
よ
、
そ
れ
以
外
に
せ
よ
）
に
お
い
て
、
物
語
の
中
で
重
要
な
テ
ー
マ
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
桐
壷
更

衣
と
藤
壷
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
が
、
周
知
の
通
り
血
縁
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
か
よ
ふ
」
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
二
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「
か
ょ
ふ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
繰
り
返
さ
れ
る
浮
舟
と
大
君
の
共
通
性
に
よ
っ
て
、
薫
の
関
心
が
中
君
か
ら
浮
舟
へ
と
転
換
し
て

い
っ
た
の
は
、
こ
の
物
語
の
読
者
の
誰
し
も
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
か
よ
ふ
」
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
表
現
価
値
は
、
比
較
さ
れ
る

二
項
が
ま
さ
に
あ
る
属
性
を
も
っ
て
「
通
じ
て
い
る
」
「
通
い
合
う
」
と
い
う
共
通
性
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
か
よ

ふ
」
の
本
来
の
意
「
二
つ
の
場
所
や
物
事
の
間
を
何
回
も
行
き
来
す
る
」
「
物
事
が
一
方
か
ら
他
方
へ
と
ど
く
」
を
外
れ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

人
の
共
通
性
は
、
血
縁
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
強
い
結
び
付
き
を
逆
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
か
よ

ふ
」
で
「
似
て
い
る
」
こ
と
を
認
定
し
つ
つ
、
何
ら
か
の
共
通
性
を
保
持
す
る
特
別
な
関
係
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、

そ
れ
が
物
語
の
展
開
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宿
木
巻
で
三
回
繰
り
返
さ
れ
る
浮
舟
と
大
君
の
「
か
よ
ふ
」

も
ま
た
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
。

で
は
も
う
一
方
の
「
に
る
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
大
島
本
に
出
現
す
る
「
に
る
」
も
ま
た
そ
の
多
く
は
人
と
人
の
間
で
使
用
さ
れ
て

い
る
が
、
全
一
二
七
例
中
二
○
例
は
人
以
外
の
も
の
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。

【
資
料
９
】
浮
舟
と
大
君
（
薫
へ
の
中
君
の
こ
と
ば
）

さ
い
つ
比
き
た
り
し
こ
そ
、
あ
や
し
き
ま
て
む
か
し
人
の
御
け
は
ひ
に
か
よ
ひ
た
り
し
か
は
、
あ
は
れ
に
お
ほ
え
な
り
に
し
か
。

（

宿

木

・

大

島

本

）

四
『
に
る
』
の
表
す
独
自
性
や
卓
越
性
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右
の
二
つ
の
用
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
庭
・
邸
・
花
・
景
色
・
空
模
様
・
松
風
・
衣
装
・
薫
物
・
贈
物
・
儀
式
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い

た
。
大
半
が
人
と
人
を
比
べ
て
い
る
「
か
よ
ふ
」
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
本
来
は
ま
っ
た
く
無
関
係
の
二
項
が
現
象
的
に

「
似
て
い
る
（
あ
る
い
は
似
て
い
な
い
）
」
事
実
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
柏
木
巻
で
は
、
女
三
宮
が
柏
木
か
ら
の
手
紙
を
片
付
け
も

せ
ず
散
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
光
源
氏
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
く
だ
り
で
、
小
侍
従
が
宮
に
対
し
て
「
昨
日
の
も
の
は
い
か
シ
せ
さ
せ
給

て
し
、
け
さ
院
の
御
ら
む
し
つ
る
ふ
み
の
色
こ
そ
に
て
侍
つ
れ
」
と
、
本
来
は
「
別
物
」
で
あ
る
は
ず
（
あ
っ
て
ほ
し
い
）
の
「
柏
木
の

文
の
色
」
と
「
光
源
氏
の
見
て
い
た
文
の
色
」
が
「
似
て
い
る
」
こ
と
を
語
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
例
な
ど
も
、
比
較
す
る
二
項

に
対
し
て
、
「
通
い
合
う
」
と
い
う
共
通
性
を
印
象
づ
け
る
「
か
よ
ふ
」
と
は
、
異
な
る
捉
え
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

で
は
百
を
超
え
る
用
例
を
見
せ
る
人
物
で
は
ど
う
な
の
か
。
ま
ず
は
三
例
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

【
資
料
Ⅱ
】
明
石
姫
君
の
裳
着
の
た
め
に
用
意
さ
れ
る
も
の

故
院
の
御
よ
の
は
し
め
つ
か
た
、
こ
ま
う
と
の
た
て
ま
つ
れ
り
け
る
あ
や
、
ひ
こ
ん
き
と
も
な
と
、
い
ま
の
世
の
も
の
に
に
す
。
な

を
さ
ま
ノ
ー
御
ら
む
し
あ
て
つ
易
せ
さ
せ
給
て
、
こ
の
た
ひ
の
あ
や
う
す
も
の
な
と
は
、
人
々
に
給
は
す
。
（
梅
枝
・
大
島
本
）

【
資
料
皿
】
北
山
の
景
色
と
絵

【
資
料
吃
】
朱
雀
帝
と
故
桐
壷
院

~

そ
の
よ
、
う
へ
の
い
と
な
っ
か
し
う
む
か
し
も
の
か
た
り
な
と
し
た
ま
ひ
し
御
さ
ま
の
、
院
に
シ
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
し
も
、
恋
し

~

は
る
か
に
か
す
み
わ
た
り
て
、
よ
も
の
こ
す
へ
そ
こ
は
か
と
な
う
け
ふ
り
わ
た
れ
る
ほ
と
、
「
ゑ
に
い
と
よ
く
も
に
た
る
か
な
。

る
所
に
す
む
人
、
心
に
お
も
ひ
の
こ
す
こ
と
は
あ
ら
し
か
し
」
と
の
給
へ
は
（
若
紫
・
大
島
本
）

か
配
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の
産
ん
だ
子
（
夕
霧
）
の
か
わ
い
ら
‐

宮
が
恋
し
く
思
わ
れ
る
と
語
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
視
点
人
物
は
い
ず
れ
も
光
源
氏
で
あ
る
。
ま
ず
資
料
肥
で
は
、
流
調
の
地
で
あ
る
須
磨
で
、
源
氏
が
兄
朱
雀
帝
の
昔
語
り
を

す
る
様
子
が
今
は
亡
き
父
桐
壷
院
に
「
似
て
い
る
」
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
。
資
料
喝
は
藤
壷
の
産
ん
だ
新
皇
子
を
初
め
て
見
た
光
源

氏
が
、
わ
が
身
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
子
と
「
似
て
い
る
」
こ
と
を
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
資
料
Ｍ
で
は
、
葵
上

の
産
ん
だ
子
（
夕
霧
）
の
か
わ
い
ら
し
さ
が
、
春
宮
（
後
の
冷
泉
帝
）
に
た
い
へ
ん
よ
く
「
似
て
」
お
り
、
そ
れ
を
見
る
に
つ
け
て
も
春

右
の
三
例
を
含
め
、
人
物
間
で
「
に
る
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
「
か
よ
ふ
」
と
同
様
に
血
縁
関
係
に
あ
る
も
の
が
中
心
と
な
る
。
「
に

る
」
が
単
独
で
使
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
「
か
よ
ふ
」
と
の
違
い
を
見
出
だ
す
の
は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
か
よ
ふ
」
が
表

そ
う
と
す
る
共
通
性
（
通
い
合
う
属
性
を
強
調
）
を
確
認
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
先
に
示
し
た
「
本
来
二
者
の
外
貌
が
同
じ
よ
う
に
見
え

る
と
い
う
造
形
上
の
具
体
的
な
類
似
を
表
す
」
（
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
）
と
い
う
「
に
る
」
の
性
質
を
強
く
印
象
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て

【
資
料
脚
】
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
若
君
（
夕
霧
）
と
春
宮
（
後
の
冷
泉
帝
）

わ
か
君
の
御
ま
み
の
う
つ
く
し
さ
な
と
の
、
春
宮
に
い
み
し
う
に
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
を
み
た
て
ま
つ
り
給
て
も
、
ま
つ
こ
ひ
し
う

お
も
ひ
出
ら
れ
さ
せ
給
に
し
の
ひ
か
た
く
て
、
ま
い
り
給
は
む
と
て
（
葵
・
大
島
本
）

【
資
料
里
光
源
氏
と
新
皇
子
（
後
の
冷
泉
帝
）

物
か
た
り
な
と
し
て
、
う
ち
ゑ
み
給
へ
る
か
い
と
ゆ
シ
し
う
う
つ
く
し
き
に
、
我
身
な
か
ら
こ
れ
に
に
た
ら
む
は
、
い
み
し
う
い
た

は
し
う
お
ほ
え
給
そ
、
あ
な
か
ち
な
る
や
。
（
紅
葉
賀
・
大
島
本
）

く
思
い
て
き
こ
え
給
ひ
て
（
須
磨
・
大
島
本
）
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他
に
「
似
る
も
の
が
な
い
」
対
象
の
独
自
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
一
方
「
い
と
よ
く
」
は
「
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
」
と
二
項
の
類
似
性

を
よ
り
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
他
に
似
る
も
の
が
な
い
こ
と
」
と
「
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
こ
と
」
は
一
見
相
反
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
同
じ
表
現
価
値
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
結
論
を
や
や

先
取
る
よ
う
に
言
え
ば
、
類
似
す
る
対
象
の
独
自
性
や
卓
越
性
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
お
ぽ
し
い
。
「
に
る
」
は
単
に
「
似
て
い
る
」

と
い
う
現
象
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

以
下
、
具
体
的
に
用
例
を
見
て
い
く
。

こ
の
こ
と
は
、
「
に
る
」
の
運
用
に
着
目
す
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
な
る
。
そ
れ
は
共
起
す
る
表
現
で
あ
る
。

「
か
よ
ふ
」
は
特
定
の
表
現
と
共
起
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
に
る
」
に
は
共
起
す
る
特
定
の
表
現

が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
共
起
す
る
表
現
の
性
質
を
見
て
い
く
と
、
「
に
る
」
の
表
そ
う
と
す
る
表
現
価
値
の
一
端

が
う
か
が
え
る
と
お
ぽ
し
い
。
一
二
七
例
の
「
に
る
」
と
と
も
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
を
下
表
に
ま
と
め
た
。
見
ら
れ

会

ｊ

）

る
よ
う
に
、
「
い
と
よ
く
」
「
世
」
、
そ
し
て
各
種
の
否
定
表
現
が
と
も
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
一
二
七
例

の
う
ち
七
割
を
越
え
る
九
○
例
が
否
定
表
現
と
共
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
似
て
い
な
い
」
こ
と
を
主
に
述

べ
よ
う
と
し
て
い
る
。
各
種
の
否
定
表
現
は
他
に
似
る
も
の
や
並
ぶ
も
の
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
こ
と
を
表
す
。
さ
ら

に
一
八
例
が
確
認
で
き
る
「
世
」
は
、
「
世
に
〜
ず
」
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
れ
も
ま
た
否
定
の
表
現
と
と
も
に
現
れ
て
、

【
資
料
脂
】
「
い
と
よ
く
」
と
共
起
す
る
「
似
る
」

は
凄
み
や
す
所
も
か
け
た
に
お
ほ
え
給
は
ぬ
を
、

ｉ

つ
ら
つ
き
ま
み
な
と
は
い
と
よ
う
に
た
り
し
ゆ
へ
、
か
よ
ひ
て
み
え
給
ふ
も
に
け
な
か
ら
す
な
む
（
桐
壷
）
〔
桐
壷
更
衣
Ⅱ
光
源
氏
〕

ｉ「
い
と
よ
う
に
た
ま
へ
り
」
と
内
侍
の
す
け
の
き
こ
え
け
る
をを
（

桐

壷

）

〔
藤
壷
Ⅱ
桐
壺
更
衣
〕
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資
料
暗
に
は
「
い
と
よ
く
」
と
共
起
す
る
「
に
る
」
を
掲
げ
た
。
い
ず
れ
の
用
例
も
「
い
と
よ
く
に
る
」
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、

物
語
に
お
い
て
中
心
的
な
活
躍
を
す
る
人
物
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
組
み
合
わ
せ
を
括
弧
内
に
整
理
し
た
が
、
〔
前
者
が

後
者
に
似
る
〕
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
母
の
記
憶
を
持
た
な
い
光
源
氏
が
お
付
き
の
者
か
ら
藤
壺
が
亡
き
母
に
た
い
そ

う
よ
く
似
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
る
、
北
山
で
見
つ
け
た
少
女
に
無
性
に
心
が
惹
か
れ
る
の
は
密
か
に
思
い
を
寄
せ
る
藤
壺
に
た
い
そ
う
よ

く
似
て
い
る
か
ら
だ
と
気
付
く
、
さ
ら
に
は
こ
の
度
現
れ
た
腹
違
い
の
妹
浮
舟
が
亡
き
父
宮
に
た
い
そ
う
よ
く
似
て
い
る
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
は
、
す
で
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
比
較
対
象
に
「
似
て
い
る
」
こ
と
を
「
い
と
よ
く
」
で
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
で
、

も
う
一
方
の
卓
越
性
や
独
自
性
な
ど
を
保
証
し
際
立
た
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
な
お
こ
れ
と
同
じ
働
き
を
す
る
も
の
と
し
て
、
他

に
は
「
い
み
じ
」
「
こ
と
に
」
な
ど
も
共
起
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
。

ｊ

い
か
て
か
う
し
も
あ
り
け
る
に
か
あ
ら
ん
。
こ
宮
に
い
と
よ
う
に
た
て
ま
つ
り
た
る
な
め
り
か
し
。
（
東
屋
）
〔
浮
舟
Ⅱ
故
八
宮
〕

ｆ

宮
は
、
女
君
の
御
さ
ま
の
い
と
よ
う
に
た
る
を
あ
は
れ
と
お
ほ
し
て
（
蜻
蛉
）
〔
中
君
Ⅱ
浮
舟
〕

Ｉ

さ
る
は
、
か
き
り
な
う
心
を
つ
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
に
た
て
ま
つ
れ
る
か
、
ま
も
ら
る
な
り
け
り
、
と
お
も
ふ
に
も
、
な

み
た
そ
お
つ
る
。
（
若
紫
）
〔
紫
上
Ⅱ
藤
壷
〕

…

御
か
た
ち
も
、
院
に
い
と
よ
う
に
た
て
ま
つ
り
給
て
、
い
ま
す
こ
し
な
る
（
る
見
消
ま
）
め
か
し
き
け
そ
ひ
て
、
な
っ
か
し
う
な
こ

や
か
に
そ
お
は
し
ま
す
。
（
賢
木
）
〔
朱
雀
帝
Ⅱ
故
桐
壺
院
〕

ｉ

内
の
う
へ
な
む
い
と
よ
う
に
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
り
と
人
々
き
こ
ゆ
る
を
、
さ
り
と
も
お
と
り
給
へ
ら
む
と
こ
そ
を
し
は
か
り
は
へ

れ
。
（
朝
顔
）
〔
冷
泉
帝
Ⅱ
光
源
氏
〕

ｉ

つ
湯
ま
し
け
に
い
ひ
け
ち
給
へ
る
程
、
な
を
い
と
よ
う
似
給
へ
る
も
の
か
な
と
思
に
も
、
ま
つ
そ
か
な
し
き
。
（
宿
木
）〔

中
君
Ⅱ
大
君
〕
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資
料
肥
に
は
薫
を
め
ぐ
る
用
例
を
引
い
た
。
一
つ
目
は
女
三
宮
が
出
産
し
た
赤
子
（
薫
）
が
光
源
氏
の
記
憶
の
中
の
赤
子
（
夕
霧
）
と

は
似
て
い
な
い
こ
と
を
語
る
。
二
つ
目
は
、
今
は
大
臣
と
な
っ
た
夕
霧
が
亡
き
父
で
あ
る
光
源
氏
に
よ
く
似
て
い
る
一
方
で
、
薫
は
似
て

い
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
物
語
に
お
け
る
過
去
の
密
事
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
描
写
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
「
似
る
」

が
否
定
さ
れ
る
こ
と
Ｉ
似
て
い
な
い
こ
と
ｌ
で
、
光
源
氏
一
族
と
は
異
な
る
薫
の
独
自
な
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
誰
か
に
「
似
て
い
な
い
」
こ
と
で
独
自
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と
は
、
次
の
資
料
Ⅳ
以
下
の
用
例
を
見
る
と
、
さ
ら
に

は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。

【
資
料
Ⅳ
】
否
定
表
現
と
共
起
す
る
「
似
る
」
そ
の
２

中
に
十
は
か
り
や
あ
ら
む
（
と
補
入
）
み
え
て
、
し
ろ
き
き
ぬ
山
ふ
き
な
と
の
な
へ
た
る
き
て
、
は
し
り
き
た
る
女
こ
、

え
つ
る
こ
と
も
に
に
る
へ
う
も
あ
ら
す
。
い
み
し
く
お
い
さ
き
み
え
て
、
う
つ
く
し
け
な
る
か
た
ち
な
り
。
（
若
紫
）

ｉ

さ
ら
に
こ
塗
ら
み
れ
と
御
あ
り
さ
ま
に
シ
た
る
入
は
な
か
り
け
り
。
（
若
菜
下
）
〔
紫
上
〕

【
資
料
胴
】
否
定
表
現
と
共
起
す
る
「
似
る
」
そ
の
’

い
と
心
や
す
く
う
ち
ゑ
み
て
、
つ
ふ
ノ
ー
と
こ
え
て
し
る
う
う
つ
く
し
。
大
将
な
と
の
ち
こ
を
ひ
ほ
の
か
に
お
ほ
し
い
つ
る
に
は
、

Ｉ
に
給
は
す
。
（
柏
木
）
〔
薫
朴
夕
霧
〕

Ｉ

お
と
シ
は
ね
ひ
ま
さ
り
た
ま
ふ
ま
夢
に
、
こ
院
に
い
と
よ
う
こ
そ
お
ほ
え
た
て
ま
つ
り
給
へ
れ
、
こ
の
君
は
に
給
へ
る
所
も
み
え
給

Ｉ

は
い
を
（
竹
河
）
〔
薫
朴
光
源
氏
〕

で
は
否
定
の
表
現
と
共
起
す
る
場
合
は
ど
う
な
の
か
。

あ
ま
た
み

〔
紫
上
〕
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資
料
Ⅳ
も
岨
と
同
じ
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
紫
上
の
美
や
性
質
、
人
柄
な
ど
を
描
写
す
る
中
に
、
他
に
「
似
る
」
も
の

が
ま
っ
た
く
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
女
の
こ
の
物
語
に
お
け
る
特
別
な
存
在
感
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
と
り
わ
け
初
め
て
登
場
す

る
若
紫
巻
の
「
あ
ま
た
み
え
つ
る
こ
と
も
に
に
る
へ
う
も
あ
ら
す
」
は
、
光
源
氏
に
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
、
後
の
展
開
へ
の
大
い
な
る
推

進
力
と
な
っ
た
。
続
く
二
つ
の
用
例
、
光
源
氏
が
耽
溺
し
た
夕
顔
や
光
源
氏
の
最
上
の
美
質
を
語
る
も
の
も
、
彼
ら
の
属
性
や
卓
越
性
を

強
調
す
る
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
。
右
の
も
の
も
含
め
、
「
に
る
」
に
否
定
の
表
現
が
共
起
す
る
場
合
、
特
定
の
人
物
に
似
て
い
な
い

と
語
る
の
で
は
な
く
、
他
に
似
る
も
の
が
い
な
い
と
さ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

【
資
料
肥
】
否
定
表
現
と
共
起
す
る
「
似
る
」
そ
の
３

〜

Ｉ

「
い
と
う
れ
し
き
こ
と
な
れ
と
、
よ
に
に
ぬ
さ
ま
に
て
、
な
に
か
は
。
か
う
な
か
ら
こ
そ
、
く
ち
も
う
せ
め
と
な
む
思
は
へ
る
」
と

の
み
の
た
ま
へ
は
（
蓬
生
）
〔
末
摘
花
〕

〜

１

世
に
に
ぬ
ひ
か
も
の
な
る
お
や
の
き
こ
え
な
と
こ
そ
く
る
し
け
れ
。
（
薄
雲
）
〔
明
石
入
道
〕

〜

Ｉ

よ
の
人
に
も
に
ぬ
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
り
は
て
ん
と
こ
そ
は
、
こ
シ
ら
思
ひ
し
っ
め
っ
シ
す
ぐ
し
く
る
に

（

真

木

柱

）

〔

髭

黒

の

北

の

方

〕

１

１

か
き
り
も
な
く
ら
う
た
け
に
お
か
し
け
な
る
御
さ
ま
に
て
、
い
と
か
り
そ
め
に
（
補
入
世
を
）
思
給
へ
る
け
し
き
、
に
る
物
な
く
心

く
る
し
く
す
シ
ろ
に
も
の
か
な
し
。
（
御
法
）
〔
紫
上
〕

１

１

け
ち
か
く
う
ち
と
け
た
り
し
、
あ
は
れ
に
に
る
物
な
う
恋
し
く
お
も
ほ
え
給
ふ
。
（
末
摘
花
）
〔
夕
顔
〕

１

１

は
な
や
か
に
さ
し
い
て
た
る
ゆ
ふ
っ
く
よ
に
、
う
ち
ふ
る
ま
ひ
給
へ
る
さ
ま
、
に
ほ
ひ
に
に
る
も
の
な
く
め
て
た
し
。

（

賢

木

）

〔

光

源

氏

〕
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資
料
肥
に
は
「
世
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
「
に
る
」
の
用
例
を
掲
げ
た
。
「
世
」
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
否
定
の
表
現
と
と
も
に

使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
に
る
」
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
と
、
「
こ
の
世
に
類
が
な
い
」
「
こ
の
う
え
な
い
」
と
い
う
意
と
な
る
。
資
料
肥

に
掲
げ
た
よ
う
な
単
独
で
の
否
定
表
現
よ
り
、
さ
ら
に
強
い
意
が
加
わ
る
。
こ
こ
で
は
、
な
に
も
の
に
も
「
似
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と

が
特
別
な
評
価
（
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
）
に
繋
が
っ
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
。
ど
の
作
中
人
物
に
「
世
十
否
定
表
現
」
が
使
用
さ
れ

る
か
を
見
る
と
、
独
自
な
存
在
感
を
印
象
づ
け
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
示
す
。

夕
顔
・
光
源
氏
・
末
摘
花
・
末
摘
花
の
兄
・
明
石
入
道
・
玉
鬘
・
髭
黒
の
北
の
方
・
中
君
・
薫
・
匂
宮

物
語
内
で
高
い
評
価
を
得
る
光
源
氏
や
薫
、
匂
宮
た
ち
が
居
並
ぶ
一
方
で
、
資
料
肥
に
記
し
た
末
摘
花
や
明
石
の
入
道
、
髭
黒
の
北
の

方
と
い
っ
た
世
間
一
般
の
価
値
観
か
ら
は
少
々
は
み
出
し
た
人
物
に
「
世
十
否
定
表
現
」
は
使
用
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
特
異
な
あ
り
よ

う
は
こ
の
物
語
の
読
者
な
ら
誰
し
も
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
圧
倒
的
な
多
数
を
占
め
る
否
定
表
現
と
共
起
す
る
「
に
る
」
は
、
「
本

来
二
者
の
外
貌
が
同
じ
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
造
形
上
の
具
体
的
な
類
似
を
表
す
」
（
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
）
こ
と
を
強
く
否
定
す
る
こ

と
で
、
同
じ
く
「
似
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
「
か
よ
ふ
」
と
は
異
な
り
、
他
の
も
の
と
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
持
た
な
い
卓
越
性
や
独
自
性

を
示
す
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
に
る
」
の
表
現
価
値
は
ま
さ
に
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

共
起
す
る
各
種
の
表
現
は
そ
の
性
質
を
よ
り
顕
在
化
さ
せ
る
た
め
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
否
定
表
現
と
と
も
に
共
起
す
る
も
の
と
し
て
「
あ
や
し
」
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
そ
う
な
る
原
因
が
不
明

で
あ
っ
た
り
（
「
あ
や
し
」
）
、
並
ぶ
も
の
が
な
く
価
値
を
侵
す
こ
と
が
で
き
な
い
（
「
た
ぐ
ひ
な
し
」
）
と
す
る
表
現
も
ま
た
、
孤
高
の
存

在
で
あ
る
こ
と
を
強
く
う
か
が
わ
せ
る
。
否
定
表
現
と
密
に
結
び
つ
く
「
に
る
」
は
、
単
な
る
類
似
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
て
、
良
く

も
悪
く
も
似
る
も
の
が
な
い
と
否
定
す
る
こ
と
で
、
卓
越
性
や
独
自
性
を
印
象
づ
け
る
表
現
価
値
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
を
整
理
す
る
。
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
二
項
間
の
共
通
性
を
表
す
「
か
よ
ふ
」
に
対
し
て
、
本
来
は
ま
っ
た
く
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こ
こ
ま
で
検
討
、
考
察
し
て
き
た
「
に
る
」
と
「
か
よ
ふ
」
の
表
現
価
値
の
差
異
を
、
資
料
２
や
３
の
異
同
に
あ
て
は
め
る
と
、
次
の

よ
う
に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
浮
舟
と
大
君
の
場
合
は
「
か
よ
ふ
」
で
あ
れ
ば
両
者
が
血
縁
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
し
、

「
に
る
」
で
あ
れ
ば
浮
舟
が
い
か
に
大
君
の
美
質
を
継
承
し
独
自
な
存
在
で
あ
る
か
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
薫
へ
の
中
君
か
ら
の
新

情
報
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
も
新
し
い
女
君
へ
の
動
機
付
け
と
し
て
は
有
効
に
機
能
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
薫
の
爪
音
と
故
致
仕
大
臣
の
そ
れ

が
似
て
い
る
こ
と
も
、
「
か
よ
ふ
」
な
ら
ば
秘
密
の
血
筋
を
う
か
が
わ
せ
て
場
面
が
に
わ
か
に
緊
迫
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
「
に
る
」

な
ら
ば
、
か
つ
て
評
判
を
取
っ
て
い
た
故
致
仕
大
臣
の
爪
音
に
「
い
と
よ
く
」
似
る
薫
の
腕
前
は
当
代
の
和
琴
の
名
手
と
し
て
そ
の
独
自

性
や
卓
越
性
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
適
切
な
の
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
以
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
が
選
択
す

る
表
現
で
破
綻
な
く
解
釈
が
で
き
る
以
上
、
本
文
と
し
て
の
正
当
性
を
云
々
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
と
考
え
る
。

稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
源
氏
物
語
の
本
文
異
同
を
ど
こ
ま
で
「
意
味
の
あ
る
も
の
」
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
も
う

一
つ
の
「
に
る
」
「
か
よ
ふ
」
の
異
同
で
あ
る
資
料
４
を
使
っ
て
、
い
さ
さ
か
考
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

宇
治
十
帖
の
女
主
人
公
の
一
人
と
し
て
描
出
さ
れ
る
中
君
は
、
父
で
あ
る
八
宮
や
姉
の
大
君
の
生
前
は
さ
ほ
ど
目
立
つ
存
在
で
は
な
か
つ

別
も
の
同
士
を
比
較
す
る
「
に
る
」
は
類
似
性
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
に
る
」
に
の
み
確
認
で
き
る
運
用
と
し
て
、
「
い
と
よ
く
」

や
「
世
」
お
よ
び
否
定
表
現
な
ど
の
特
定
の
表
現
と
よ
く
共
起
す
る
。
似
て
い
る
場
合
は
、
優
れ
た
属
性
を
持
つ
比
較
対
象
に
な
ぞ
ら
え

る
こ
と
で
卓
越
性
や
特
異
性
を
保
証
す
る
。
一
方
で
否
定
表
現
を
用
い
る
も
の
は
、
他
に
並
ぶ
べ
き
存
在
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
や
は

り
独
自
な
存
在
感
を
保
証
す
る
。
つ
ま
り
「
に
る
」
と
い
う
語
は
一
義
的
に
は
類
似
性
を
表
す
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
卓
越
性
や
特
異
性

と
い
っ
た
独
自
で
あ
る
こ
と
を
表
現
価
値
（
周
辺
的
意
味
）
と
し
て
含
み
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
本
文
の
論
理
と
解
釈
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た
。
光
源
氏
亡
き
後
の
新
し
い
物
語
に
お
け
る
中
心
的
な
テ
ー
マ
を
引
き
受
け
る
の
は
、
父
と
姉
の
二
人
で
あ
り
、
中
君
は
自
ら
の
人
生

を
周
囲
の
人
々
の
思
惑
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
受
動
的
な
立
場
で
し
か
な
か
っ
た
。
匂
宮
や
薫
と
の
不
如
意
な
仲
は
、
や
が
て
主
題
化
さ

れ
る
可
能
性
を
示
し
て
は
い
た
も
の
の
、
総
角
巻
ま
で
は
顕
著
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
一
人
宇
治
に
残
さ
れ
る
早
蕨
巻
以
降
、

新
た
な
展
開
を
担
う
大
き
な
役
割
を
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
外
面
内
面
の
描
か
れ
方
も
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
も
の
を
見
せ
る
よ

う
に
な
る
。

【
資
料
旧
】

（

保

）

（

大

）

た
ま
え
る
し
も
・
・
あ
て
な
る
と
．
・
・
・
・
・
・
・
ま
さ
り
て
・
・
・
・
す
こ
上
お
も
ほ
え
泥
ま
ひ
に
た
り
さ
し
な
ら

給
へ
る
・
・
・
い
と
あ
て
に
．
．
な
ま
め
か
し
き
気
色
ま
さ
り
て
昔
人
に
も
・
・
向
圃
燗
凶
．
た
ま
へ
り
．
・
・
・
な
ら

思
わ
た
さ
れ
た
ま
ふ
に
．
．
．
・
・
・
・

お
ほ
ゆ
る
ま
て
・
・
・
閲
剛
同
哩
給
へ
る
を

ひ
た
ま
へ
り
し
お
り
は
と
り
ノ
、
に
て
・
・
・
雨
側
聞
】
た
ま
は
さ
り
し
．
．
・
・
・
を
う
ち
わ
す
れ
て
は
・
・
そ
れ
か
と

ひ
給
へ
り
し
・
お
り
は
と
り
く
に
て
さ
ら
に
囮
．
・
た
ま
へ
り
と
も
見
え
さ
り
し
を
う
ち
わ
す
れ
て
は
ふ
と
そ
れ
か
と

早
蕨
巻
冒
頭
に
お
け
る
中
君
の
容
姿
や
印
象

い
と
さ
か
り
に
シ
ほ
ひ
や
か
な
る
・
・
・
お
ほ
む
か
た
ち
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
す
こ
し
ほ
そ
や
き
・
・

い
と
さ
か
り
に
に
ほ
ひ
お
ほ
く
お
は
す
る
人
の
．
．
・
・
・
さ
ま
ノ
ー
の
御
物
お
も
ひ
に
す
こ
し
う
ち
お
も
や
せ
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解
釈
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

早
蕨
巻
以
前
の
中
君
は
大
君
と
の
対
照
的
な
容
姿
・
性
格
を
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
が
、
姉
の
死
後
は
一
転
し
て
そ
の
類
似
性
を
強
調

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
資
料
田
は
そ
の
最
初
の
記
述
と
な
る
。
先
の
資
料
４
の
前
後
を
含
め
て
こ
こ
に
引
用
し
直
し
た
。
大
島
本
、
保
坂

本
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
今
が
盛
り
の
美
し
さ
を
み
せ
る
こ
と
や
や
や
痩
せ
た
こ
と
で
大
君
に
似
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
生
前
は
似

て
い
る
よ
う
に
見
え
な
か
っ
た
の
に
、
今
は
姉
の
大
君
そ
の
人
か
と
見
紛
え
る
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
る
。

か
っ
て
こ
の
く
だ
り
に
み
え
る
「
お
も
や
せ
」
と
「
ほ
そ
や
き
」
の
類
義
語
に
よ
る
異
同
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
使
用
状
況

か
ら
、
相
互
置
換
可
能
な
表
現
で
は
な
く
、
明
確
に
異
な
る
論
理
に
導
か
れ
た
も
の
と
し
て
読
み
取
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

（
８
）た

。
す
な
わ
ち
「
ほ
そ
や
ぐ
」
は
主
に
女
性
の
み
に
使
用
さ
れ
る
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
お
も
や
す
」
は
男
性
・
女
性
と
も
に
使
わ

れ
る
こ
と
、
ま
た
前
者
は
物
理
的
属
性
と
し
て
「
痩
せ
て
い
る
」
こ
と
を
示
す
一
方
で
、
後
者
は
あ
る
条
件
下
で
「
や
つ
れ
て
い
る
」
と

い
う
状
態
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
両
語
の
表
現
価
値
を
鑑
み
る
と
、
保
坂
本
で
は
巻
頭
か
ら
「
大
君
化
し
た
中
君
」
を
印
象
づ
け
る
細

身
（
Ⅱ
大
君
の
備
え
て
い
た
属
性
）
を
語
っ
て
お
り
、
他
方
、
大
島
本
で
は
、
父
や
姉
を
失
う
と
い
う
特
殊
な
条
件
下
の
中
君
が
「
や
つ

れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
証
左
と
し
て
保
坂
本
に
は
見
え
な
い
「
さ
ま
ノ
ー
の
御
物
お
も
ひ
に
」
と
い
う
原
因
を
う
か
が
わ
せ
る
表

現
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
資
料
岨
（
資
料
４
）
に
は
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
「
似
る
」
と
い
う
こ
と
を
表
す
語
と
し
て
「
に

る
」
と
「
か
よ
ふ
」
の
異
同
も
確
認
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
否
定
表
現
と
共
起
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
「
か

よ
ふ
」
が
「
ず
」
と
と
も
に
使
わ
れ
る
保
坂
本
の
本
文
に
は
や
や
不
審
が
あ
り
、
解
釈
と
し
て
も
血
縁
で
あ
る
姉
妹
に
「
通
じ
合
っ
て
い

な
い
」
「
繋
が
っ
て
い
な
い
」
と
す
る
の
は
飲
み
込
み
に
く
い
。
他
方
、
大
島
本
の
本
文
で
は
、
姉
の
大
君
が
中
君
と
と
も
に
暮
ら
し
て

い
る
頃
は
、
姉
妹
と
い
え
ど
も
別
の
存
在
で
あ
り
「
似
て
い
る
」
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
、
し
か
し
、
死
後
に
な
っ
て
中
君
を
見
る
と
、

確
か
に
血
縁
を
持
つ
も
の
と
し
て
「
通
じ
て
い
る
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
「
に
る
」
「
か
よ
ふ
」
の
表
現
価
値
に
照
ら
し
て
も
無
理
の
な
い

も
ち
ろ
ん
こ
の
箇
所
を
も
っ
て
、
ど
ち
ら
の
本
文
が
優
れ
て
い
る
と
断
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
解
釈
の
前
提
と
な
る
本
文
批
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判
と
校
訂
の
た
め
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
る
語
そ
の
も
の
の
性
質
を
予
見
を
加
え
ず
に
考
え
、
そ
れ
を
本
文
の
解
釈

（

９

）

に
適
用
す
る
の
は
、
疎
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
ら
に
本
文
の
伝
流
や
系
譜
の
解
明
の
た
め
に
も
必
要
な
作
業
で
あ
る
。

本
稿
で
問
題
と
し
た
両
語
の
意
味
を
知
る
た
め
に
は
、
源
氏
物
語
以
外
の
作
品
の
用
例
の
悉
皆
調
査
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
向
後
の
課
題
と
し
て
引
き
続
き
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
ご
批
正
や
ご
意
見
な
ど
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（

注

）

（
１
）
源
氏
物
語
の
本
文
は
『
保
坂
本
源
氏
物
語
』
（
お
う
ふ
う
）
や
『
陽
明
叢
書
国
書
篇
源
氏
物
語
』
（
思
文
閣
出
版
）
、
『
大
島
本
源

氏
物
語
』
（
角
川
書
店
）
、
『
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
』
（
八
木
書
店
）
な
ど
の
公
刊
さ
れ
て
い
る
影
印
、
複
製
本
を
主
に
用
い
、

あ
わ
せ
て
刊
行
会
編
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
正
・
続
』
（
お
う
ふ
う
）
、
池
田
亀
鑑
編
『
源
氏
物
語
大
成
』
（
中
央
公
論
社
）
、
加

藤
洋
介
編
『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』
（
風
間
書
房
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
な
お
翻
刻
本
文
に
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て

適
宜
句
読
点
や
括
弧
を
付
し
た
。
諸
本
の
略
号
は
『
別
本
集
成
』
『
大
成
』
に
な
ら
う
。

（
２
）
拙
著
『
源
氏
物
語
の
本
文
と
表
現
』
（
二
○
○
四
年
）
所
収
の
「
序
」
。

（
３
）
源
氏
物
語
の
伝
本
の
系
統
に
つ
い
て
は
、
長
く
池
田
亀
鑑
に
よ
っ
て
も
の
さ
れ
た
「
青
表
紙
本
系
」
「
河
内
本
系
」
「
別
本
」
が
使

用
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
は
こ
の
分
類
に
疑
義
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
で
こ
の
呼
称
を
使
用
す
る
場
合
は
、
あ
く
ま

で
も
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
４
）
た
と
え
ば
小
松
英
雄
は
『
や
ま
と
う
た
』
（
一
九
九
四
年
）
に
お
い
て
、
「
ま
よ
ふ
」
「
ま
ど
ふ
」
両
語
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
ま

と
め
た
。
す
な
わ
ち
「
複
数
の
選
択
肢
か
ら
一
つ
を
選
択
す
る
決
断
が
つ
か
な
い
こ
と
を
表
す
。
誤
っ
た
選
択
の
可
能
性
を
含
意
」

す
る
「
ま
よ
ふ
」
に
対
し
、
「
ま
ど
ふ
」
は
「
明
確
な
選
択
肢
が
な
く
、
ど
う
し
て
よ
い
の
か
判
断
が
つ
か
な
い
こ
と
を
表
す
」

と
し
て
い
る
。
判
断
が
つ
か
な
い
状
態
に
も
質
的
な
差
異
の
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）
工
藤
重
矩
は
「
国
冬
本
源
氏
物
語
藤
裏
葉
巻
の
本
文
の
疵
と
物
語
世
界
ｌ
別
本
の
物
語
世
界
を
論
ず
る
前
提
と
し
て
」

（
「
中
古
文
学
」
第
九
二
号
、
二
○
一
三
年
二
月
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
掲
げ
る
。

近
年
の
源
氏
物
語
別
本
研
究
に
お
け
る
問
題
は
、
本
文
の
疵
に
よ
る
独
自
異
文
を
、
意
図
的
な
、
何
か
意
味
の
あ
る
本
文
と
し
て

解
釈
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
各
伝
本
が
ど
の
よ
う
な
物
語
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の
か
」
の

追
究
、
「
青
表
紙
本
と
別
本
と
で
は
異
な
っ
た
物
語
世
界
が
語
ら
れ
て
」
い
る
こ
と
の
例
示
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
別
本
の
本
文
解
釈
、

へ

5
ー

拙
稿
「
保
坂
本
源
》

○
○
四
年
、
所
収
）

「
似
る
」
「
通
ふ
」
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
論
考
が
あ
っ
た
。

藤
川
照
三
弓
似
る
』
・
『
通
ふ
』
・
『
お
ぼ
ゆ
』
Ｉ
宇
治
十
帖
を
中
心
に
し
て
ｌ
」
（
「
河
」
五
、
一
九
七
三
年
六
月
）

藤
川
照
三
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
似
テ
イ
ル
』
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
」
（
「
河
」
一
三
、
一
九
七
六
年
）

森
脇
茂
秀
「
動
詞
『
似
る
』
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
ｌ
平
安
初
・
中
期
の
仮
名
文
を
中
心
に
ｌ
」

（

「

別

府

大

学

国

語

国

文

学

」

四

六

、

二

○

○

四

年

一

二

月

）

森
脇
茂
秀
「
静
態
動
詞
『
似
る
』
の
一
形
式
ｌ
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
中
心
に
ｌ
」

（

「

別

府

大

学

国

語

国

文

学

」

四

九

、

二

○

○

七

年

一

二

月

）

森
脇
茂
秀
「
平
安
時
代
に
お
け
る
『
静
態
動
詞
』
の
意
味
用
法
の
一
形
式
ｌ
『
似
る
』
と
『
す
ぐ
る
』
を
中
心
に
ｌ
」

（

「

別

府

大

学

国

語

国

文

学

」

五

五

、

二

○

一

三

年

一

二

月

）

柳
椿
姫
「
『
通
ふ
』
の
用
法
ｌ
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
筑
波
日
本
語
研
究
」
創
刊
号
、
一
九
九
六
年
）

表
一
の
「
通
ふ
」
の
使
用
数
は
必
ず
し
も
「
似
る
」
と
い
う
意
の
み
で
は
な
い
。

否
定
辞
の
多
用
は
森
脇
（
二
○
○
四
）
・
同
（
二
○
○
七
）
に
指
摘
が
あ
る
。

拙
稿
「
保
坂
本
源
氏
物
語
の
本
文
と
方
法
ｌ
早
蕨
巻
に
お
け
る
独
自
異
文
を
中
心
に
し
て
ｌ
」
（
『
源
氏
物
語
の
本
文
と
表
現
』
二
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謝
辞
本
稿
は
、
二
○
一
五
年
一
二
月
一
九
日
に
開
催
さ
れ
た
「
第
２
回
源
氏
物
語
の
本
文
関
係
資
料
に
関
す
る
共
同
研
究
会
」

（
於
國
學
院
大
學
）
に
お
け
る
研
究
発
表
を
も
と
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
会
の
母
体
と
な
る
科
学
研
究
費

補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
源
氏
物
語
の
新
た
な
本
文
関
係
資
料
の
整
理
と
デ
ー
タ
化
及
び
新
提
言
に
向
け
て
の
共
同
研
究
」
の

研
究
代
表
者
で
あ
る
豊
島
秀
範
氏
お
よ
び
発
表
の
際
に
種
々
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

本
文
解
釈
に
お
い
て
当
然
に
為
す
べ
き
手
続
き
（
本
文
の
検
討
）
が
、
疎
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
諸
氏

の
関
連
論
文
を
読
ん
で
の
率
直
な
読
後
感
で
あ
る
。
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