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一
．『
源
氏
物
語
』
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

　

―
―

　

紫
の
上
を
め
ぐ
る
正
妻
問
題
か
ら

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
テ
ク
ス
ト
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
文
体

　

―
―

　

日
本
文
学
が
翻
訳
さ
れ
る
と
き
」
に
関
連
し
て
、
古
注

釈
か
ら
翻
訳
（
英
訳
・
仏
訳
）
ま
で
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』
の
解
釈
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
の
覚
え
書
と
し
た
い
。

と
く
に
、
家
妻
の
地
位
・
役
割
や
、
邸
宅
の
伝
領
に
関
わ
る
論
点
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

平
安
朝
文
芸
に
み
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
家
妻
の
地
位
の
あ
り
か
た
と
役
割
に
議
論
が
集
中
し
て
き
た
感
が
あ
る
。
焦
点

の
一
つ
に
、
正
妻
の
地
位
が
ど
れ
ほ
ど
確
固
た
る
も
の
で
あ
り
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
前
提
と
な
る
議
論
と
し
て
、
平
安
朝

の
婚
姻
制
度
を
一
夫
一
婦
制
的
な
も
の
と
み
る
か
、
一
夫
多
妻
制
的
な
も
の
と
み
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た①
。
前
者
が
法
制
的
な
枠
組

み
の
問
題
と
し
て
一
夫
一
婦
制
的
な
あ
り
か
た
を
普
遍
化
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
一
夫
一
婦
制
的
な
あ
り
か
た
を
道
長
の
時
代
以
降
と

す
る
歴
史
的
な
変
遷
を
見
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
見
解
の
相
違
は
簡
単
に
結
論
が
出
せ
る
問
題
で
は

な
か
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
で
、
物
語
の
世
界
は
法
制
や
歴
史
の
現
実
と
切
り
む
す
び
つ
つ
、
異
次
元
の
時
空
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
銘
記
さ
れ
る
。
物
語
に
組
み
こ
ま
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
布
置
を
析
出
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
法
制
や
歴
史
の
現
実
と
ど
の
よ
う

に
交
差
す
る
の
か
を
慎
重
に
見
極
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
道
は
遠
い
こ
と
を
痛
感
す
る
。

以
下
、
さ
さ
や
か
な
試
み
で
は
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
布
置
の
一
端
を
浮
き
ぼ
り
に
す
べ
く
、
物
語
の
ヒ
ロ
イ

『
源
氏
物
語
』の
解
釈
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

―
―
古
注
釈
か
ら
翻
訳
ま
で

小コ

嶋ジ
マ

菜ナ

温オ

子コ

― 272 ―



（ 2 ）

ン
た
ち
の
語
ら
れ
方
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
す
る
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
紫
の
上
・
明
石
の
君
の
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
、
家
妻

の
役
割
、
さ
ら
に
は
母
方
伝
領
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
紫
上
に
つ
い
て
。
こ
れ
ま
で
の
正
妻
論
争
の
中
核
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
が
、
こ
の
紫
の
上
は
主
人
公
・
光
源
氏
と
関
わ
る
な
か

で
、
家
妻
と
し
て
の
役
割
が
ど
う
発
生
し
て
い
く
か
。
そ
の
起
点
と
お
ぼ
し
い
の
は
、
須
磨
巻
で
の
地
券
の
委
託
の
く
だ
り
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

政
敵
の
右
大
臣
方
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
、
光
源
氏
は
須
磨
へ
退
去
す
る
。
そ
れ
に
あ
た
り
、
私
邸
で
あ
る
二
条
院
の
今
後
を
憂
え
た

光
源
氏
は
、
出
立
に
先
立
っ
て
、
紫
上
に
屋
敷
の
管
理
を
委
ね
る
こ
と
に
し
た
。

よ
ろ
づ
の
事
、
み
な
西
の
対
に
聞
こ
え
わ
た
し
た
ま
ふ
。
領
じ
た
る
御
庄
、
御
牧
よ
り
は
じ
め
て
、
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
券

な
ど
、
み
な
奉
り
お
き
た
ま
ふ
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
の
御
倉
町
、
納
殿
な
ど
い
ふ
こ
と
ま
で
、
少
納
言
を
は
か
ば
か
し
き
も
の
に
見
お

き
た
ま
へ
れ
ば
、
親
し
き
家
司
ど
も
具
し
て
、
知
ろ
し
め
す
べ
き
さ
ま
と
も
の
た
ま
ひ
預
く
。

 

（
須
磨　

一
六
八
。
小
学
館
・
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）

「
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
券
な
ど
」
す
な
わ
ち
源
氏
の
所
有
す
る
不
動
産
の
地
券
の
管
理
を
、
紫
上
方
に
託
し
た
と
い
う
。
そ
の
こ

と
が
、
紫
上
の
正
妻
と
し
て
の
地
位
と
関
わ
ら
せ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
胡
潔
氏
は
、
右
の
場
面
が
紫
上
へ
の
贈

与
を
意
味
す
る
か
、
単
に
管
理
を
委
託
し
た
だ
け
な
の
か
の
決
め
手
に
欠
け
る
と
し
つ
つ
も
、
こ
こ
で
紫
上
は
「
源
氏
の
理
想
的
な
正
妻
と

し
て
の
資
質
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
す
る②
。
た
し
か
に
光
源
氏
は
全
幅
の
信
頼
を
も
っ
て
紫
上
に
後
事
を
託
し
た
よ
う
に
も
読

め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
、
源
氏
の
正
妻
と
し
て
の
地
位
を
保
証
す
る
か
ど
う
か
。
増
田
繁
夫
氏
が
「
紫
上
は
、
一
往
は
源
氏
の

妻
と
い
う
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
が
、
社
会
的
に
は
ま
だ
源
氏
の
妻
と
認
知
さ
れ
る
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た③
」
と
す
る
と
お
り
、
紫
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の
上
が
正
妻
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
で
き
た
か
ど
う
か
不
明
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

物
語
の
文
脈
に
沿
う
な
ら
、
紫
上
に
託
さ
れ
た
も
の
は
、
源
氏
の
家
政
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
先
行
き
不
安
な
源
氏
の
心
情
そ
の
も

の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
か
り
に
光
源
氏
が
完
全
に
失
脚
し
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、
二
条
院
を
は
じ
め
と
す
る
源
氏
の
財
産
は
ど
う
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
財
産
没
収
、
家
の
断
絶
と
い
う
よ
う
な
事
態
も
招
来
さ
れ
た
ろ
う
か
。
頼
り
に
す
べ
き
後
見
も
い
な
い
と
あ
れ
ば
、

窮
余
の
一
策
と
し
て
、
光
源
氏
は
女
房
の
少
納
言
を
唯
一
の
頼
り
に
、
紫
上
へ
の
委
託
に
賭
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
の
ち
に
源
氏
は
、
朱
雀

帝
か
ら
赦
免
を
得
て
都
で
の
復
権
を
果
た
す
。
そ
し
て
二
条
院
か
ら
二
条
東
院
さ
ら
に
は
六
条
院
へ
と
、
そ
の
邸
宅
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
こ

と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
須
磨
巻
の
時
点
は
、
そ
う
し
た
展
開
に
な
る
な
ど
、
誰
し
も
予
想
で
き
な
い
局
面
に
あ
っ
た
。
紫
上
が
正
妻
た
り
え

た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
二
条
院
そ
の
も
の
の
命
運
が
尽
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
瀬
戸
際
に
、
物
語
は
直
面
し
て
い
た
こ
と
を
忘

れ
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

と
こ
ろ
で
二
条
院
の
地
券
の
預
か
り
役
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
花
散
里
な
ど
も
視
野
に
入
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
紫
の
上
は
宮
家

出
身
と
は
い
え
、
母
も
亡
く
、
父
と
も
引
き
離
さ
れ
た
状
態
で
、
二
条
院
で
光
源
氏
に
育
て
ら
れ
た
身
で
あ
っ
た
。
花
散
里
は
零
落
し
た
宮

家
の
姫
君
と
は
い
え
、
桐
壺
帝
の
麗
景
殿
女
御
の
姉
妹
と
し
て
の
立
場
は
、
ま
だ
し
も
見
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
意
味
で

は
、
地
券
の
預
か
り
手
と
し
て
、
花
散
里
の
ほ
う
が
紫
の
上
よ
り
も
む
し
ろ
安
定
感
が
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
だ
が
、
物
語
は
あ
え
て
紫
上

を
地
券
の
預
か
り
役
に
選
び
、
源
氏
と
紫
上
の
一
蓮
托
生
ぶ
り
を
印
象
づ
け
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
光
源
氏
は
め
で
た
く
復
権
を
果
た
し
、
や
が
て
新
し
く
造
営
し
た
六
条
院
を
拠
点
と
し
て
、
栄
華
を
き
わ
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
に
お
い
て
紫
の
上
の
地
位
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
か
。

そ
れ
に
関
し
て
は
、
六
条
院
へ
の
女
君
た
ち
の
移
徙
に
つ
い
て
、
ど
う
語
ら
れ
た
か
が
一
つ
の
鍵
を
握
る
。
六
条
院
へ
の
移
徙
を
め
ぐ
る

記
述
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る④
。
紫
上
の
移
徙
の
模
様
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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（ 4 ）

「
御
車
十
五
…
…
」
を
は
じ
め
と
す
る
行
列
の
概
要
が
記
さ
れ
る
（
少
女　

七
四
）
い
っ
ぽ
う
で
、
儀
礼
的
な
詳
細
に
つ
い
て
は
描
か
れ
な

い
。
そ
の
代
わ
り
に
、「
世
の
そ
し
り
も
や
と
省
き
た
ま
へ
れ
ば
、
何
ご
と
も
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
い
か
め
し
き
こ
と
は
な
し
」（
同
）
と
の

省
筆
の
断
り
が
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
紫
上
と
と
も
に
花
散
里
が
同
道
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
模
様
に
つ
い
て
は
「
い
ま
一
方
の
御
け
し

き
も
、
を
さ
を
さ
落
と
し
た
ま
は
で
、
…
…
」（
同
）
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
花
散
里
の
移
徙
も
、
紫
上
の
場
合
に
比
べ
て
格
落
ち
し

な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
。
紫
上
は
正
妻
格
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
目
立
た
せ
な
い
物
語
の
あ
り
か
た
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ど
う
や
ら
紫
上
は
、
源
氏
と
の
深
い
愛
情
に
よ
る
繫
が
り
が
強
調
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
正
妻
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
確
に
語
ら

れ
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
降
も
、
紫
の
上
の
位
置
づ
け
は
は
っ
き
り
し
な
い
状
況
が
続
い
て
い
く
。
そ
し
て
若
菜
巻
に
至
る
と
、
朱
雀
院
の
皇
女
・
女
三
宮

が
六
条
院
に
降
嫁
す
る
と
い
う
、
一
大
事
が
出
来
す
る
。
正
妻
問
題
が
明
確
化
す
る
の
は
、
実
は
そ
こ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
女
三
宮

の
降
嫁
に
と
も
な
っ
て
語
ら
れ
る
、
三
日
夜
の
餅
の
儀
式
は
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
儀
は
、
女
三
宮
が
正
妻
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
如

実
に
示
す
。
か
つ
て
紫
上
に
も
、
三
日
夜
の
餅
の
こ
と
が
語
ら
れ
た
が
、
そ
の
場
合
は
源
氏
が
ひ
そ
か
に
手
ず
か
ら
用
意
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
い
う
な
れ
ば
、
そ
の
結
婚
は
、
世
間
の
認
知
を
十
分
に
期
待
し
う
る
も
の
で
は
な
い
、
変
則
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
紫
の
上
の
乳
母
の

少
納
言
と
し
て
は
、
そ
れ
で
も
感
激
を
隠
せ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が

　

―
―

　

。

要
す
る
に
、
源
氏
と
紫
上
の
関
係
は
、
儀
礼
的
な
婚
姻
の
如
何
と
は
関
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
独
自
の
絆
が
結
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
意
味

が
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
六
条
院
の
正
妻
問
題
は
、
女
三
宮
の
降
嫁
話
が
浮
上
す
る
若
菜
巻
ま
で
、
棚
上
げ
の
状
態
に
あ
っ
た
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
も
若
菜
巻
以
降
の
物
語
に
お
い
て
、
正
妻
の
地
位
が
確
立
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
女
三
宮
と
柏
木
の
密
通
か
ら
不

義
の
子
・
薫
の
出
産
と
い
う
、
源
氏
の
六
条
院
の
栄
華
を
根
底
か
ら
覆
す
事
態
が
続
き
、
正
妻
で
あ
る
は
ず
の
女
三
宮
は
出
家
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
か
た
や
紫
上
は
六
条
院
に
居
場
所
を
失
い
、
二
条
院
で
病
に
臥
す
こ
と
に
な
る
。
栄
耀
を
き
わ
め
た
は
ず
の
六
条
院
は
、
そ
の
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内
実
に
お
い
て
大
き
く
軋
み
始
め
る
ほ
か
な
い
。
脇
役
の
花
散
里
あ
る
い
は
、
日
蔭
役
に
甘
ん
じ
る
明
石
の
君
に
は
ま
だ
し
も
平
安
が
与
え

ら
れ
な
く
も
な
い
の
に
比
べ
て
、
女
三
宮
や
紫
上
の
位
置
の
不
安
定
さ
は
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
夕
霧
・
雲
居
雁
、
あ
る
い
は
髭
黒
・

玉
鬘
な
ど
の
関
係
に
見
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
家
や
妻
の
あ
り
か
た
を
思
う
と
き
、
六
条
院
の
こ
の
閉
塞
状
況
は
き
わ
め

て
特
異
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。

六
条
院
の
物
語
が
描
き
出
し
た
の
は
、
家
妻
の
役
割
の
確
立
で
は
な
く
、
空
洞
化
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
法
制
論
的
な
正
妻
の
理
念
そ
の

も
の
で
も
な
く
、
歴
史
的
な
正
妻
の
形
態
で
も
な
い
、
物
語
が
創
り
だ
し
た
仮
想
世
界
に
お
い
て
、
家
や
血
を
め
ぐ
る
共
同
体
的
な
枠
組
み

が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

続
い
て
、
も
う
一
人
の
ヒ
ロ
イ
ン
・
明
石
の
君
の
物
語
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

二
．
明
石
の
母
尼
君
と
大
堰
山
荘

　

―
―

　

中
務
宮
か
ら
の
伝
領
を
め
ぐ
っ
て

明
石
の
物
語
の
概
要
は
以
下
で
あ
る
。
光
源
氏
は
父
の
桐
壺
帝
の
后
妃
で
あ
る
藤
壺
宮
と
の
密
通
を
ひ
た
隠
し
に
し
な
が
ら
、‘
罪
な
き

罪
‘
に
当
た
る
形
で
須
磨･

明
石
に
流
離
す
る⑥
。
そ
の
明
石
の
地
で
、
受
領
の
娘
で
あ
る
明
石
の
君
と
出
会
い
、
明
石
姫
君
を
も
う
け
る
。

明
石
の
君
の
父
で
あ
る
入
道
は
、
高
貴
な
血
筋
に
あ
り
な
が
ら
、
官
位
を
捨
て
て
受
領
と
な
っ
て
い
た
。
入
道
は
、
一
族
の
栄
耀
を
取
り
戻

す
と
い
う
悲
願
の
た
め
に
、
源
氏
に
賭
け
た
。
源
氏
は
源
氏
で
、
自
ら
の
栄
華
の
達
成
を
一
つ
の
目
標
と
し
て
い
た
。
都
に
復
権
を
果
た
し

た
源
氏
は
、
姫
君
を
迎
え
と
り
、
后
が
ね
と
し
て
育
て
よ
う
と
考
え
る
。
そ
し
て
実
母
で
あ
る
明
石
の
君
と
引
き
離
さ
れ
、
紫
上
の
養
女
と

な
っ
た
姫
君
は
、
源
氏
の
思
惑
ど
お
り
に
東
宮
妃
と
な
り
、
皇
子
を
産
み
国
母
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
り
、
明
石
一
族
の
繁
栄
を
願
っ

て
い
た
入
道
の
悲
願
も
達
成
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
明
石
の
物
語
に
と
っ
て
、
姫
君
の
処
遇
が
大
き
な
鍵
を
握
っ
て
い
た
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
実
母
の
明
石
の
君
か
ら
姫
君
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を
引
き
離
し
、
源
氏
の
も
と
に
引
き
取
る
こ
と
。
そ
し
て
紫
上
の
養
女
と
し
て
育
て
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
入
内
さ
せ
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
源
氏

の
物
語
に
と
っ
て
も
、
明
石
一
族
の
物
語
に
と
っ
て
も
、
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
道
筋
は
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。
母
方
の
身
分
に
関
す
る
ハ
ン
デ
ィ
は
、
姫
君
に
付
い
て
回
る
。「
明
石
の
お
も
と
の
産

み
出
で
た
る
」
と
い
う
よ
う
な
蔑
視
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
は
ず
だ⑦
。
そ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
、
物
語
は
様
々
な
工
夫

を
凝
ら
す
こ
と
に
な
る
。
紫
上
の
養
女
と
す
る
の
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。
実
母
と
引
き
離
さ
れ
、
姫
君
が
二
条
院
へ
と
移
る
経
緯
に
は
、
物

語
の
苦
心
の
跡
が
窺
え
よ
う
。

姫
君
は
明
石
か
ら
直
接
、
二
条
院
へ
移
っ
た
の
で
は
な
い
。
一
旦
、
嵯
峨
野
の
大
堰
の
地
に
、
母
で
あ
る
明
石
の
君
と
、
祖
母
の
尼
君
と

と
も
に
居
を
構
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
二
条
院
へ
と
迎
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
回
り
く
ど
い
段
階
を
踏
む
の
も
、
姫

君
の
地
位
の
底
上
げ
の
た
め
の
手
続
き
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

大
堰
の
地
は
、
お
り
し
も
光
源
氏
が
造
営
中
で
あ
っ
た
嵯
峨
の
御
堂
に
近
く
、
光
源
氏
が
訪
問
し
や
す
い
場
所
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
何

よ
り
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
大
堰
の
山
荘
が
、
明
石
尼
君
の
祖
父
・
中
務
宮
の
旧
所
領
地
と
し
て
あ
ら
た
に
浮
上
し
た
点
で
あ
る
。
中
務
宮

に
つ
い
て
は
浅
尾
広
良
氏
が
『
河
海
抄
』
な
ど
を
参
考
に
、
準
拠
の
面
か
ら
詳
細
に
検
討
を
加
え
る⑧
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
務
宮
の
モ
デ

ル
は
中
書
王
兼
明
が
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
明
石
尼
君
の
血
統
の
由
緒
正
し
さ
が
補
塡
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
浅
尾
氏

の
次
の
指
摘
は
重
要
で
あ
っ
た⑨
。

今
ま
で
娘
と
光
源
氏
と
の
結
婚
に
反
対
で
す
ら
あ
っ
た
母
君
が
、
中
務
宮
の
末
裔
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
や
、
尼
君
と
称
さ
れ
、
一
族

の
繁
栄
を
説
に
願
い
、
入
道
の
代
役
を
果
た
す
ま
で
に
変
貌
す
る
。

姫
君
の
処
遇
と
と
も
に
、
祖
母
で
あ
る
明
石
尼
君
の
役
割
の
重
み
が
増
し
て
い
く
。
源
氏
の
栄
華
の
達
成
に
と
っ
て
も
、
ま
た
明
石
一
族
の

悲
願
の
達
成
に
と
っ
て
も
、
尼
君
の
役
割
は
見
逃
せ
な
い
。
明
石
の
地
で
は
、
尼
君
は
源
氏
に
期
待
す
る
入
道
に
対
し
て
冷
静
で
悲
観
的
な
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立
場
を
取
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
浅
尾
氏
の
い
う
よ
う
に
、
い
つ
の
ま
に
か
「
入
道
の
代
役
」
と
し
て
重
要
な
役
目
を
担
う
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。

中
務
宮
の
系
譜
が
あ
ら
た
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
尼
君
の
重
要
性
が
一
気
に
増
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
中
務
宮
か
ら
尼
君
が
伝
領
し

た
、
大
堰
の
山
荘
。
そ
こ
へ
の
移
動
が
、
姫
君
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
に
と
っ
て
、
大
き
な
第
一
歩
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
な
ら
ば
、

こ
の
大
堰
の
山
荘
へ
の
転
居
に
お
い
て
、
尼
君
が
具
体
的
に
担
う
役
割
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
の
こ

と
を
確
か
め
て
お
こ
う
。
大
堰
へ
の
移
転
に
先
立
っ
て
、
そ
の
改
修
の
こ
と
が
算
段
さ
れ
る
場
面
が
、
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
。

ま
ず
、
大
堰
の
山
荘
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
発
端
の
部
分
を
引
く
。

む
か
し
、
母
君
の
御
お
ほ
ぢ
、
中
務
の
宮
と
聞
こ
え
け
る
が
領
じ
給
け
る
と
こ
ろ
、
大
堰
川
の
あ
た
り
に
あ
り
け
る
を
、
そ
の
御
の

ち
は
か
ば
か
し
う
あ
ひ
継
ぐ
人
も
な
く
て
、
年
ご
ろ
荒
れ
ま
ど
ふ
を
思
ひ
出
で
て
、
か
の
時
よ
り
伝
は
り
て
、
宿
守
の
や
う
に
て
あ

る
人
を
呼
び
と
り
て
語
ら
ふ
。

 

（
松
風　

三
八
八
）

こ
こ
に
見
え
る
中
務
宮
と
は
、「
母
君
の
御
お
ほ
ぢ
」
す
な
わ
ち
明
石
の
君
の
母
・
尼
君
方
の
祖
父
に
あ
た
る
人
だ
と
す
る
。
大
堰
の
山
荘

と
い
う
場
所
が
、
明
石
の
君
の
母
方
の
伝
領
地
と
し
て
あ
ら
た
に
浮
上
し
た
瞬
間
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
伝
領
地
を
「
あ
ひ
継
ぐ
人
」
が
い

な
か
っ
た
こ
と
、
た
め
に
長
年
に
わ
た
り
「
荒
れ
ま
ど
ふ
」
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
も
同
時
に
明
か
さ
れ
る
。
こ
こ
に
改
修
問
題
が
浮
上
す
る

の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
尼
君
は
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
て
い
く
と
、
解
釈
上
の
問
題

に
行
き
当
た
る
。

右
の
文
中
で
、
ま
ず
解
釈
上
の
問
題
が
あ
る
の
は
、
大
堰
の
山
荘
の
こ
と
を
「
思
ひ
出
で
て
」
の
主
体
の
認
定
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
、「
か
の
時
よ
り
伝
は
り
て
、
宿
守
の
や
う
に
て
あ
る
人
」
を
「
呼
び
と
り
て
語
ら
ふ
」
人
が
誰
か
と
い
う
問
題
と
も
連
動
す
る

― 266 ―



（ 8 ）

（
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
あ
と
宿
守
と
対
話
す
る
主
体
が
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
ら
ず
に
は
お
か
な
い
）。

従
来
、
現
代
注
の
範
囲
で
は
お
お
む
ね
、
宿
守
と
「
語
ら
ふ
」
主
体
は
、
父･

入
道
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
わ
た
く
し
に
し
て
も
、

入
道
の
声
を
こ
の
場
面
に
聞
き
取
る
こ
と
を
当
然
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
古
注
釈
を
振
り
返
る
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な

い
。
入
道
で
は
な
く
、
尼
君
を
宿
守
と
の
交
渉
役
と
す
る
注
釈
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
古
注
の
多
く
は
な
ぜ
、
こ
こ
で
尼
君
を
話
主
と
見
た

の
か
。
大
堰
に
移
っ
て
か
ら
な
ら
、
尼
君
が
中
心
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
明
石
に
い
る
時
点
で
尼
君
が
前
面
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
源
氏
の
物
語
に
と
っ
て
も
、
明
石
の
物
語
に
と
っ
て
も
重
要
な
局
面
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
こ
で
の
解
釈
の
揺

れ
は
看
過
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
煩
瑣
を
い
と
わ
ず
、
注
釈
史
を
見
渡
し
て
お
く
。

ま
ず
、
右
の
「
思
ひ
出
で
て
」
の
主
体
に
つ
い
て
。
古
注
釈
を
見
る
と
、『
萬
水
一
露
』
が
「
明
石
上
の
母
君
の
思
出
て
と
也
」
と
し
て
、

明
石
の
上
の
母
・
尼
君
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
湖
月
抄
』
は
「
明
石
の
尼
君
な
ど
思
ひ
出
で
け
る
に
や
入
道
な
ど
に
て
も
あ
る
べ

し
」
と
し
、
父
・
入
道
の
可
能
性
を
も
示
唆
す
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
新
釈
』
は
「
明
石
の
親
た
ち
の
也
」
と
し
て
、
入
道･

尼
君
の
両
方

を
主
体
に
見
る
（『
岷
江
入
楚
』
も
「
留
守
を
呼
び
と
り
て
明
石
の
人
の
い
ふ
也
」
と
す
る
）。
い
っ
ぽ
う
、「
呼
び
と
り
て
語
ら
ふ
」
の
主

体
に
つ
い
て
は
、『
萬
水
一
露
』
が
「
母
君
」、
承
応
版
本
傍
注
（
新
大
系
所
引
）
が
「
入
道
」、『
岷
江
入
楚
』
が
「
明
石
の
人
」
と
し
て
、

や
は
り
三
様
の
解
釈
が
見
え
る
。

以
上
の
解
釈
の
揺
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
た
う
え
で
、
あ
わ
せ
て
英
訳
・
仏
訳
も
参
照
し
て
お
く
。

●
「
思
ひ
出
で
て
」
の
主
体

・「
明
石
上
の
母
君
の
思
出
て
と
也
」　
『
萬
水
一
露
』

　
　
　
　

◇

・「
留
守
を
呼
び
と
り
て
明
石
の
人
の
い
ふ
也
」　
『
岷
江
入
楚
』
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◇

・「
明
石
の
尼
君
な
ど
思
ひ
出
で
け
る
に
や
入
道
な
ど
に
て
も
あ
る
べ
し
」　
『
湖
月
抄
』

・「
明
石
の
親
た
ち
の
也
」　
『
源
氏
物
語
新
釈
』

﹇
英
訳

　

・（
ウ
エ
ィ
リ
ー
訳
）there w

as

　

・（
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
）the old m

an

　

・（
タ
イ
ラ
ー
訳
）they

﹇
仏
訳
﹈

　

・（
シ
フ
ェ
ー
ル
訳
）ils

●
「
呼
び
と
り
て
語
ら
ふ
」
の
主
体

・「
母
君
」　
『
萬
水
一
露
』

　
　
　
　

◇

・「
明
石
の
人
」　
『
岷
江
入
楚
』

　
　
　
　

◇

・「
入
道
」　
『
承
応
版
本　

傍
注
』（
新
大
系
所
引
）
↓
現
代
注
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﹇
英
訳

　

・（
ウ
エ
ィ
リ
ー
訳
）they

（the old recluse and his w
ife

）

　

・（
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
）he

　

・（
タ
イ
ラ
ー
訳
）they

﹇
仏
訳
﹈

　

・（
シ
フ
ェ
ー
ル
訳
）ils

「
思
ひ
出
で
て
」「
呼
び
と
り
て
語
ら
ふ
」
の
主
体
に
つ
い
て
、
古
注
釈
か
ら
現
代
注
へ
、
さ
ら
に
は
英
訳
・
仏
訳
へ
の
流
れ
を
瞥
見
し
た
。

ま
ず
、
古
注
釈
の
範
囲
で
は
、
い
ず
れ
の
発
話
主
体
に
つ
い
て
も
、
明
石
の
母
尼
君
と
す
る
見
方
が
強
く
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、『
湖
月
抄
』

『
源
氏
物
語
新
釈
』
あ
た
り
を
境
に
、
父
入
道
・
母
尼
君
の
両
論
併
記
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
新
大
系
所
引
の
承
応
版
本
で
、

入
道
説
が
み
ら
れ
、
そ
の
説
が
現
代
注
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
。

ま
た
、
あ
わ
せ
て
参
照
し
た
英
訳
・
仏
訳
で
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
だ
け
がhe

（the old m
an

）
を
主
語
に
立
て
て
、
多
く
の

現
代
注
と
同
様
に
入
道
説
を
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ウ
エ
ィ
リ
ー
訳
・
タ
イ
ラ
ー
訳
・
シ
フ
ェ
ー
ル
訳
で
は
、
い
ず
れ
も
複
数
形

のthey

・ils

を
主
語
に
立
て
て
興
味
深
い
。
そ
れ
ら
は
古
注
釈
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
湖
月
抄
』『
源
氏
物
語
新
釈
』
な
ど
の
新
注
の
理
解
に

近
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
古
注
釈
に
お
い
て
主
流
で
あ
っ
た
、
母
尼
君
説
に
よ
る
翻
訳
が
見
当
た
ら
な
い
の
も
留
意
さ
れ
よ
う
。
翻
訳
は
翻

訳
な
り
に
個
々
の
揺
れ
を
見
せ
る
の
が
、
右
に
続
く
場
面
の
解
釈
で
も
見
て
取
れ
る
は
ず
だ
。
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三
．
宿
守
と
の
交
渉
役
は
誰
か

　

―
―

　

発
話
主
体
を
め
ぐ
る
解
釈
の
揺
れ

先
の
引
用
に
続
く
場
面
。
そ
こ
で
は
、
大
堰
山
荘
の
改
修
に
つ
い
て
、
宿
守
と
の
交
渉
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
問
題
は
、
そ
の
交
渉
に
あ

た
る
人
物
が
誰
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宿
守
と
の
会
話
部
分
を
見
渡
し
つ
つ
、
解
釈
の
流
れ
を
確
か
め
て
い
く
（
問
題
と
な
る
の
は
、

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
発
言
の
主
体
で
あ
る
）。

（
Ａ
）「
世
の
中
を
今
は
と
思
ひ
は
て
て
、
か
か
る
住
ま
ひ
に
沈
み
そ
め
し
か
ど
も
、
末
の
世
に
思
ひ
か
け
ぬ
こ
と
出
で
来
て
な
ん
、
さ

ら
に
み
や
こ
の
住
み
か
求
む
る
を
、
に
は
か
に
ま
ば
ゆ
き
人
中
い
と
は
し
た
な
く
、
ゐ
中
び
に
け
る
心
ち
も
静
か
な
る
ま
じ
き
を
、

古
き
と
こ
ろ
尋
ね
て
と
な
む
思
ひ
よ
る
。
さ
る
べ
き
も
の
は
上
げ
は
た
さ
む
。
修
理
な
ど
し
て
、
か
た
の
ご
と
住
み
ぬ
べ
く
は
つ
く

ろ
ひ
な
さ
れ
な
む
や
」
と
言
ふ
。

（
宿
守
）
預
り
、「
こ
の
年
ご
ろ
、
領
ず
る
人
も
も
の
し
給
は
ず
、
あ
や
し
き
や
う
に
な
り
て
は
べ
れ
ば
、
下
屋
に
ぞ
つ
く
ろ
ひ
て
宿
り

は
べ
る
を
、
こ
の
春
の
こ
ろ
よ
り
、
内
の
大
殿
の
造
ら
せ
給
ふ
御
堂
近
く
て
、
か
の
わ
た
り
な
む
、
い
と
け
さ
わ
が
し
う
な
り
に
て

は
べ
る
。
い
か
め
し
き
御
堂
ど
も
建
て
て
、
多
く
の
人
な
む
造
り
い
と
な
み
は
べ
る
め
る
。
静
か
な
る
御
本
意
な
ら
ば
、
そ
れ
や
違

ひ
は
べ
ら
む
」

（
Ｂ
）「
何
か
。
そ
れ
も
、
か
の
殿
の
御
蔭
に
か
た
か
け
て
と
思
ふ
こ
と
あ
り
て
、
を
の
づ
か
ら
を
い

に
う
ち
の
こ
と
ど
も
は
し
て

む
。
ま
づ
急
ぎ
て
大
方
の
事
ど
も
を
も
の
せ
よ
」
と
言
ふ
。

（
宿
守
）「
身
づ
か
ら
領
ず
る
と
こ
ろ
に
は
べ
ら
ね
ど
、
ま
た
知
り
た
ま
ふ
人
も
な
け
れ
ば
、
か
こ
か
な
る
な
ら
ひ
に
て
、
年
ご
ろ
隠
ろ

へ
侍
り
つ
る
な
り
。
御
荘
の
田
畠
な
ど
い
ふ
こ
と
の
い
た
づ
ら
に
荒
れ
は
べ
り
し
か
ば
、
故
民
部
大
輔
の
君
に
申
給
は
り
て
、
さ
る

べ
き
も
の
な
ど
た
て
ま
つ
り
て
な
ん
、
領
じ
つ
く
り
侍
」
な
ど
、
そ
の
あ
た
り
の
貯
へ
の
事
ど
も
を
あ
や
ふ
げ
に
思
ひ
て
、
髭
が
ち

に
つ
な
し
に
く
き
顔
を
、
鼻
な
ど
う
ち
赤
め
つ
ヽ
は
ち
ぶ
き
言
へ
ば
、
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（
Ｃ
）「
さ
ら
に
そ
の
田
な
ど
の
や
う
の
事
は
、
こ
こ
に
知
る
ま
じ
。
た
ヾ
年
ご
ろ
の
や
う
に
て
思
ひ
て
も
の
せ
よ
。
券
な
ど
は
こ
こ
に

な
む
あ
れ
ど
、
す
べ
て
世
の
中
を
捨
て
た
る
身
に
て
、
年
ご
ろ
と
も
か
く
も
尋
ね
知
ら
ぬ
を
、
そ
の
事
も
い
ま
く
わ
し
く
し
た
た
め

む
」
な
ど
言
ふ
に
も
、
大
殿
の
け
は
ひ
を
か
く
れ
ば
、
わ
ず
ら
は
し
く
て
、
そ
の
の
ち
、
物
な
ど
多
く
受
け
取
り
て
な
ん
急
ぎ
造
り

け
る
。

 

（
松
風　

三
九
八
〜
三
九
〇
）

ま
ず
、（
Ａ
）
の
部
分
に
つ
い
て
。「
世
の
中
を
今
は
と
思
ひ
は
て
て
」
と
あ
る
の
に
つ
い
て
は
、『
細
流
抄
』
が
「
明
石
の
上
の
心
也
」

と
し
て
（『
明
星
抄
』
も
同
じ
）、
明
石
の
君
の
心
境
を
軸
に
す
る
解
釈
が
古
注
で
は
多
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
誰
が
語
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
。『
萬
水
一
露
』
は
「
母
君
の
宿
守
に
対
し
て
い
ふ
詞
也
。」
と
し
て
、
尼
君
を
会
話
の
主
体

と
解
す
る
（
同
じ
く
『
孟
津
抄
』「
こ
れ
よ
り
明
石
の
尼
詞
也
」。『
岷
江
入
楚
』
も
「
私
是
よ
り
明
石
上
の
母
の
宿
守
に
云
心
詞
歟
」
と
し

て
、「
秘
ノ
義
不
審
」
と
付
け
加
え
る
。
ど
う
や
ら
「
秘
説
」
は
入
道
を
主
体
と
解
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
そ
の
「
秘
説
」
を
あ
え

て
否
定
し
て
、『
岷
江
入
楚
』
は
尼
君
説
を
支
持
し
た
こ
と
に
な
る
）。
入
道
説
は
『
湖
月
抄
』
の
「
是
よ
り
明
石
入
道
の
詞
也
。」
に
顕
著

で
あ
る
。
現
代
注
も
そ
の
流
れ
で
、
お
お
む
ね
入
道
を
宿
守
と
の
会
話
の
主
体
と
し
て
解
釈
し
て
き
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
の
な
か
で
新
大
系

は
、「（
明
石
）
入
道
詞
（
承
応
版
本
傍
注
）
と
も
、「
母
君
の
宿
守
に
か
た
る
詞
」（
万
水
一
露
）
と
も
解
せ
る
」
と
し
て
、
両
論
併
記
の
形

を
取
る
。

次
に
、（
Ｂ
）
の
部
分
に
つ
い
て
。「
何
か
。」
以
下
の
発
言
を
、『
細
流
抄
』
は
「
あ
ま
き
み
の
詞
也
」
と
し
て
お
り
（『
明
星
抄
』『
岷
江

入
楚
』『
萬
水
一
露
』
も
同
じ
）、
し
た
が
っ
て
「
思
ふ
」
の
主
体
も
尼
君
と
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、

先
の
（
1
）
を
尼
君
の
発
言
と
取
っ
た
『
孟
津
抄
』
が
、（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
「
入
道
の
詞
」
と
す
る
（『
源
氏
物
語
新
釈
』
も
入
道
と
取

る
）。
い
っ
ぽ
う
、『
湖
月
抄
』
は
折
衷
的
で
「
細
抄
、
尼
公
詞
、
孟
入
道
詞
云
々
。
若
尼
公
い
ふ
べ
き
詞
を
、
入
道
の
い
へ
る
に
や
」
と
し

― 261 ―



（ 13 ）

つ
つ
、
発
言
主
は
入
道
と
解
す
る
（
新
大
系
は
『
湖
月
抄
』
を
引
く
）。

続
い
て
、（
Ｃ
）
の
部
分
に
つ
い
て
。『
細
流
抄
』
が
こ
の
発
言
を
「
あ
ま
き
み
の
詞
也
」
と
し
（『
明
星
抄
』『
萬
水
一
露
』『
岷
江
入

楚
』
も
同
じ
）、
そ
れ
に
対
し
て
『
孟
津
抄
』
が
「
明
石
入
道
の
詞
也
」
と
す
る
（『
源
氏
物
語
新
釈
』
も
同
じ
。
新
大
系
は
「
入
道
方
の

言
」
と
す
る
）。
尼
君
説
の
内
で
も
『
萬
水
一
露
』
は
と
く
に
念
入
り
で
、「
知
る
ま
じ
」
の
主
体
を
「
母
君
」
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
「
受

け
取
り
て
」
も
「
母
君
よ
り
」
宿
守
が
受
け
取
っ
た
の
だ
と
重
ね
て
強
調
す
る⑩
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
従
来
の
解
釈
の
揺
れ
を
整
理
し
て
お
く
。
宿
守
と
の
対
話
の
主
体
に
つ
い
て
、
尼
君
と
す
る
の
が
『
細
流
抄
』
を
は

じ
め
と
す
る
古
注
の
多
く
で
あ
り
、
な
か
で
も
『
萬
水
一
露
』
が
尼
君
説
を
強
調
す
る
。
部
分
的
に
入
道
説
を
取
る
も
の
と
し
て
『
孟
津

抄
』
が
あ
る
。
そ
し
て
『
源
氏
物
語
新
釈
』
以
下
、
現
代
注
は
入
道
説
が
主
流
と
な
る
。『
湖
月
抄
』
は
入
道
説
に
立
ち
つ
つ
折
衷
的
な
姿

勢
も
見
せ
、
現
代
注
で
は
新
大
系
が
『
湖
月
抄
』
を
踏
ま
え
て
両
論
併
記
し
つ
つ
、
尼
君･

入
道
を
と
も
に
主
体
と
す
る
解
釈
を
示
す
（『
岷

江
入
楚
』
に
も
や
や
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
）。

あ
ら
か
じ
め
言
う
な
ら
、
注
釈
史
上
こ
の
よ
う
に
揺
れ
が
生
じ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
結
論
を
下
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
そ

の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
折
衷
的
な
解
釈
が
無
難
な
と
こ
ろ
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
大
堰
の
地
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
は
、

夫
婦
間
で
の
情
報
の
共
有
の
可
能
性
か
ら
す
れ
ば
、
尼
君
で
も
入
道
で
も
あ
り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
最
初
に
見
た
「
思
ひ
出
で

て
」
の
主
体
の
解
釈
が
揺
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
宿
守
と
の
会
話
部
分
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
融
合
視
点
的
な
語
り
口
と
は
質
を
異
に
し
て
、
直
接
話
法
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
強

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、（
Ｂ
）
の
部
分
に
つ
い
て
、
全
集
頭
注
が
「
入
道
は
、
態
度
を
一
変
し
、
や
や
高
飛
車
に
命
令
的
な

口
調
に
な
る
」
と
す
る
。
入
道
か
否
か
は
措
く
と
し
て
も
、
こ
こ
で
の
会
話
の
呼
吸
を
読
み
取
る
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
（（
Ａ
）
を
尼
君

の
発
言
と
し
た
『
孟
津
抄
』
が
、（
Ｂ
）
を
入
道
の
発
言
と
解
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
呼
吸
を
感
知
し
た
か
ら
か
と
思
わ
れ
る
）。
入
道
で
あ
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れ
、
尼
君
で
あ
れ
、
あ
る
人
物
が
明
確
な
意
思
を
持
っ
て
発
話
し
て
い
る
場
面
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
話
主
を

漠
然
と
「
明
石
の
人
」「
明
石
の
側
」
と
す
る
解
釈
や
、
尼
君･

入
道
二
人
あ
わ
せ
た
折
衷
的
な
解
釈
は
そ
ぐ
わ
な
い
気
も
す
る
。

こ
の
よ
う
に
様
々
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、
入
道
か
尼
君
か
の
あ
い
だ
で
、
注
釈
史
の
判
断
も
揺
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
現
代
注
が
採
用
し
て
き
た
入
道
説
の
拠
り
所
を
確
か
め
て
お
こ
う
。

（
Ａ
）
の
部
分
の
「
世
の
中
を
今
は
と
思
ひ
は
て
て
」、（
Ｃ
）
の
「
す
べ
て
世
の
中
を
棄
て
た
る
身
」
は
と
も
に
、
入
道
を
指
す
も
の
と

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
入
道
の
道
心
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
物
語
の
な
か
で
何
度
も
強
調
さ
れ
て
き
た
。
か
つ
て
「
今
は
と
世
を

離
れ
は
べ
り
に
し
身
な
れ
ど
も
」（
明
石　

二
五
八
）
と
入
道
自
身
も
述
べ
て
い
た
。
た
だ
、
尼
君
の
ほ
う
も
こ
の
あ
と
で
、「
捨
て
は
べ
り

し
世
を
」（
松
風　

四
〇
二
）
と
述
べ
る
箇
所
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
遡
ら
せ
て
み
る
な
ら
、
尼
君
を
指
す
と
取
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

（
Ｂ
）
の
部
分
の
、「
何
か
。」
以
下
の
口
調
は
ど
う
か
。
先
に
見
た
よ
う
に
全
集
頭
注
が
「
や
や
高
飛
車
に
命
令
的
な
口
調
」
を
読
み
取

り
、
入
道
を
発
言
の
主
体
と
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
た
ち
も
確
か
に
男
性
的
な
口
調
と
し
て
読
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た

だ
、
こ
こ
で
じ
っ
く
り
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
が
尼
君
の
口
か
ら
出
た
言
葉
で
は
な
い
と
、
は
た
し
て
言
い
切
れ
る
か
と
の
迷
い
が
生
じ
な

く
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
尼
君
の
話
し
方
も
時
と
し
て
、「
や
や
高
飛
車
に
」
な
る
こ
と
が
な
く
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
入
道

を
批
判
す
る
時
の
、「
あ
な
か
た
は
や
」「
な
ど
か
」（
須
磨　

二
〇
二
）
と
い
う
口
調
や
、
明
石
の
君
の
悩
み
に
対
し
て
「
あ
ぢ
き
な
し
」

（
薄
雲　

四
一
九
）
と
言
い
放
つ
と
こ
ろ
な
ど
、
尼
君
の
毅
然
と
し
た
物
言
い
も
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
入
道
説
に

つ
い
て
も
、
万
全
と
は
言
い
切
れ
な
い
気
も
し
て
く
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
古
注
の
多
く
は
な
ぜ
尼
君
を
主
体
と
見
た
の
か
。
角
度
を
変
え
て
、
そ
れ
ら
古
注
の
尼
君
説
の
根
拠
を
推
し
量
っ
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
大
堰
の
地
が
尼
君
の
伝
領
地
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
重
く
み
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
か
り

に
、
そ
れ
が
尼
君
の
伝
領
地
で
は
な
く
、
入
道
の
伝
領
地
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
古
注
も
あ
え
て
尼
君
を
交
渉
方
と
見
な
し
た
か
ど
う
か
。
女
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性
の
伝
領
と
い
う
こ
と
を
勘
案
す
る
ゆ
え
に
、
普
通
な
ら
家
長
で
あ
る
入
道
が
交
渉
役
を
務
め
る
と
解
す
る
と
こ
ろ
を
、
妻
の
尼
君
と
し
た

か
と
も
推
測
さ
れ
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

（
Ａ
）
の
解
釈
の
揺
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
た
う
え
で
、
あ
わ
せ
て
英
訳
・
仏
訳
を
参
照
す
る
。

●
（
Ａ
）
の
「
世
の
中
を
今
は
と
思
ひ
は
て
て
」
の
主
体
と
、
全
体
の
発
話
主
体

・「
明
石
の
上
の
心
也
」　
『
細
流
抄
』『
明
星
抄
』

　
　
　
　

◇

・「
母
君
の
宿
守
に
対
し
て
い
ふ
詞
也
。」　
『
萬
水
一
露
』

　
　

・「
こ
れ
よ
り
明
石
の
尼
詞
也
」　
『
孟
津
抄
』

・「
私
是
よ
り
明
石
上
の
母
の
宿
守
に
云
心
詞
歟
…
…
秘
ノ
義
不
審
」　
『
岷
江
入
楚
』

　
　
　
　

◇

・「
是
よ
り
明
石
入
道
の
詞
也
。」　
『
湖
月
抄
』　　

↓
現
代
注

・「「（
明
石
）
入
道
詞
」（『
承
応
版
本　

傍
注
』、「
母
君
の
宿
守
に
か
た
る
詞
」（
万
水
一
露
）
と
も
解
せ
る
」（
新
大
系
）

﹇
英
訳
﹈

　

・（
ウ
エ
ィ
リ
ー
訳
）they

（w
e

）

　
　
　

＊
こ
こ
で
も
前
段
と
同
じ
く
、
複
数
主
体
を
立
て
て
い
る
。

　

・（
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
）he

（I

）
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＊
前
段
と
同
じ
く
、
単
数
主
体
（
入
道
）
を
発
話
主
体
と
見
て
い
る
。

　

・（
タ
イ
ラ
ー
訳
）the N

ovice

（I

）

　
　
　

＊
前
段
で
は
複
数
主
体
を
立
て
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
単
数
主
体
（
入
道
）
を
発
話
主
体
と
見
て
い
る
。

﹇
仏
訳
﹈

　

・（
シ
フ
ェ
ー
ル
訳
）le pere

（je

）

　
　
　

＊
前
段
で
は
複
数
主
体
を
立
て
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
単
数
主
体
（
入
道
）
を
発
話
主
体
と
見
て
い
る

（
Ａ
）「
世
の
中
を
今
は
と
思
ひ
は
て
て
〜
」
の
発
話
主
体
に
つ
い
て
の
解
釈
の
流
れ
を
、
ま
と
め
て
お
く
。
古
注
釈
の
う
ち
の
『
細
流

抄
』『
明
星
抄
』
で
は
、
明
石
の
君
（
上
）
を
発
話
主
体
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、『
萬
水
一
露
』『
孟
津
抄
』『
岷
江
入
楚
』
に
な
る
と
、
明

石
の
母
尼
君
が
主
体
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
『
湖
月
抄
』
以
降
、
父
入
道
を
主
体
と
す
る
見
方
が
顕
著
と
な
り
、
現
代
注
に
至
っ

た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
あ
わ
せ
て
参
照
し
た
英
訳
・
仏
訳
で
は
、
前
段
で
複
数
主
体
を
立
て
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
段
で
は
現
代
注
の

傾
向
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
父
入
道
を
主
体
と
す
る
見
方
に
変
わ
っ
て
い
る
。
母
尼
君
を
主
体
と
す
る
見
方
が
見
ら
れ
な
い
こ

と
は
、
前
段
同
様
で
あ
る
。

続
い
て
（
Ｂ
）
の
部
分
の
発
話
主
体
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
見
做
さ
れ
て
き
た
か
を
、
以
下
に
一
覧
す
る
。

●
（
Ｂ
）
の
「
何
か
。
〜
」
の
発
話
主
体

・『「
あ
ま
き
み
の
詞
也
」　
『
細
流
抄
』『
明
星
抄
』『
岷
江
入
楚
』『
萬
水
一
露
』
↓
「
思
ふ
」
の
主
体
も
尼
君
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◇

・「
入
道
の
詞
」　
『
孟
津
抄
』（『
源
氏
物
語
新
釈
』
も
入
道
と
取
る
）　　

↓
現
代
注

・「
細
抄
、
尼
公
詞
、
孟
入
道
詞
云
々
。
若
尼
公
い
ふ
べ
き
詞
を
、
入
道
の
い
へ
る
に
や
」『
湖
月
抄
』

　

↓
新
大
系
へ

﹇
英
訳
﹈

　

・（
ウ
エ
ィ
リ
ー
訳
）he

（I

）

　
　
　

＊
前
段
で
は
、
複
数
の
発
話
主
体they

（w
e

）
で
訳
し
て
い
た
の
が
、
こ
こ
で
は
単
数
主
体
（
入
道
）
に
変
え
て
い
る
。

　

・（
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
）?

（I

） 

　
　
　

＊ 

発
話
主
体
は
明
記
し
な
い
が
、
前
段
でhe

を
立
て
て
い
る
の
で
、
こ
こ
も
同
じ
く
入
道
を
発
話
主
体
と
す
る
と
み
ら

れ
る
。

　

・（
タ
イ
ラ
ー
訳
）?

（I

）

　
　
　

＊ 

発
話
主
体
は
明
記
し
な
い
が
、
前
段
でhe
を
立
て
て
い
る
の
で
、
こ
こ
も
同
じ
く
入
道
を
発
話
主
体
と
す
る
と
み
ら

れ
る
。

﹇
仏
訳
﹈

　

・（
シ
フ
ェ
ー
ル
訳
）?

（nous

）    

　
　
　

＊ 

発
話
主
体
を
明
記
し
な
い
。
前
段
で
はle pere

を
発
話
主
体
と
し
て
、
発
言
内
容
の
主
語
は
（je

）
と
し
て
い
た
の

に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
発
話
主
体
を
入
道
の
ま
ま
、
発
言
内
容
の
主
語
を
複
数
（nous

）
と
す
る
か
。
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（
Ｂ
）「
何
か
〜
」
の
発
話
主
体
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
お
く
。『
細
流
抄
』
以
下
の
古
注
釈
で
は
お
お
む
ね
母
尼
君
説
に
立
つ
が
、『
孟
津

抄
』
だ
け
が
入
道
説
に
切
り
替
わ
る
。
さ
ら
に
『
湖
月
抄
』
も
前
段
同
様
、
両
論
併
記
な
が
ら
、
入
道
説
を
支
持
す
る
よ
う
に
読
め
る
。
現

代
注
は
こ
こ
で
も
入
道
説
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
（
新
大
系
の
み
両
論
併
記
）。

ま
た
あ
わ
せ
て
参
照
し
た
英
訳
・
仏
訳
は
、
ほ
ぼ
入
道
説
に
傾
い
て
い
る
こ
と
も
解
か
る
。

　

続
く
（
Ｃ
）
の
部
分
に
関
し
て
は
ど
う
な
る
か
を
、
以
下
に
一
覧
す
る
。

●
（
Ｃ
）
の
「
こ
こ
に
知
る
ま
じ
。
〜
」
の
発
話
主
体

・「
あ
ま
き
み
の
詞
也
」　
『
細
流
抄
』『
明
星
抄
』『
萬
水
一
露
』『
岷
江
入
楚
』

―
―

　『
萬
水
一
露
』
は
、「
知
る
ま
じ
」
の
主
体
を
「
母
君
」
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
「
受
け
取
り
て
」
に
つ
い
て
も
、「
母
君
よ

り
」
宿
守
が
受
け
取
っ
た
と
解
す
る
。

　
　
　
　

◇

・「
明
石
入
道
の
詞
也
」　
『
孟
津
抄
』（『
源
氏
物
語
新
釈
』
も
同
じ
）。　

↓
現
代
注

 

「
入
道
方
の
言
」（
新
大
系
）

﹇
英
訳
﹈

　

・（
ウ
エ
ィ
リ
ー
訳
）the old recluse

（he

）    

＊
前
段
と
同
じ
く
、
入
道
主
体
。

　

・（
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
）?

（I

）

　
　
　

＊
発
話
主
体
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
前
段
と
同
じ
く
、
入
道
主
体
と
み
ら
れ
る
。
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・（
タ
イ
ラ
ー
訳
）he

（I

）

　
　
　

＊ 

発
話
主
体
は
明
記
し
な
い
が
、his m

ention

と
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、he

す
な
わ
ち
入
道
を
主
体
と
す
る
と

見
ら
れ
る
。

﹇
仏
訳
﹈

　

・（
シ
フ
ェ
ー
ル
訳
）（je

）　　
　
　
　
　

　
　
　

＊ 

発
話
主
体
を
明
記
し
な
い
。
前
段
で
は
発
話
主
体
を
入
道
の
ま
ま
、
発
言
内
容
の
主
語
を
複
数
（nous

）
に
変
え
た

も
の
を
、
発
言
内
容
の
主
語
は
再
び
単
数
（je

）
に
戻
す
。

（
Ｃ
）「
こ
こ
に
知
る
ま
じ
〜
」
の
発
話
主
体
に
つ
い
て
の
解
釈
の
流
れ
を
ま
と
め
て
お
く
。『
細
流
抄
』
以
下
の
古
注
釈
で
は
、
や
は
り

母
尼
君
を
発
話
主
体
と
し
、
と
く
に
『
萬
水
一
露
』
は
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
が
、『
孟
津
抄
』
さ
ら
に
は
『
源
氏
物
語
新
釈
』
で

は
入
道
説
に
傾
き
、
現
代
注
も
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
形
と
な
っ
て
い
る
（
新
大
系
は
「
入
道
方
」
と
す
る
）。

あ
わ
せ
て
参
照
し
た
英
訳
・
仏
訳
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
や
は
り
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
こ
の
場
面
は
お
お
む
ね
入
道
主
体
説
に
立
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
（
Ｂ
）（
Ｃ
）
を
と
お
し
て
の
英
訳
・
仏
訳
で
は
、
入
道
説
に
一
本
化
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
翻
訳
上
の
揺
れ
は
翻
訳
の
問
題
に
の
み
帰
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
、
日
本
の
注
釈
史
の
流
れ
そ
の

も
の
が
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
場
面
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
連
し
て
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
右
の
場
面
に
み
た
「
こ
こ
に
知
る
ま
じ
」
の
「
こ
こ
」
の
解
釈

で
あ
る
。
か
つ
て
森
野
宗
明
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
の
女
性
語
の
例
に
言
及
す
る
な
か
で
、
女
性
の
一
人
称
の
語
彙
と
し
て
の
「
こ
こ
」
に

注
目
し
つ
つ
、
当
該
場
面
の
「
こ
こ
」
に
つ
い
て
は
例
外
と
み
な
し
て
い
た⑪
。
お
そ
ら
く
森
野
氏
も
、
こ
の
場
面
の
発
話
主
体
を
入
道
と
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す
る
立
場
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
り
に
多
く
の
古
注
釈
に
な
ら
っ
て
当
該
場
面
の
発
話
主
体
を
尼
君
と
み
る
な
ら
ば
、

右
の
場
面
の
「
こ
こ
」
も
、
森
野
氏
の
分
類
す
る
女
性
語
第
一
人
称
と
す
る
可
能
性
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か⑫
。
つ
ま
り
一
連
の

場
面
に
つ
い
て
古
注
釈
の
多
く
が
、
尼
君
を
主
体
と
し
た
こ
と
の
蓋
然
性
を
顧
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

も
う
一
度
整
理
し
て
お
く
と
、
一
連
の
場
面
を
め
ぐ
る
解
釈
の
揺
れ
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
宿

守
と
の
対
話
の
主
体
に
つ
い
て
は
、
古
注
釈
の
う
ち
の
『
細
流
抄
』『
明
星
抄
』
で
は
、
明
石
の
君
（
上
）
を
発
話
主
体
と
し
て
い
た
の
が
、

『
萬
水
一
露
』『
孟
津
抄
』『
岷
江
入
楚
』
に
な
る
と
、
母
尼
君
説
が
主
流
と
な
る
。
な
か
で
も
『
萬
水
一
露
』
が
尼
君
説
を
強
調
す
る
の
が

目
立
っ
た
。『
孟
津
抄
』『
岷
江
入
楚
』『
湖
月
抄
』
で
は
両
論
併
記
的
な
姿
勢
を
見
せ
つ
つ
、
入
道
説
に
傾
い
て
い
る
。
そ
の
傾
向
は
『
源

氏
物
語
新
釈
』
に
お
い
て
さ
ら
に
顕
著
と
な
り
、
入
道
説
は
現
代
注
の
主
流
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
現
代
注
の
な
か
で

も
新
し
い
新
大
系
で
は
、『
湖
月
抄
』
を
踏
ま
え
て
両
論
併
記
の
形
が
取
ら
れ
て
い
る
。
新
大
系
の
解
釈
が
、
尼
君･

入
道
を
と
も
に
主
体

と
す
る
見
方
を
示
唆
す
る
の
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

大
堰
山
荘
の
回
収
を
め
ぐ
っ
て
、
宿
守
と
交
渉
し
た
の
は
誰
か
。
現
代
注
の
多
く
が
採
用
す
る
入
道
説
に
つ
い
て
、
再
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
地
券
の
問
題
は
揺
る
が
せ
に
で
き
な
い
は
ず
だ
。
最
後
に
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
お
こ

う
。地

券
の
こ
と
は
、
先
に
み
た
（
Ｃ
）
の
部
分
に
語
ら
れ
て
い
た
。「
券
な
ど
は
こ
こ
に
な
む
あ
れ
ど
、
す
べ
て
世
の
中
を
棄
て
た
る
身
に

て
、
年
ご
ろ
も
か
く
訪
ね
知
ら
ぬ
を
、
そ
の
こ
と
も
い
ま
詳
し
く
し
た
た
め
む
」
と
あ
る
と
こ
ろ
だ
。
大
堰
の
地
の
地
券
を
所
有
し
て
い
る

こ
と
。
そ
れ
も
含
め
て
、
あ
ら
た
め
て
詳
細
に
文
書
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
内
容
は
、
中
務
宮
か
ら
の
伝
領
地
に

関
す
る
所
有
権
に
つ
い
て
の
、
き
わ
め
て
実
務
的
な
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
代
注
で
は
、
何
と
な
く
家
長
で
あ
る
入
道
が
事
に
当
た
っ
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た
も
の
と
読
ん
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
視
点
を
裏
返
せ
ば
、
古
注
の
多
く
が
あ
え
て
尼
君
と
し
た
の
は
、
現
代
注
と
は
逆
に
、
地
券
が

尼
君
の
所
有
で
あ
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

地
券
に
つ
い
て
は
第
一
節
で
、
二
条
院
の
地
券
を
紫
の
上
が
光
源
氏
か
ら
預
か
る
役
を
担
う
例
を
と
り
あ
げ
た
が
、
大
堰
山
荘
の
地
券
の

問
題
は
、
そ
れ
自
体
が
母
方
伝
領
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
点
が
重
要
だ
。
服
藤
早
苗
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
母
方
伝
領
に
関
し
て
、
夫
の

補
佐
は
あ
っ
て
も
、
家
妻
の
権
利
と
し
て
の
権
限
は
確
保
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う⑬
。
大
堰
の
山
荘
の
改
修
に
つ
い
て
、
こ
の
あ
と

家
司
の
手
配
を
は
じ
め
と
し
て
、
婿
の
立
場
か
ら
光
源
氏
も
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
様
が
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
尼
君
の
存
在

感
も
け
っ
し
て
小
さ
く
な
い
も
の
が
あ
る
。
改
修
後
の
山
荘
で
、
源
氏
と
尼
君
の
対
話
場
面
が
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
大
堰
の
地
の
伝
領

者
で
あ
る
尼
君
の
立
場
が
鮮
明
に
さ
れ
る
。

昔
物
語
に
、
親
王
の
住
み
た
ま
ひ
け
る
あ
り
さ
ま
な
ど
、
語
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
繕
は
れ
た
る
水
の
音
な
ひ
か
ご
と
が
ま
し
う
聞
こ
ゆ
。

　
　
　

す
み
な
れ
し
人
は
か
へ
り
て
た
ど
れ
ど
も
清
水
は
や
ど
の
あ
る
じ
顔
な
る

わ
ざ
と
は
な
く
て
言
ひ
消
つ
さ
ま
、
み
や
び
か
に
よ
し
と
聞
き
た
ま
ふ
。

　
　
　

い
さ
ら
ゐ
は
は
や
く
の
こ
と
も
忘
れ
じ
を
も
と
の
あ
る
じ
や
面
が
は
り
せ
る

あ
は
れ
」
と
う
ち
な
が
め
て
立
ち
た
ま
ふ
姿
に
ほ
ひ
、
世
に
知
ら
ず
と
の
み
思
ひ
き
こ
ゆ
。

 

（
松
風　

四
〇
三
）

「
親
王
」
す
な
わ
ち
中
務
宮
の
思
い
出
話
を
、
源
氏
は
尼
君
に
語
ら
せ
る
。
宮
が
大
堰
で
住
ん
で
い
た
様
子
な
ど
を
尼
君
に
話
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
か
つ
て
「
住
み
な
れ
し
人
」
で
あ
っ
た
立
場
で
、「
や
ど
の
あ
る
じ
顔
」
を
す
る
清
水
の
音
に
と
ま
ど
っ
て
い
る
と
の
、
歌
を
詠

む
尼
君
。
源
氏
は
そ
れ
を
受
け
て
、「
も
と
の
あ
る
じ
」
の
変
わ
り
よ
う
を
詠
む
。
尼
君
が
中
務
宮
の
血
筋
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
場
面
で

あ
ら
た
め
て
印
象
付
け
ら
れ
る
。
尼
君
の
歌
い
ぶ
り
を
「
み
や
び
か
に
よ
し
」
と
す
る
源
氏
の
評
価
も
、
尼
君
の
血
統
の
確
認
と
深
く
関
わ
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る
も
の
で
あ
ろ
う
。

古
注
の
多
く
が
尼
君
を
宿
守
と
の
交
渉
役
に
比
定
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
文
脈
を
重
視
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
も
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
古
注
の
解
釈
の
範
囲
で
は
、
姫
君
の
大
堰
へ
の
移
動
に
関
し
て
、
尼
君
が
相
応
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
中
務

宮
の
血
筋
と
い
う
抽
象
的
な
箔
付
け
に
加
え
て
、
実
際
的
な
役
割
に
お
い
て
も
、
尼
君
の
存
在
は
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
れ

ら
古
注
の
読
み
の
全
体
像
は
そ
の
よ
う
に
推
論
さ
れ
て
く
る
の
だ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
は
、
明
石
の
一
族
の
栄
華
を
蔭
で
支
え
る
役
割
と
し
て
、
姫
君
の
存
在
は
も
と
よ
り
、
父
の
入
道
の
悲
願
と
実
行
力
、
そ
し
て

明
石
の
君
の
犠
牲
的
な
姿
勢
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
古
注
の
解
釈
が
概
ね
右
に
推
測
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
尼
君

の
果
た
し
た
役
割
を
重
視
し
た
読
み
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
う
し
た
解
釈
の
揺
れ
に
つ
い
て
、
軽
々
に
判
断

す
る
こ
と
は
慎
ま
れ
る
が
、
古
注
の
投
げ
か
け
る
問
題
提
起
と
し
て
こ
れ
を
受
け
止
め
、
さ
ら
に
今
後
の
課
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
そ
の

意
味
で
、
新
大
系
の
施
注
は
問
題
定
義
的
で
あ
る
）。
あ
わ
せ
て
女
性
の
伝
領
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
も
、
な
お
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ
て

い
よ
う⑭
。

さ
ら
に
本
稿
で
わ
ず
か
な
が
ら
参
照
し
た
ご
と
く
、
英
訳
・
仏
訳
の
翻
訳
も
ま
た
、
日
本
の
古
注
釈
か
ら
現
代
注
へ
の
注
釈
史
の
流
れ
を

踏
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
揺
れ
を
示
し
て
い
た
。
一
般
化
し
て
い
う
な
ら
、
日
本
の
注
釈
史
に
み
る
揺
れ
と
、
外
国
語
圏
に
お
け
る

翻
訳
の
揺
れ
は
、〈
解
釈
〉
な
る
も
の
が
地
域
や
時
代
の
垣
根
を
越
え
た
、
答
え
の
な
い
営
み
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
見
た
の
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
解
釈
に
関
わ
る
揺
れ
で
あ
り
、
現
代
の
読
み
の
妥
当
性
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
今

後
さ
ら
に
、
考
察
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

― 251 ―



（ 23 ）

【
注
】

①
平
安
朝
の
物
語
に
お
け
る
正
妻
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
木
村
香
織
「
源
氏
物
語
の
婚
姻
と
内
親
王
降
嫁
の
持
つ
意
味
」（『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語　

紫
上
』
勉
誠
出
版
、
二

〇
〇
五
）
に
お
い
て
法
制
論
的
な
立
場
に
よ
る
研
究
史
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
歴
史
学
的
な
見
解
と
し
て
、
服
藤
早
苗
「
源
氏
物
語
の
妻
の
座
」（『
む
ら
さ
き

　

四
三
』
二
〇
〇
八
）
が
参
照
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
園
明
美
「
紫
上
の
裳
着　

妻
妾
論
と
の
関
わ
り
か
ら
」『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語　

紫
上
』（
前
掲
）
の
立
場
に
共
鳴
し
、

物
語
の
世
界
は
法
制
や
歴
史
の
現
実
と
は
異
次
元
の
時
空
と
し
て
仮
構
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
た
い
。

　
　

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
松
風
巻
の
分
析
は
、
拙
稿
「
源
氏
物
語
の
〈
家
〉
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（『
講
座
源
氏
物
語
研
究
第
九
巻　

現
代
文
化
と
源
氏
物
語
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇

八
）
を
基
に
し
て
い
る
。

②
増
田
繁
夫
『
源
氏
物
語
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
、
一
五
二
頁
。

③
胡
潔
『
平
安
貴
族
の
婚
姻
慣
習
と
源
氏
物
語
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
、
三
七
三
頁
。

④
拙
稿
「
王
朝
の
家
と
鏡

　

―
―

　

か
ぐ
や
姫
・
落
窪
姫
君
か
ら
」（『
女
と
子
ど
も
の
王
朝
史
』
森
話
社
、
二
〇
〇
七
）。
服
藤
早
苗
「
王
朝
貴
族
の
邸
宅
と
女
性
」（『
想
像
す
る
平
安
文

学　

7　

系
図
を
読
む
＊
地
図
を
読
む
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
）
も
参
照
。

⑤
拙
稿
「
光
源
氏
の
元
服
・
結
婚
―
盃
酌
歌
と
賀
の
時
空
か
ら
」『
源
氏
物
語
の
始
発

　

―
―

　

桐
壺
巻
論
集
』
竹
林
社
、
二
〇
〇
六
。
同
「
賀
歌

　

―
―

　

盃
酌
歌
と
賀
の
時
空
」『
源
氏
物

語
と
和
歌
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
七
。

⑥
拙
著
『
源
氏
物
語
批
評
』
有
精
堂
、
一
九
九
五
。
同
『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕

　

―
―

　

王
朝
文
化
史
論
』
立
教
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
。

⑦
拙
稿
「
明
石
の
君

　

―
―

　

后
を
「
産
み
出
で
た
る
」
女
性
」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
四･

八
。

⑧
浅
尾
広
良
『
源
氏
物
語
の
准
拠
と
系
譜
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
。

⑨
同
右
。

⑩
参
考
ま
で
に
記
す
と
、
い
ま
見
た
（
Ｃ
）
の
引
用
に
続
く
部
分
に
源
氏
の
思
惟
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
の
主
体
の
認
定
に
つ
い
て
も
諸
注
間
で
揺
れ
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
　

 

か
や
う
に
思
ひ
寄
る
と
も
知
り
た
ま
は
で
、
上
ら
む
こ
と
を
も
心
う
が
る
も
心
得
ず
思
し
、
若
君
の
さ
て
つ
く
づ
く
と
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
後
の
世
に
人
の
言
ひ
伝
へ
ん
、
い

ま
一
際
人
悪
き
瑕
に
や
、
と
思
ほ
す
に
、
造
り
出
で
て
ぞ
、「
し
か
じ
か
の
と
こ
ろ
を
な
む
思
ひ
出
で
た
る
」
と
聞
こ
え
さ
せ
け
る
。
人
に
ま
じ
ら
は
む
こ
と
を
、
苦
し
げ
に
の

み
も
の
す
る
は
、
か
く
思
ふ
な
り
け
り
、
と
心
得
た
ま
ふ
。
口
惜
し
か
ら
ぬ
心
の
用
意
か
な
と
、
思
し
な
り
ぬ
。

 

（
松
風
三
九
〇
〜
三
九
一
）

　

右
の
源
氏
の
思
惟
に
お
け
る
「
思
ひ
寄
る
ら
ん
」「
思
ひ
出
で
た
る
」
の
主
体
に
つ
い
て
、「
母
君
」（『
萬
水
一
露
』）、「
明
石
の
入
道
」（『
孟
津
抄
』）
と
い
っ
た
古
注
釈
の
揺
れ

か
ら
、
現
代
注
で
は
入
道
説
が
主
流
に
な
る
傾
向
が
窺
え
る
（
新
大
系
が
「
明
石
側
が
」
と
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
注
釈
史
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
の
工
夫
で
あ
ろ
う
）。

⑪
森
野
宗
明
『
王
朝
貴
族
社
会
の
女
性
と
言
語
』
有
精
堂
、
一
九
七
五
。

⑫
こ
の
場
面
の
「
こ
こ
」
を
女
性
語
第
一
人
称
と
す
る
と
、
そ
の
翻
訳
に
は
困
難
さ
が
伴
う
。
現
行
の
翻
訳
で
は
英
訳
・
仏
訳
と
も
に
、here

・ici

と
い
っ
た
指
示
代
名
詞
が
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
不
十
分
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
翻
訳
の
難
し
さ
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
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⑬
服
藤
早
苗
『
平
安
朝　

女
の
生
き
方
』
小
学
館
、
二
〇
〇
四
。
女
性
の
伝
領
問
題
に
関
わ
っ
て
は
、『
落
窪
物
語
』
の
地
券
と
鏡
の
描
写
が
参
考
に
な
る
。
小
嶋
「
王
朝
の
家
と
鏡

　

―
―

　

か
ぐ
や
姫
・
落
窪
姫
君
か
ら
」
女
と
子
ど
も
の
王
朝
史
』
森
話
社
、
二
〇
〇
七
。

⑭
文
学
に
お
け
る
伝
領
に
関
す
る
考
察
と
し
て
は
、
新
田
孝
子
『
大
和
物
語
の
婚
姻
と
第
宅
』
風
間
書
房
、
一
九
九
八
。

＊
本
稿
に
挙
げ
た
古
注
釈
・
翻
訳
は
以
下
の
と
お
り
。

『
細
流
抄
』：
伊
井
春
樹
編
『
内
閣
文
庫
本　

細
流
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
七
巻
、
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
／
『
明
星
抄
』：
中
野
幸
一
編
『
明
星
抄　

雨
夜
談
抄　

種
玉
編
次

抄
』
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
第
四
巻
、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
〇
／
『
萬
水
一
露
』
伊
井
春
樹
編
『
萬
水
一
露
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
二
五
巻
、
桜
楓
社
、
一
九
九
二
／
『
孟
津

抄
』：
野
村
精
一
編
『
孟
津
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
四̃

六
巻
、
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
〜
八
二
／
『
岷
江
入
楚
』：
』
伊
井
春
樹
編
『
萬
水
一
露
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
十
一
〜

十
五
巻
、
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
〜
八
四
／
『
湖
月
抄
』：
有
川
武
彦
校
訂
『
源
氏
物
語　

湖
月
抄　

上
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
二
／
賀
茂
真
淵
全
集
第
十
四
巻
『
源
氏
物
語
新

釈
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
二
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