
近
世
後
期
に
お
け
る
平
安
朝
物
語
の
図
説
化

ｌ
装
束
関
連
の
耆
を
中
心
に
Ｉ

要
旨
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
は
、
「
源
氏
物
語
」
を
中
心
と
し
た
平
安
朝
文
学
に
あ
ら
わ
れ
る
、
装
束
・
調
度
・
建
築
等
を
図
で
示
し
、
注

解
を
施
し
た
書
が
多
く
著
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
中
で
も
特
に
装
束
関
連
の
図
説
書
に
注
目
し
、
江
戸
後
期
に
成
立
し
た
「
源
氏
装
束
図
非１

式
文
化
考
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）
、
及
び
「
源
語
図
式
抄
」
（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
）
を
、
そ
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
紹
介
す
る
。
｜

一
条
飛
良
の
「
花
鳥
余
情
」
と
い
う
、
「
源
氏
物
語
」
の
注
釈
書
で
あ
り
な
が
ら
、
平
安
朝
装
束
に
関
す
る
有
職
故
実
書
的
な
性
質
を
も
つ
書
が

現
わ
れ
て
以
降
、
特
に
「
源
氏
物
語
」
を
素
材
と
し
、
平
安
朝
の
装
束
・
訓
度
に
特
化
し
た
神
を
再
編
し
よ
う
と
い
う
肋
き
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
の
典
型
的
な
例
の
一
つ
と
し
て
、
江
戸
中
期
に
著
さ
れ
た
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
近
世
後
期
に
至
る
と
、
こ
の
「
源

氏
男
女
装
束
抄
」
に
触
発
さ
れ
、
こ
れ
を
す
す
め
て
「
源
氏
物
語
」
の
装
束
を
図
説
し
た
書
が
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
「
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」

で
あ
り
、
「
源
語
図
式
抄
』
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
更
に
、
近
世
後
期
か
ら
末
期
の
有
職
故
実
家
、
松
岡
行
義
、
斎
藤
彦
麿
の
業
績
に
触
れ
、
こ
の
時
期
が
平
安
朝
物
語
図
説

の
雌
朧
期
的
様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

森
田
直
美



江
戸
時
代
後
期
に
は
、
『
源
氏
物
語
」
を
中
心
と
し
た
平
安
朝
文
学
を
材
と
し
て
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
、
装
束
・
調
度
・
建
築
等
の

図
を
呈
し
、
注
解
を
施
す
、
す
な
わ
ち
「
図
説
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
た
書
が
多
数
あ
ら
わ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
「
図
説
化
」
と

い
う
現
象
に
注
目
し
、
そ
う
し
た
書
が
生
成
さ
れ
る
一
端
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず

中
世
成
立
の
「
源
氏
物
語
」
古
注
釈
に
端
を
発
し
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
物
語
中
の
装
束
に
特
化
し
た
有
職
故
実
書
が
記
さ
れ
て

ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
触
れ
、
次
に
、
そ
の
中
世
の
「
装
束
抄
」
が
、
や
が
て
近
世
に
お
い
て
「
平
安
朝
物
語
の
図
説
化
」
と
い
う
現
象
に

立
ち
至
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
著
書
を
数
点
取
り
上
げ
、
そ
の
生
成
の
契
機
と
な
っ
た
文
献
や
出
典
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
紹
介
し
た
文
献
の
成
立
期
や
、
成
立
の
場
を
推
し
は
か
る
べ
く
、
近
世
後
期
に
お
け
る
「
平
安
朝
物
語
の
図
説
化
」
を

語
る
上
で
、
お
そ
ら
く
最
も
注
目
す
べ
き
人
物
で
あ
る
、
松
岡
行
義
・
斎
藤
彦
麿
の
著
作
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

で
は
ま
ず
、
中
世
の
「
源
氏
」
古
注
釈
か
ら
、
装
束
学
に
特
化
し
た
有
職
故
実
書
が
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
先
行

研
究
に
委
ね
る
部
分
が
大
き
い
が
、
確
認
し
て
ゆ
く
。

中
世
に
成
立
し
た
「
源
氏
物
語
」
古
注
釈
の
中
で
、
特
に
「
装
束
に
関
す
る
記
述
」
に
注
目
し
た
場
合
、
真
っ
先
に
名
前
が
挙
が
る
の
は
、

「
花
鳥
余
情
」
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
一
面
有
職
故
実
書
的
な
性
質
を
携
え
た
『
花
鳥
余
情
」
に
関
す
る
武
井
和
人
氏
の
論
（
注
①
）
を
引
用

は
じ
め
に

｜
条
兼
良
か
ら
「
源
語
装
束
抄
」
「
源
氏
物
語
装
束
抄
」
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
へ
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醜
の
装
束
記
事
を
基
と
し
て
、
室
町

識
る
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
が
作
偽

物朝
基
に
、
兼
良
の
子
息
・
一
条
冬
目

安評
材
と
し
て
、
古
代
装
束
を
学
ぼ
う

寸郷
ま
た
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な

一
｝鯏

識
の
参
考
と
し
て
、
「
源
氏
男
女
」

後世
私
に
濁
点
・
句
読
点
を
施
し
た
）
・

近

武
井
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
「
花
鳥
余
情
」
は
、
他
の
ど
の
「
源
氏
』
古
注
釈
よ
り
も
、
作
中
装
束
に
関
し
て
多
数
、
か
つ
詳

細
な
解
説
を
施
し
、
あ
る
種
「
古
代
装
束
の
解
説
書
」
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
花
鳥
余
情
」
の
性
質
に
影
響
を
受
け
、
諾２

こ
こ
か
ら
装
束
に
特
化
し
た
書
を
再
編
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
、
中
世
・
近
世
を
通
し
て
見
ら
れ
る
。
小
川
陽
子
氏
は
（
注
②
）
、
「
花
鳥
余
情
」
司

の
装
束
記
事
を
基
と
し
て
、
室
町
中
期
の
連
歌
師
・
肖
柏
作
と
目
さ
れ
る
「
源
氏
物
語
装
束
抄
」
や
、
室
町
後
期
の
連
歌
師
・
宗
碩
に
よ

る
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
が
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、
兼
良
の
「
花
鳥
余
情
」
以
外
の
著
作
に
記
さ
れ
た
装
束
に
関
す
る
記
述
を

基
に
、
兼
良
の
子
息
・
一
条
冬
良
が
「
源
語
装
束
抄
」
を
記
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
源
氏
物
語
」
を
素

材
と
し
て
、
古
代
装
束
を
学
ぼ
う
と
す
る
動
き
の
源
は
、
一
条
兼
良
の
著
作
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
平
安
朝
物
語
を
素
材
と
し
て
、
古
代
装
束
へ
の
理
解
を
促
す
書
」
が
生
成
さ
れ
る
際
の
、
書
き
手
の
意

識
の
参
考
と
し
て
、
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
享
保
二
年
版
に
附
さ
れ
た
、
連
歌
師
・
昌
億
の
序
の
一
部
を
挙
げ
て
お
く
（
読
解
の
便
宜
上
、

し
た
い
（
以
下
、
本
稿
に
掲
出
す
る
先
行
研
究
論
文
、
及
び
有
職
故
実
書
本
文
の
傍
線
は
、
全
て
筆
者
に
よ
る
）
。

た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
更
に
い
へ
ぱ
、
実
は
、
「
花
鳥
余
情
」
で
兼
良
が
試
み
た
対
象
は
、
「
源
語
」
の
み
で
は
な
く
、
古
代
世
界

総
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
も
こ
の
性
格
が
「
花
鳥
余
情
」
の
み
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
恐
ら
く
な
く
、
兼
良
学
全
般
を
覆

ふ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
予
感
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
「
花
鳥
余
情
」
に
お
い
て
よ
り
先
鋭
に
表
出
し
た
だ
け
な
の
だ
ら
う
。

匡
汐
柾
１
４
‐
。
。
へ



こ
の
よ
う
に
序
に
記
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
象
徴
的
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
一
条
兼
良
の
源
氏
学
の
内
、
「
物
語
を
読
解
す
る
た
め
」
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
有
職
を
学
ぶ
た
よ
り
」
と
し
て
、
こ
れ
に
資
す
る
部
分
だ
け
が
抄
出
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
装
束
抄
が
記
さ
れ
、
享

受
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
背
景
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
本
稿
が
注
目
す
る
「
平
安
朝
物
語
に
あ
ら
わ
れ
る
装
束
の
図
説
化
」
も
、
そ
の
発
生
の
淵
源
の
一
端
に
は
、
兼
良
の
学
問
が
あ

る
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
、
『
源
氏
物
語
」
の
装
束
を
図
解
し
た
二
つ
の
書
は
、
い
ず
れ
も
『
源
氏
男
女
装
束
抄
」

に
触
発
さ
れ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
順
に
確
認
し
て
ゆ
く
。

て
指
摘
し
て
ゆ
く
。

ま
ず
、
国
文
学
一

さ
て
、
川
文
学
研
究
資
料
館
・
日
本
古
典
籍
総
合
Ⅱ
録
Ｄ
Ｂ
の
検
索
を
元
に
、
「
源
氏
物
語
」
を
素
材
と
し
、
特
に
装
束
に
販
点
を
俄
い

て
図
説
を
試
み
た
排
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
と
、
「
源
語
図
式
抄
」
で
あ
る
。
以
下
、

こ
の
両
替
に
提
示
さ
れ
て
い
る
図
像
の
出
典
を
確
認
し
、
ま
た
本
文
内
容
か
ら
、
こ
の
二
書
の
生
成
を
促
し
た
と
思
わ
れ
る
文
献
に
つ
い

こ
、
に
壺
井
義
知
、
官
職
の
故
実
を
こ
の
む
あ
ま
り
、
碩
翁
の
抄
出
せ
る
将
の
、
ち
に
か
さ
ね
て
事
を
つ
き
、
猶
あ
ま
れ
る
を
上

に
し
る
し
て
色
あ
ひ
し
ざ
ま
を
く
は
し
く
あ
ら
は
せ
り
。
ま
こ
と
に
こ
の
物
が
た
り
を
も
て
あ
そ
ぶ
人
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
有
し

ょ
く
を
ま
な
ぶ
る
た
よ
り
に
も
な
ら
ん
か
し
。

国
文
学
研
究
資
料
館
・
初
雁
文
庫
蔵
の
「
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
（
初
雁
吃
‐
叫
図
像
①
）
か
ら
見
て
ゆ
き
た
い
（
注
③
）
。

作
中
装
束
図
説
化
の
一
端
ｌ
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
か
ら
「
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
「
源
語
図
式
抄
」
へ
Ｉ

-124-



近世後期における平安朝物語の図説化

本
書
は
、
も
と
は
上
下
巻
、
も
し
く
は
上
中
下
巻
一
組
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
初
雁
文
庫
が
所
蔵
す
る
も
の
は
下
巻
の
み
の
残
閥

本
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
基
本
的
な
書
誌
情
報
を
掲
げ
る
。

現
在
、
初
雁
文
庫
以
外
に
確
認
で
き
る
伝
本
と
し
て
は
、
東
海
大
学
桃
園
文
庫
本
が
あ
る
。
し
か
し
桃
園
文
庫
本
は
、
初
雁
文
庫
本
を

字
形
ま
で
似
せ
て
忠
実
に
写
し
た
臨
模
本
で
、
や
は
り
下
巻
部
分
の
み
し
か
存
在
し
な
い
。
桃
園
文
庫
本
に
は
、
「
源
氏
装
束
文
化
考
（
西

一
書
誌
】

袋
綴
一
冊
（
下
巻
の
み

二
四
．
一
×
一
六
．
八
ｍ

墨
付
二
三
丁
、
遊
紙
な
し

胡
桃
染
色
地
唐
花
唐
草
文
様
表
紙

袋
綴
一
冊
（
下
巻
の
み
の
残
間
本
）

図①

‐
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傍
線
部
を
中
心
に
内
容
を
確
認
す
る
と
、
こ
の
著
者
は
、
『
源
氏
物
語
」
を
扱
う
注
釈
書
が
多
く
存
在
す
る
中
に
、
連
歌
師
昌
億
の
「
源

氏
装
束
抄
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
も
の
の
、
装
束
の
名
を
挙
げ
る
の
み
で
、
そ
の
形
状
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
、
更
に
、
「
小

桂
」
を
例
に
挙
げ
、
そ
の
注
解
の
不
正
確
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
装
束
図
式
」
と
い
う
書
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、

下
本
こ
「
初
雁
文
庫
本
か
」
と
書
い
た
、
メ
モ
書
き
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
西
下
経
一
氏
、
も
し
く
は
そ
の
周
辺
人
物
に
よ

っ
て
写
さ
れ
た
新
写
本
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
と
い
う
書
を
完
全
な
形
で
伝
え
る
伝
本
は
現
在

の
と
こ
ろ
確
認
で
き
ず
、
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

し
か
し
、
残
っ
た
の
が
下
巻
と
い
う
こ
と
で
、
巻
末
に
あ
る
自
祓
に
よ
っ
て
、
著
者
と
、
本
書
が
執
筆
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
き
っ
か

け
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
そ
の
自
祓
全
文
を
掲
出
す
る
（
読
解
の
便
宜
上
、
私
に
濁
点
・
句
読
点
を
施
し
た
）
。

自
祓古

人
此
物
語
を
も
て
あ
そ
ぶ
抄
て
ふ
あ
ま
た
の
中
に
、

あ
ら
は
し
侍
る
。
ま
こ
と
に
特
も
て
大
空
を
の
ぞ
む
に
ひ
と
し
か
る
べ
け
れ
。
猶
後
の
人
の
正
し
き
説
を
侍
の
み
。
中
野
貞
利
翁

お
も
む
き
に
た
が
へ
り
。
小
う
ち
ぎ
は
上
ら
う
の
う
は
着
に
し
て
唐
衣
の
か
は
り
に
も
の
す
し
や
う
ぞ
く
な
る
事
あ
き
ら
か
な
り
。

嵯
峨
天
皇
弘
仁
八
年
ま
で
お
の
こ
を
ん
な
の
衣
も
ろ
こ
し
を
き
給
ふ
と
な
り
。
今
案
に
そ
の
後
六
十
代
醍
醐
天
皇
延
喜
帝
延
喜
式
て
ふ

も
の
い
で
き
て
装
束
や
う
の
物
な
く
て
さ
だ
め
ら
る
。
一
書
に
小
袖
は
永
観
よ
り
後
と
い
へ
り
。
さ
あ
れ
ば
な
く
て
ひ
ろ
そ
で
な
る

名
の
み
に
て
そ

べ
き
に
や
。

こ
た
び
装
束
図
式
と
い
へ
る
を
え
て
、
源
氏
装
束
文
化
考
な
り
ぬ

の
形
を
し
る
さ
ず
。

さ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
ち
ぎ
は
ひ
ろ
袖
に
し
て
、
下
着
也
、
と
是
近
代
の
事
に
や
。
草
紙
の

連
歌
師
昌
億
お
き
な
の
源
氏
装
束
抄
と
い
へ
る
三
巻
あ
ん
め
れ
ど
、
装
束
の

。
上
つ
代
の
よ
そ
ほ
ひ
を
、
く
だ
れ
る
世
に
お
し
て

●
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そ
こ
に
記
さ
れ
る
装
束
図
を
取
り
入
れ
、
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
を
著
し
た
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
版
の
最
後
に
記
さ
れ
る
中
野
貞
利
と
い
う
人
物
が
、
本
書
の
著
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
人
物
の
詳
し
い
素
性
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
分
か
る
こ
と
が
な
い
。
よ
っ
て
、
本
書
の
成
立
年
な
ど
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
こ
の
自
賊
が
い
う
「
昌
億
の
源

氏
装
束
抄
三
巻
」
と
は
、
前
述
し
た
宗
碩
の
著
書
『
源
氏
男
女
装
束
抄
』
に
、
江
戸
中
期
の
有
職
故
実
家
・
壷
井
義
知
が
補
訂
を
行
い
、

そ
れ
に
江
戸
時
代
前
期
か
ら
中
期
の
連
歌
師
里
村
昌
億
が
序
を
付
し
た
三
冊
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
享
保
二
（
一
七
一
七
）

年
の
版
で
あ
る
た
め
、
本
書
の
成
立
上
限
は
享
保
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
と
い
う
外
題
か
ら
、
文
化
年
間

の
成
立
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
推
測
の
域
を
出
な
い
。

そ
し
て
本
書
の
注
解
形
式
の
参
考
と
し
て
、
ま
ず
「
赤
抱
」
の
図
像
と
解
説
を
挙
げ
る
（
図
②
）
。

｜
嘱
図
期
１
割
呵
剖
詞
Ⅵ
‘
Ｒ
０
町
ｊ
１
斗
３
４

辻
四
一

○
み
ゆ
き
の
巻
玉
か
つ
ら
も
御
幸
見
物
に
立
出
給
へ
り
。

の
御
衣
め
し
奉
り
て
け
た
か
ふ
な
そ
ら
ふ
人
な
し
。
（
中
略
）

曇“郡

”絶〃野､蓮

図②中
少
将
殿
上
人
や
う
の
人
は
何
と
も
み
え
ぬ
は
よ
く
ノ
、
冷
泉
院
の
す

お
ほ
く
の
人
の
御
か
た
ち
見
つ
寓
し
給
ふ
中
に
も
冷
泉
院
総
あ
か
色
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こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
対
象
と
す
る
装
束
の
名
称
と
図
を
呈
し
、
そ
の
後
に
、
そ
の
装
束
が
登
場
す
る
「
源
氏
物
語
」
の
該
当
場
面
を
挙

げ
つ
つ
私
見
を
記
す
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
「
赤
砲
」
で
は
、
岐
初
に
御
幸
巻
で
、
冷
泉
帝
が
纏
っ
て
い
る
赤
色
の
御
衣
が
「
赤
抱
」

に
あ
た
る
と
し
て
例
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
傍
線
部
「
中
少
将
殿
上
人
や
う
の
人
は
何
と
も
み
え
ぬ
は
、
よ
く
ｊ
、
冷
泉
院

の
す
ぐ
れ
さ
せ
給
へ
る
な
る
へ
し
。
源
氏
の
大
臣
の
御
か
ほ
に
、
帝
よ
く
似
給
ひ
ぬ
れ
ど
、
み
か
と
に
て
お
は
し
ま
せ
ぱ
、
思
ひ
な
し
今

す
こ
し
う
つ
く
し
う
お
そ
れ
お
ほ
く
め
て
度
也
」
な
ど
と
、
冷
泉
帝
を
目
に
し
た
玉
鬘
の
心
情
を
推
し
は
か
る
な
ど
、
装
束
に
は
直
接
関

係
の
な
い
、
物
語
の
内
容
解
釈
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
私
見
を
記
し
て
い
る
箇
所
が
諸
所
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
も
、
本
書
の
一
つ
の
特
徴

と
一
言
え
る
。

ま
た
、
華

こ
の
傍
線
部
に
、
「
装
束
抄
日
」
と
し
て
「
五
つ
衣
は
い
に
し
へ
の
か
さ
ね
う
ち
き
な
る
へ
し
と
也
」
と
あ
る
が
、
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」

に
は
該
当
す
る
本
文
か
見
あ
た
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
別
の
書
を
指
す
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
該
当
書
誌
を
特
定
で
き

う
つ
く
し
う
お
そ
れ
お
ほ
く
め
て
度
仇

○○ ○
浮
舟
巻
に
う
き
船
の
き
な
ら
し
た
る
し
ろ
き
か
ぎ
り
五
つ
ば
か
り
袖
口
す
そ
の
ほ
と
ま
て
な
ま
め
か
し
く
い
ろ
ノ
ー
に
あ
ま

た
か
さ
ね
た
ら
ん
よ
り
も
う
つ
く
し

次
に
「
五
重
」
に
つ
い
て
図
説
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
解
説
部
分
を
掲
出
す
る
。

へ

考
是
五
重
成
へ
し

装
束
抄
日
五
つ
衣
は
い
に
し
へ
の
か
さ
ね
う
ち
き
な
る
へ
し
と

（
以
下
略
）
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そ
し
て
本
書
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
装
束
図
に
つ
い
て
、
そ
の
出
典
を
考
察
し
た
い
。
装
束
図
の
出
典
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
が
自
賊

に
明
記
さ
れ
て
い
る
『
装
束
図
式
』
は
、
元
禄
五
（
一
六
八
八
）
年
に
出
雲
寺
和
泉
橡
か
ら
刊
行
さ
れ
、
現
在
は
国
文
研
他
、
多
く
の
所

蔵
先
が
確
認
で
き
、
「
続
群
書
類
従
』
巻
第
三
百
十
六
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
収
載
さ
れ
て
い
る
図
と
、
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』

の
装
束
図
の
幾
つ
か
を
比
べ
て
み
る
と
、
確
か
に
酷
似
し
て
お
り
、
著
者
が
こ
れ
を
執
筆
資
料
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
参
考
と
し
て
、
両
書
の
「
直
衣
」
「
指
貫
」
の
図
を
挙
げ
る
（
図
③
、
④
、
⑤
、
⑥
）
。

て
お
ら
ず
、
引
き
続
き
調
査
す
る
所
存
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
も
窺
え
る
が
、
自
賊
で
『
源
氏
男
女
装
束
抄
』
の
注
解
の
不
正
確
さ
を
批

判
し
て
い
た
こ
と
に
添
う
よ
う
に
、
本
書
は
、
「
源
氏
男
女
装
束
抄
』
に
触
発
さ
れ
、
執
筆
さ
れ
な
が
ら
も
、
注
解
に
お
い
て
は
そ
の
影
響

を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
『
源
氏
男
女
装
束
抄
』
を
批
判
的
に
継
承
し
た
書
と
位
置
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

蕊
巖
物

一

鋒
吾
重

篠
灸
獣

蝋
吟
雪
ゞ

心
ｆ
含
苛
八
一
二

１

盤
填
慧句

杉

率
易
穐

韮
通
電
包

汀
一
ユ
ド
シ
ー

図③

簔鴦鶉圭雑
図④
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し
か
し
、
｜
襄
束
図
式
』
に
は
、
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
に
見
え
る
女
性
装
束
の
図
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。
自
賊
に
記
さ
れ
る
出

典
元
は
『
装
束
図
式
』
の
み
で
あ
る
た
め
、
女
性
装
束
は
ど
う
い
っ
た
資
料
を
使
用
し
た
の
か
を
私
に
調
査
し
、
見
出
し
得
た
の
が
『
装

束
要
領
抄
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
中
期
の
有
職
故
実
家
・
壷
井
義
知
が
、
自
ら
の
著
し
た
『
四
位
五
位
装
束
略
抄
』
の
注
釈
・
増
補

の
目
的
で
記
し
た
上
下
二
巻
の
害
だ
が
、
本
編
に
は
装
束
図
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
本
編
に
、
義
知
の
弟
子
・
徳
田
良
方
が
図
入
り

の
巻
を
附
し
、
そ
の
三
冊
一
組
で
正
徳
六
（
一
七
一
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
所
収
さ
れ
る
「
五
重
」
や
「
唐
衣
」
、
「
上
裳
」

と
い
っ
た
女
性
装
束
と
、
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
の
図
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
図
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

が
確
認
で
き
る
。

図
③
は
『
装
束
図
式
』
の
「
直
衣
」
、
図
⑤
が
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
「
直
衣
」
の
図
で
あ
る
。
形
、
文
様
と
も
に
忠
実
に
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
図
④
は
『
装
束
図
式
』
の
、
図
⑥
は
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
一
の
「
指
貫
」
図
で
あ
る
。
文
様
が
か

な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
が
、
指
貫
の
形
、
し
わ
の
入
り
方
、
紐
の
描
か
れ
方
な
ど
、
細
か
い
部
分
ま
で
一
致
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
例
か
ら
、
自
賊
に
記
さ
れ
る
と
お
り
、
『
装
束
図
式
』
が
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
の
出
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と

図 ⑤

』

零
隻

』抄

， 霧屯

＃『鰄喜
噴勺~守一

票 別

図 ⑥
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で
は
以
下
、
一
源
呼

例
に
し
て
行
い
た
い
。

図
⑦
は
『
装
束
要
領
抄
』
の
、
図
⑨
が
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
の
「
上
裳
」
で
あ
る
。
文
様
な
ど
の
写
し
取
り
が
若
干
拙
い
が
、
『
装

束
要
領
抄
』
の
図
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
図
③
襄
束
要
領
抄
」
、
図
⑩
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
の
「
五
衣
」
で
あ
る
。
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
は
、
「
五
重
」

『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
の
女
性
装
束
図
の
出
典
が
『
装
束
要
領
抄
』
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
、
「
上
裳
」
「
五
重
」
を

図 ⑦図⑨

I
きぅ八輯熱腹駕鞭唖対↑‘

1_’

ｎ
Ｍ
Ⅱ
川
邨
別
印
Ⅲ
Ⅲ
則
川
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
川
刷
■
引
引
ｒ
即
則
り
ｌ
Ⅱ
１
１
１
１

；

紬

ｰ

ー

＃ 鼎・I

栽
炎
ソ

図⑩ 図 ③
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と
い
う
項
目
を
立
て
て
い
る
が
、
掲
出
さ
れ
て
い
る
装
束
図
は
、
「
五
衣
」
だ
け
で
な
く
、
「
表
着
」
や
「
唐
衣
」
ま
で
含
め
た
襲
の
図
で
あ
る
。

そ
の
理
由
が
定
か
で
は
な
か
っ
た
が
、
『
装
束
要
領
抄
』
の
該
当
図
を
確
認
し
、
こ
の
女
性
の
襲
衣
の
図
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
た
た
め
に
、

表
着
や
唐
衣
も
含
め
て
掲
出
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
た
。

で
は
次
に
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
源
語
図
式
抄
』
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。
本
書
に
は
、
作
者
や
成
立
年
代
が
推
測
で
き
る
識

語
の
類
が
な
い
。
し
か
し
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
図
の
引
用
元
の
一
つ
と
し
て
宝
暦
五
（
一
七
五
五
）
年
刊
行
の
『
雅

遊
漫
録
』
が
、
本
文
内
に
明
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
書
の
成
立
は
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
書
の
伝
本
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
中
ノ
島
図
書
館
蔵
本
の
み
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
前
掲
し
た
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
』
と

は
異
な
り
、
装
束
以
外
に
も
、
調
度
品
や
楽
器
の
図
も
収
載
さ
れ
、
注
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
の
は
装
束
で
あ
る
。

本
書
の
注
解
の
形
式
・
特
徴
を
確
認
す
る
た
め
、
以
下
に
桐
壷
巻
に
登
場
す
る
「
無
位
黄
抱
」
の
注
解
部
分
を
掲
出
す
る
（
図
⑪
）
。

理
！
‐
：
ｆ
‐

”

・
ぞ
陰
尭
蝿
堵

随
曾鮴

湘
灘
鍬
Ｉ

１
１
〃
ｔ
ク
ソ
守
々
↓

鱸
一

：
…

こ
の
よ
う
に
、
ペ
ー
ジ
の
中
央
に
図
を
大
き
く
提
示
し
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
注
釈
本
文
が
記
さ
れ
、
注
釈
が
一
ペ
ー
ジ
に
収
ま
ら
な

い
場
合
は
、
次
ペ
ー
ジ
以
降
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
注
解
対
象
と
な
っ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
装
束
、
お
よ
び
そ

催
７
胤
弘
‐
仏
今

峰
誇
砕
諦
評
炉
酔
・
針
廿
雌
御
鍬
推
轌
諏
鯉
悲
跡
獄
蝿
測
潅
癒
蛾
蛎
』

繍
職
廷 篝i溌輔燃霧劇十"§；！
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図］
で式I 「

源
語
図
式
抄
」
は
、
本
文
の
所
々
に
、
図
の
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
（
ア
）
「
装
束
要
領
抄
」
（
イ
三
雅
遊
漫
録
」
、
そ
し
て
（
ウ
）

「
南
都
東
大
寺
絵
巻
物
図
」
の
三
点
で
あ
る
が
、
（
ウ
）
に
つ
い
て
は
、
現
在
書
誌
を
特
定
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
装
束
図
に
関
し
て
「
装

束
要
領
抄
」
附
巻
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
図
も
収
載
さ
れ
て
い
た
た
め
、
試
み
に
、
前
の
「
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
の
出
典
で
あ
っ
た
「
装

束
図
式
」
の
装
束
図
と
照
合
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
明
ら
か
に
こ
れ
が
装
束
図
の
引
用
元
の
一
つ
だ
と
確
認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
『
源
氏
装
束

図
式
文
化
考
」
と
「
源
語
図
式
抄
」
は
、
装
束
図
の
出
典
に
お
い
て
も
、
共
通
し
た
文
献
を
使
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。

で
は
以
下
、
「
源
語
図
式
抄
」
の
装
束
図
出
典
の
確
認
を
行
い
た
い
。

読
み
取
れ
る
。

の
周
辺
に
記
さ
れ
た
注
解
は
、
大
方
、
享
保
二
年
版
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
に
一
致
す
る
た
め
、
こ
れ
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
前
の
「
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
を
、
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
を
批
判
的
に
継
承
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

「
源
語
図
式
抄
」
は
、
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
を
装
束
図
に
よ
っ
て
補
完
す
る
形
で
継
承
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
二
書
は
方
向
性
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
共
に
享
保
版
『
源
氏
男
女
装
束
抄
』
が
成
立
の
一
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点

で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
装
束
図
の
引
川
元
を
確
認
す
る
と
、
そ
こ
に
も
、
こ
の
二
つ
の
書
の
共
通
性
が

１
１

１
Ａ
自

￥
'リ 自

図⑫

図⑬
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と
が
確
認
で
き
る
。

図
⑫
が
『
装
束
要
領
抄
』
の
「
汗
杉
」
図
、
図
⑭
が
一
源
語
図
式
抄
』
に
掲
げ
ら
れ
た
「
赤
朽
ち
葉
の
う
す
も
の
の
汗
杉
」
図
で
あ
る
。

こ
れ
を
比
べ
る
と
、
『
源
語
図
式
抄
』
は
、
『
装
束
要
領
抄
』
の
図
を
取
り
込
み
、
物
語
本
文
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
図
に
相
応
し
い
と
考

え
ら
れ
る
彩
色
を
施
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
図
⑬
は
『
装
束
要
領
抄
』
の
「
細
長
」
図
、
図
⑮
は
『
源
語
図
式
抄
』
の
「
無

紋
の
桜
の
細
長
」
図
で
あ
る
。
「
無
紋
の
桜
の
細
長
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
は
若
紫
の
装
束
と
し
て
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
女

性
の
細
長
で
は
な
く
、
童
殿
上
の
細
長
が
掲
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
『
源
語
図
抄
』
の
古
代
装
束
に
対
す
る
理

解
の
甘
さ
が
窺
え
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
源
語
図
式
抄
』
の
装
束
図
出
典
の
ひ
と
つ
は
、
同
書
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
『
装
束
要
領
抄
』
で
あ
る
こ

で
は
次
に
、
『
装
束
要
領
抄
』
に
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
装
束
図
の
出
典
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ド

図 ⑭
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図
⑯
が
『
装
束
図
式
」
の
「
赤
抱
」
図
、
図
⑱
が
『
源
語
図
式
抄
』
の
「
赤
色
御
衣
」
の
図
で
あ
る
。
文
の
位
置
や
、
左
右
の
身
頃
が

重
な
り
合
っ
て
い
る
部
分
な
ど
、
細
か
い
点
ま
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
装
束
図
式
』
の
図
を
登
用
し
、
彩
色
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
図
⑰
は
『
装
束
図
式
の
』
、
図
⑲
は
『
源
語
図
式
抄
』
の
小
忌
の
舞
八
装
束
図
だ
が
、
こ
れ
も
文
様
の

呼

灘
秘 ’

1

1

御｜赤：｡

綜
毯
御
誤

り
き
い
町
９
Ｋ

図⑱ 図 ⑯

il

《

鱗蝿糞懲競
ヲ蝉妥響享

図 ⑰

図⑲
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－

こ
こ
か
ら
は
、
近
世
後
期
、
「
平
安
朝
物
語
の
図
説
化
」
と
い
う
現
象
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
人
物
を
取
り
上
げ
、
そ
の
経
歴
を
確
認

す
る
こ
と
で
、
前
の
二
書
の
成
立
期
や
、
成
立
の
場
を
考
え
る
上
で
の
参
考
に
し
た
い
。

近
世
後
期
、
特
に
平
安
朝
物
語
の
図
説
を
強
く
志
向
し
た
人
物
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
松
岡
行
義
で
あ
る
。
行
義
は
、
江

戸
後
期
を
代
表
す
る
有
職
故
実
家
の
一
人
で
、
自
ら
の
日
記
「
後
松
日
記
」
に
は
、
雅
亮
装
束
抄
を
参
考
に
、
二
分
の
一
ス
ケ
ー
ル
の
几

帳
を
制
作
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
な
ど
、
机
上
の
学
問
に
終
始
せ
ず
、
実
地
調
査
や
、
実
技
実
作
を
重
ん
じ
る
学
風
が
、
そ
の
大
き
な
特

徴
で
あ
っ
た
（
注
④
）
。
そ
し
て
、
そ
の
著
書
に
は
、
「
源
氏
物
語
」
を
ベ
ー
ス
に
、
主
と
し
て
作
中
の
建
築
物
や
建
具
に
つ
い
て
図
説
し

位
置
や
肩
口
に
掛
け
た
赤
紐
ま
で
、
忠
実
に
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
「
源
語
図
式
抄
」
中
に
、
図
の
出
典
と
し
て
「
装
束
図
式
」

の
書
名
は
挙
が
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
以
上
か
ら
、
「
装
束
図
式
」
が
装
束
図
の
出
典
の
一
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
近
世
後
期
に
は
、
「
源
氏
物
語
」
を
は
じ
め
、
平
安
朝
物
語
に
あ
ら
わ
れ
る
装
束
や
調
度
を
図

説
し
た
書
が
数
点
記
さ
れ
て
い
る
。
通
史
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
図
説
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
る
注
釈
は
、
こ
の
時
期
に
集
中
的
に

現
れ
て
い
る
の
だ
が
、
総
数
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
「
平
安
朝
の
物
語
を
素
材
と
し
て
い
る
も
の
」
、
か
つ
、
「
装
束
に
重
点
を
置

い
て
い
る
も
の
」
と
い
う
書
に
限
定
す
れ
ば
、
現
存
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
今
回
紹
介
し
た
二
書
で
、
ほ
ぼ
全
て
と
い
え

る
程
度
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
書
の
、
生
成
基
盤
に
な
っ
て
い
る
書
と
、
装
束
図
の
出
典
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
平
安
朝
物

語
に
あ
ら
わ
れ
る
装
束
の
図
説
化
」
は
、
近
世
に
描
か
れ
た
様
々
な
絵
川
資
料
を
、
押
し
な
べ
て
広
く
取
り
込
ん
だ
と
い
う
よ
り
も
、
か

な
り
限
定
的
な
資
料
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
立
を
促
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
次
に
進
み
た
い
。

松
岡
行
義
と
斎
藤
彦
麿
ｌ
平
安
朝
物
語
図
説
の
最
盛
Ｉ
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近世後期における平安朝物語の図説化

た
『
源
語
図
抄
』
が
あ
り
、
更
に
、
そ
の
図
像
や
解
説
を
増
補
し
た
「
源
語
類
聚
抄
」
を
記
し
て
い
る
。
行
義
の
著
作
中
「
源
氏
」
に
関

連
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
二
書
以
外
に
「
源
語
問
答
」
と
い
う
書
が
認
め
ら
れ
る
が
、
著
作
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
の
は
特
に
文
学

に
関
わ
ら
な
い
有
職
に
関
す
る
書
で
あ
り
、
彼
が
平
安
朝
文
学
の
読
解
そ
の
も
の
に
そ
れ
ほ
ど
強
い
関
心
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

し
か
し
、
幾
つ
か
の
著
作
内
容
を
見
て
み
る
と
、
有
職
故
実
を
学
ぶ
上
で
、
中
．
近
世
の
文
献
よ
り
も
、
「
西
宮
記
」
や
貴
族
の
漢
文
日
記
、

そ
し
て
平
安
朝
の
物
語
な
ど
を
参
考
に
す
る
原
点
回
帰
的
な
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
た
め
（
注
⑤
）
、
そ
う
し
た
作
業
の
一
貫
で
、
「
源
氏
物
語
」

の
よ
う
な
作
品
に
も
目
を
通
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
行
義
は
『
源
氏
物
語
」
を
材
と
し
て
作
中
の
建
築
物
や
装
束
を
図
説
し
よ
う
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、

以
下
、
行
義
の
「
源
語
類
聚
抄
」
序
文
を
掲
出
す
る
。

き
人
に
も
ま
ね
ば
ざ
れ
ぱ
ひ
か
め
る
説
も
あ
り
な
む
。
か
し
こ
き
古
書
に
あ
ま
た
み
え
侍
る
も
、
さ
の
み
は
く
だ
し
け
れ
ば
、
は
ぶ

け
る
も
多
し
。
い
た
か
は
し
き
ま
ぎ
れ
に
書
出
た
る
は
あ
や
ま
り
も
あ
り
な
む
。
大
内
の
図
は
多
く
裏
松
入
道
の
閲
禅
か
か
せ
給
へ
る

書
よ
り
う
っ
せ
り
。
又
此
書
に
ひ
き
用
ひ
し
を
も
と
の
書
を
は
え
見
で
た
鱗
、
に
い
れ
た
る
も
あ
り
。

引
の
も
の
が
た
り
の
注
抄
よ
、
に
い
で
き
て
、
い
え
い
え
の
説
い
と
多
か
り
。
み
な
こ
と
の
は
の
心
を
と
き
あ
る
は
、
官
く
ら
ゐ
の

き
ざ
み
公
事
の
次
第
な
ど
か
し
こ
き
人
々
の
書
置
た
る
な
れ
ば
、
萬
に
た
ら
ひ
て
な
に
を
か
は
こ
と
さ
ら
く
は
え
む
に
劃
引
例
列
刈
Ｈ
１

め
て
、

の
あ
き
ら
か
な
ら
む
や
。
か
，
る
に
よ
て
、
こ
の
み
く
さ
を
か
き
い
だ
し
て
、

９
１
く
り

お
ろ
か
に
い
と
け
な
き
心
に
も
わ
き
ま
え

に
た
つ
き
あ
ら
し
む
。

、
ふ
る
き
書
何
れ
の
も
の
が
た
り
、
絵
な
ど
か
き
あ
つ

し
か
あ
れ
ど
、
我
才
、
又
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ
か
し
こ
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傍
線
部
を
中
心
に
確
認
す
る
と
、
こ
こ
に
は
、
ヨ
源
氏
物
語
」
に
は
代
々
多
く
の
注
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
装
束
や
調
度
の
色
．

形
を
記
し
た
も
の
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
視
し
、
「
お
ろ
か
に
い
と
け
な
き
心
」
の
者
た
ち
に
も
、
読
解
の
手
が
か
り
に
な
る
よ
う

に
と
、
こ
の
書
を
記
し
た
」
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
松
岡
行
義
の
仕
事
は
、
同
じ
く
江
戸
後
期
の
有
職
故
実
家
で
あ
り
、
ま
た

国
学
者
で
も
あ
る
斎
藤
彦
麿
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
、
赤
澤
真
理
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
⑥
）
。
す
な
わ
ち
、
行
義

の
「
源
語
類
聚
抄
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
図
像
が
、
彦
麿
の
「
源
語
側
集
」
に
転
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

斎
藤
彦
麿
も
ま
た
、
平
安
朝
物
語
の
図
説
に
強
い
意
欲
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
著
作
「
勢
語
図
説
抄
」
か
ら
も
伺
え
る
（
注
⑦
）
。

こ
の
書
に
は
、
「
伊
勢
物
語
」
に
登
場
す
る
装
束
や
植
物
、
道
具
類
の
参
考
図
が
多
数
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ほ
ど
徹
底
し
て
図
像
が
提

示
さ
れ
た
も
の
は
、
「
伊
勢
物
語
」
の
古
注
釈
史
上
、
類
を
見
な
い
。
ま
た
、
現
在
の
と
こ
ろ
伝
本
が
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
「
国
学
者

伝
記
集
成
」
に
よ
れ
ば
、
「
枕
草
紙
図
抄
」
と
い
う
著
作
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

斎
藤
彦
麿
と
松
岡
行
義
の
、
直
接
的
な
交
流
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
斎
藤
彦
麿
は
江
戸
中
期
の
有
職
故
実
家
・
伊
勢
貞
丈
の

弟
子
で
あ
り
、
行
義
の
父
親
・
辰
方
は
、
そ
の
貞
丈
の
孫
で
養
子
の
貞
春
に
師
事
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
た
め
、
松
岡
一
家
が

伊
勢
流
故
実
学
を
学
ぶ
中
で
、
彦
麿
と
行
義
に
も
、
何
ら
か
の
学
術
的
な
交
流
が
も
た
れ
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
行
義

と
彦
麿
に
よ
っ
て
、
活
発
に
平
安
朝
物
語
の
図
説
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
一
九
世
紀
は
じ
め
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
頃
に
か
け
て
、
平
安

朝
物
語
図
説
の
最
盛
期
的
様
相
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
て
、
前
述
し
た
と
お
り
、
本
稿
で
紹
介
し
た
『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
、
「
源
語
図
式
抄
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
享
保
二
年
と
宝
暦
五
年

を
成
立
上
限
と
す
る
以
外
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
成
立
時
期
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
平
安
朝
物
語
図
説
化
へ
の
志
向
が
、
行
義

や
彦
麿
の
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
頃
ま
で
の
一
つ
の
時
流
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く

『
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
や
「
源
語
図
式
抄
」
も
ま
た
、
こ
の
時
期
に
、
そ
う
し
た
気
運
の
一
角
で
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
は
、
考
え
ら
れ
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近世後期における平安朝物語の図説化

中
野
貞
利
な
る
人
物
に
よ
る
「
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
は
、
享
保
二
年
版
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
に
図
が
呈
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

問
題
視
し
、
記
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
祓
文
内
容
の
も
と
、
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
は
「
源
氏
男
女
装
束
抄
」
に
限
ら
ず
、

貞
利
が
知
る
限
り
で
は
、
「
前
代
に
『
源
氏
物
語
」
を
図
説
し
た
書
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
「
源
氏
」
の
注
釈
に
は
図
像
が
必
要
だ
」
と
い
う
貞
利
の
問
題
意
識
は
、
行
義
の
『
源
語
類
聚
抄
」
序
文
に
記
さ
れ
る
問
題
意
識
と
、
非

常
に
近
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
自
序
・
自
賊
の
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
成
立
期
の
近
さ
を
窺
わ
せ
る
。

ま
た
別
の
側
面
か
ら
、
こ
れ
ら
の
書
の
執
筆
目
的
が
、
近
世
中
期
頃
ま
で
の
そ
れ
と
は
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き

た
い
。
本
稿
の
冒
頭
近
く
に
触
れ
た
、
中
世
か
ら
近
世
中
期
ま
で
の
故
実
家
た
ち
に
よ
る
、
『
源
語
の
装
束
抄
」
の
類
が
、
『
源
氏
物
語
」

の
記
述
か
ら
、
有
職
故
実
を
学
ぶ
た
め
に
適
し
た
箇
所
を
抄
出
し
、
注
釈
を
施
す
、
す
な
わ
ち
「
物
語
を
読
解
す
る
こ
と
よ
り
も
、
有
職

を
学
ぶ
こ
と
」
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、
江
戸
後
期
に
成
立
し
た
こ
れ
ら
の
書
は
、
「
有
職
故
実
の
知
識
を
物
語
読
解

に
還
元
し
よ
う
」
と
い
う
意
識
で
記
さ
れ
た
こ
と
が
、
自
序
・
自
賊
の
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
。
そ
の
執
筆
意
図
の
在
り
方
に
も
時
代
性

が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
し
、
ま
た
注
釈
史
が
辿
っ
た
興
味
深
い
意
識
の
変
化
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
筆
者
が
今
後
取
り
組
ん
で
行
こ
う
と
考
え
て
い
る
、
「
近
世
期
の
有
職
故
実
学
と
、
平
安
朝
文
学
研
究
と
の
関
係
」
に
関
す

る
研
究
を
推
し
進
め
る
足
が
か
り
の
一
つ
で
あ
る
。
研
究
は
未
だ
そ
の
入
口
付
近
に
あ
り
、
残
し
た
課
題
も
多
い
。
更
に
研
究
を
深
め
て

い
く
こ
と
を
期
し
つ
つ
、
大
方
の
御
批
正
・
御
指
南
を
待
ち
た
い
。

①
武
井
和
人
氏
「
一
条
兼
良
の
書
誌
的
研
究
増
訂
版
」
（
お
う
ふ
う
二
○
○
○
年
）
。

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

痒
二 ＝
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｛
付
記
】

本
稿
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
基
幹
研
究
「
王
朝
文
学
の
流
布
と
継
承
」
研
究
会
（
平
成
二
二
年
五
月
二
八
日
、
於
国
文
学
研
究
資
料

館
）
に
お
け
る
発
表
に
基
づ
く
。
当
日
席
上
に
て
、
多
く
の
貴
重
な
御
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
御
教
示
の

⑦⑥⑤ ④ ③ ②
小
川
陽
子
弓
源
氏
物
語
」

蔵
野
書
院
二
○
○
九
年
）
。

鈴
木
健
一
氏
（
弓
勢
語
図
説
抄
』
解
題
」
（
鉄
心
斎
文
庫
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
叢
刊
第
一
四
巻
」
（
八
木
書
店
二
○
○
二
年
）
）
は
、

「
勢
語
図
説
抄
」
の
よ
う
に
、
参
考
図
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
注
釈
書
が
成
立
す
る
背
景
と
し
て
、
近
世
期
に
至
り
、
貴
族
の
生

活
と
い
う
も
の
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
な
い
人
々
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
中
、
古
典
の
世
界
と
一
体
化
す
る
方
途
と
し
て
図
像
化
が
ど
う

し
て
も
必
要
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
絵
画
が
人
々
の
生
活
の
周
辺
に
大
量
に
存
在
す
る
環
境
に
あ
っ
て
、
図
像
化
が
ご
く
自

然
な
感
覚
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
二
点
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

筆
者
は
既
に
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
「
源
氏
装
束
図
式
文
化
考
」
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
（
国
文
学
研

究
資
料
館
平
成
一
二
年
度
研
究
成
果
報
告
「
物
語
の
生
成
と
受
容
⑤
」
（
「
平
安
文
学
に
お
け
る
場
面
生
成
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
編

平
成
二
二
年
三
月
）
）
。
本
稿
の
内
容
に
重
な
る
点
が
あ
る
が
、
出
典
な
ど
、
新
た
に
判
明
し
た
点
を
加
筆
し
て
い
る
。

加
藤
悠
希
氏
「
有
職
故
実
家
松
岡
行
義
の
邸
宅
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
」
第
七
三
巻
第

六
三
一
号
二
○
○
八
年
九
月
）
。

赤
澤
真
理
氏
『
源
氏
物
語
絵
に
み
る
近
世
上
流
住
宅
史
論
』
第
六
章
「
住
宅
史
研
究
の
萌
芽
」
（
中
央
公
論
美
術
出
版
二
○
一
○
年
）
。

前
掲
注
⑤
の
赤
澤
氏
論
。

と
有
職
学
ｌ
一
条
兼
良
か
ら
冬
良
、
そ
し
て
近
世
へ
Ｉ
」
（
「
平
安
文
学
の
古
注
釈
と
受
容
第
２
集
」
武
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点
を
今
回
の
論
に
反
映
し
き
れ
ず
反
省
し
き
り
で
あ
る
が
、
今
後
の
研
究
に
活
か
し
た
い
。

ま
た
、
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）
「
平
安
朝
文
学
に
あ
ら
わ
れ
る
装
束
・
調
度
品
描
写
研
究
の
た
め
の
近
世
有

峨
故
実
杏
研
究
」
（
課
題
番
号
隠
忍
ｇ
韻
ｇ
巳
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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