
紫
の
上
と
光
源
氏

Ｉ
『
源
氏
物
語
』
「
若
菜
上
下
」
の
巻
よ
り
Ｉ

要
旨

『
源
氏
物
語
』
「
若
菜
上
下
」
の
巻
よ
り
、
紫
の
上
と
光
源
氏
に
か
か
る
問
題
、
特
に
、
紫
の
上
が
「
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
、
の

ど
や
か
に
行
ひ
を
も
」
と
考
え
て
光
源
氏
の
六
条
院
を
去
り
、
出
家
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
取
り
あ
げ
た
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
紫
式
部
日
記
』

な
ど
に
み
え
る
理
想
的
な
里
邸
と
比
較
す
る
と
、
明
石
の
女
御
の
里
邸
と
し
て
み
た
六
条
院
春
の
町
は
、
内
容
上
問
題
を
有
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
紫
の
上
の
六
条
院
で
の
あ
り
よ
う
を
検
討
し
、
同
じ
く
「
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
」
を
案
じ
た
明
石
の
君
の
場
合
に
照
ら
す

な
ど
し
て
語
句
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
、
紫
の
上
の
「
出
家
」
を
改
め
て
意
義
づ
け
た
。
結
果
、
（
１
）
『
う
つ
ほ
物
語
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』

へ
引
き
継
が
れ
る
文
学
史
上
の
テ
ー
マ
、
（
２
）
「
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
」
「
み
づ
か
ら
の
祈
り
」
な
ど
の
解
釈
、
（
３
）
紫
の
上
が
六
条
院
か
ら

退
場
す
る
に
あ
た
っ
て
意
識
し
た
「
あ
ぢ
き
な
」
き
こ
と
、
す
な
わ
ち
不
条
理
の
由
来
、
（
４
）
宇
治
十
帖
へ
の
発
展
的
問
題
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
、
新
見
を
示
し
た
。

江
戸
英
雄
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朱
雀
院
の
女
三
の
宮
は
、
同
年
の
二
月
十
日
過
ぎ
に
光
源
氏
と
の
婚
儀
を
行
い
、
同
じ
町
の
西
側
の
殿
舎
で
暮
ら
し
始
め
た
が
、
東
の

対
に
住
む
紫
の
上
と
は
ま
だ
会
わ
ず
、
こ
の
間
、
両
者
の
関
係
は
、
ぎ
く
し
ゃ
く
と
し
た
穏
や
か
で
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
紫
の
上
は
、
里
下
が
り
し
た
女
御
と
会
う
に
あ
た
り
、
女
三
の
宮
も
そ
の
座
に
加
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
光
源
氏
は
、
六

条
院
の
調
和
を
第
一
義
に
思
う
紫
の
上
の
配
慮
を
甘
受
し
、
女
三
の
宮
に
伝
え
て
同
席
す
る
よ
う
に
促
し
た
。
対
面
の
準
備
を
進
め
る
な

ど
の
い
つ
ぽ
う
、
し
か
し
な
が
ら
、
紫
の
上
に
は
、
胸
の
奥
に
仕
舞
い
込
ん
で
い
た
思
い
が
あ
っ
た
。

し
た
。

か
み

Ａ
対
に
は
、
か
く
出
で
立
ち
な
ど
し
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
わ
れ
よ
り
上
の
人
や
は
あ
る
べ
き
、
身
の
ほ
ど
な
る
も
の
は
か
な
き
さ
ま
を
、

見
え
お
き
た
て
ま
つ
り
た
る
ば
か
り
こ
そ
あ
ら
め
、
な
ど
思
ひ
続
け
ら
れ
て
、
う
ち
な
が
め
た
ま
ふ
。
手
習
な
ど
す
る
に
も
、
お
の

ふ
る
こ
と

づ
か
ら
古
言
も
、
も
の
思
は
し
き
筋
に
の
み
書
か
る
る
を
、
さ
ら
ば
わ
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
、
身
な
が
ら
ぞ
お
ぽ
し
知

ら
る
る
。
院
わ
た
り
た
ま
ひ
て
、
（
略
）
う
ち
と
け
た
り
つ
る
御
手
習
を
、
硯
の
下
に
さ
し
入
れ
た
ま
へ
れ
ど
、
見
つ
け
た
ま
ひ
て
、

引
き
返
し
見
た
ま
ふ
。
手
な
ど
の
、
い
と
わ
ざ
と
も
上
手
と
見
え
で
、
ら
う
ら
う
じ
く
う
つ
く
し
げ
に
書
き
た
ま
へ
り
。

身
に
近
く
秋
や
来
ぬ
ら
む
見
る
ま
ま
に
青
葉
の
山
も
う
つ
る
ひ
に
け
り

と
あ
る
所
に
、
目
と
ど
め
た
ま
ひ
て
、

光
源
氏
が
四
十
歳
で
あ
っ
た
年
の
夏
頃
、
「
桐
壺
の
御
方
」
（
通
称
、
明
石
の
中
宮
）
が
懐
妊
し
、
宮
中
か
ら
六
条
院
東
南
の
町
に
退
出

■■■■■
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紫
の
上
の
歌
は
、
目
敏
く
感
じ
取
っ
た
季
節
の
推
移
を
取
り
あ
げ
、
移
ろ
う
思
い
へ
の
お
の
の
き
の
気
持
ち
を
重
ね
た
か
と
み
ら
れ
る

歌
で
あ
る
。
歌
こ
と
ば
の
情
趣
や
二
首
の
脈
絡
を
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
四
首
が
参
考
と
な
ろ
う
。

前
の
二
首
は
言
葉
の
用
い
方
を
検
討
す
る
た
め
の
参
考
歌
で
、
後
の
二
首
は
「
古
言
」
と
し
て
も
認
め
得
る
引
歌
で
あ
る
。
年
ご
と
に

魅
力
を
増
す
美
し
さ
か
ら
は
思
い
も
寄
ら
な
い
、
紫
の
上
の
胸
の
奥
底
に
は
、
わ
が
身
の
ほ
ど
に
感
じ
る
頼
り
な
さ
、
晴
れ
な
い
思
い
、

不
安
が
吹
き
溜
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
胸
の
う
ち
を
吐
露
し
た
よ
う
な
歌
が
、
特
に
飾
り
立
て
て
書
い
た
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
よ
う
な
の
に
、
よ
く
洗
練
さ
れ
た
見
事
な
書
き
様
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
筆
の
練
習
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
れ
と
は
一

な
ど
書
き
添
へ
っ
つ
す
さ
び
た
ま
ふ
。

な
く
消
ち
た
ま
へ
る
も
、
あ
り
が
た
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
。

・
身
に
近
く
な
れ
し
扇
の
風
な
れ
ば
秋
は
来
ぬ
と
も
い
か
が
渡
ら
む

（
『
大
弐
高
遠
集
』
一
○
五
。
「
七
月
の
晦
日
が
た
に
、
内
裏
よ
り
木
工
の
蔵
人
の
扇
乞
ひ
に
お
こ
せ
た
り

（
２
）

し
に
」
と
の
詞
書
が
あ
る
歌
へ
の
返
歌
）

１
．
秋
の
露
う
つ
し
な
れ
ば
や
水
鳥
の
青
ば
の
山
の
う
つ
る
ひ
ぬ
ら
む

・
見
る
ま
ま

・
紅
葉
す
る
秋
は
来
に
け
り
水
鳥
の
青
ば
の
山
の
色
づ
く
見
れ
ば

水
鳥
の
青
羽
は
色
も
か
は
ら
ぬ
を
萩
の
し
た
こ
そ
け
し
き
こ
と
な
れ

に
庭
の
草
葉
は
茂
れ
ど
も
今
は
か
り
に
も
せ
な
は
来
ま
さ
ず

副
刈
同
鯏
捌
判
則
１
側
詞
制
副
矧
州
刷
ｕ
割
副
矧
Ｊ
Ｎ
胸
は
お
の
づ
か
ら
漏
り
つ
つ
見
ゆ
る
を
、
事

（
『
好
忠
集
』
九
六
）

（
『
新
撰
和
歌
』
巻
一
、
四
○
）

（
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
三
、
水
鳥
、
一
四
六
八
）

（
１
）

（
若
菜
上
、
五
’
七
八
～
八
○
頁
）
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紫の上と光源氏（江戸）

線
を
画
す
る
手
習
い
の
歌
で
も
あ
る
こ
と
に
、
光
源
氏
は
気
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
水
鳥
の
青
羽
か
ら
山
林
の
青
葉
に
転
じ
る
歌
こ
と
ば

の
発
想
か
ら
、
私
の
愛
情
も
、
水
鳥
の
青
い
羽
根
の
色
も
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
萩
の
下
葉
の
色
が
美
し
く
変
わ
る
よ
う
に
、
こ
の
歌

は
殊
に
素
晴
ら
し
く
書
い
て
い
ま
す
ね
、
と
、
紫
の
上
を
思
う
歌
を
、
光
源
氏
は
硯
の
下
か
ら
引
き
出
し
た
手
習
い
の
横
に
書
い
た
が
、

こ
の
光
源
氏
の
歌
が
あ
る
こ
と
で
、
「
わ
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
」
と
知
っ
た
紫
の
上
の
自
己
意
識
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
輪

郭
ｌ
身
の
置
き
ど
こ
ろ
へ
の
思
い
ｌ
は
、
全
体
に
わ
た
り
辿
れ
る
こ
と
に
な
る
。

少

さ
て
、
女
三
の
宮
と
は
「
中
の
戸
」
を
開
け
さ
せ
て
初
対
面
と
な
っ
た
。
「
中
の
戸
」
は
、
部
屋
と
部
屋
を
仕
切
る
戸
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
開
け
る
こ
と
は
六
条
院
春
の
町
か
ら
隔
て
を
取
り
払
う
意
義
が
あ
る
。
初
対
面
は
、
仲
立
ち
に
女
三
の
宮
の
乳
母
の
中
納
言
を
介
し

て
穏
便
且
つ
成
功
裡
に
終
わ
っ
た
。
何
か
の
催
し
な
ど
の
折
々
に
文
が
往
来
す
る
よ
う
に
な
り
、
紫
の
上
を
吃
め
る
風
聞
は
、
賛
嘆
の
声

に
変
わ
り
、
初
対
面
に
つ
い
て
か
、
そ
れ
に
さ
え
穏
や
か
な
ら
ぬ
噂
を
立
て
た
人
々
も
、
い
つ
し
か
口
を
閉
ざ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
紫
の
上
が
、
落
ち
着
い
た
態
度
で
弱
気
を
少
し
も
見
せ
な
か
っ
た
う
え
に
、
交
誼
を
願
う
に
あ
た
っ
て
「
今
よ
り
は
う
と
か

ら
ず
、
あ
な
た
な
ど
に
も
も
の
し
た
ま
ひ
て
、
お
こ
た
ら
む
こ
と
は
お
ど
ろ
か
し
な
ど
も
も
の
し
た
ま
は
な
む
う
れ
し
か
る
べ
き
」
（
八

一
頁
）
と
下
手
に
出
た
こ
と
、
ま
た
、
朱
雀
院
か
ら
手
紙
で
面
倒
を
み
る
よ
う
に
頼
ま
れ
た
と
言
っ
て
安
心
さ
せ
た
り
、
溌
潮
と
し
た
様

子
で
絵
や
雛
人
形
の
こ
と
な
ど
を
話
し
て
気
を
引
い
た
り
も
し
た
こ
と
で
、
無
垢
な
宮
が
「
げ
に
い
と
若
く
心
よ
げ
な
る
人
か
な
」
（
八

二
頁
）
と
心
を
開
い
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
た
ち
に
対
し
て
と
い
う
こ
と
で
は
特
に
、
春
宮
の
子
を
懐
妊

し
た
女
御
を
も
育
て
支
え
て
き
た
実
績
が
、
対
面
の
場
で
、
文
句
の
っ
け
よ
う
が
皆
無
な
ほ
ど
に
生
き
た
結
果
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
ご
や
か
に
語
ら
う
そ
の
母
と
娘
の
絆
で
栄
華
の
中
心
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
六
条
院
の
調
和
の
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
六
条
院
は
、
六
条
御
息
所
の
旧
邸
を
、
拡
大
改
築
し
た
邸
宅
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
は
、
そ
の
姫
君
（
秋
好
む
中
宮
）
を
引

き
取
り
、
紫
の
上
と
と
も
に
支
え
、
冷
泉
帝
の
後
宮
に
入
内
さ
せ
た
が
、
六
条
院
に
は
院
内
の
西
南
の
町
を
そ
の
里
邸
と
す
る
こ
と
で
成
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加
え
て
、
六
条
院
に
は
、
次
代
を
担
う
子
供
た
ち
が
将
来
に
備
え
て
準
備
を
行
う
場
で
あ
る
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
。
東
北
の
町
で
生

活
し
て
い
た
後
嗣
の
夕
霧
は
、
六
条
院
の
折
々
の
行
事
を
通
し
て
他
家
の
子
息
ら
と
親
睦
を
図
っ
て
も
い
た
が
、
東
南
の
町
で
は
、
明
石

の
姫
君
（
明
石
の
中
宮
）
と
兄
妹
の
信
頼
を
深
め
合
う
こ
と
に
限
っ
て
特
に
出
入
り
の
自
由
を
許
さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
紫

の
上
は
、
明
石
の
姫
君
を
将
来
の
后
に
育
て
上
げ
る
た
め
に
寝
殿
で
暮
ら
し
、
姫
君
の
入
内
後
は
「
東
の
対
」
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、

こ
の
経
緯
は
、
木
村
佳
織
が
論
文
「
紫
上
の
妻
と
し
て
の
地
位
ｌ
呼
称
と
寝
殿
居
住
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
中
古
文
学
」
第
五
二
号
、

（
３
）

一
九
九
三
年
二
月
）
の
中
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
六
条
院
春
の
町
に
は
后
候
補
の
明
石
の
姫
君
の
居
住
空
間
と
い
う
性

一
九
九
三
年
二
月
）
の
中
一

格
が
元
来
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

り
立
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

こ
の
六
条
院
は
、
里
邸
の
規
模
と
し
て
は
、
ま
さ
に
物
語
ら
し
く
最
大
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
物
語
の
発
展
性
、
光

源
氏
と
そ
の
子
孫
の
栄
華
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
大
き
さ
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
春
の
町
で
は
、
玉
霊
が
光
源
氏
の
四
十

の
賀
を
行
っ
た
際
に
準
備
等
で
使
用
し
た
春
の
町
西
側
の
殿
舎
が
、
新
た
に
女
三
の
宮
の
居
住
空
間
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
明
石
の
女
御
の
里
邸
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
住
ま

い
の
変
化
は
、
后
候
補
の
里
邸
と
し
て
の
機
能
や
魅
力
と
い
っ
た
点
か
ら
す
る
と
、
負
の
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
節
に

示
す
よ
う
に
、
寝
殿
と
対
を
女
御
の
里
居
の
空
間
と
し
、
も
う
一
つ
の
対
で
両
親
が
暮
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
里
邸
と
し

て
理
想
的
で
あ
る
と
称
し
て
過
言
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
紫
の
上
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
存
在
感
を
示
す
状
況
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
を

問
題
に
し
た
い
。
女
三
の
宮
を
迎
え
入
れ
た
光
源
氏
と
の
関
係
上
、
春
の
町
が
明
石
の
女
御
の
里
邸
と
し
て
相
応
の
構
え
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
内
外
に
示
せ
る
人
物
は
紫
の
上
を
措
い
て
適
任
者
が
い
な
い
。
女
三
の
宮
と
の
初
対
面
に
あ
た
っ
て
、
光
源
氏
の
妻
と
い
う
よ
り

－84－



紫の上と光源氏（江戸）

出
家
は
む
し
ろ
我
が
本
意
で
も
あ
る
と
言
う
光
源
氏
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
紫
の
上
の
出
家
が
、
自
分
自
身
の
出
家
の
ほ
だ
し
を

取
り
除
く
と
い
っ
た
考
え
は
少
し
も
な
い
。
逆
に
、
出
家
す
る
な
ら
自
分
が
出
家
し
た
後
に
す
る
よ
う
願
い
た
い
、
な
ど
と
言
っ
て
、
紫

の
上
の
申
し
出
を
先
送
り
に
し
た
。
光
源
氏
は
、
恩
着
せ
が
ま
し
い
わ
け
で
も
、
取
り
越
し
苦
労
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
が
、

こ
れ
は
紫
の
上
に
は
切
り
返
し
難
い
言
い
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
家
の
願
い
は
、
紫
の
上
の
六
条
院
で
の
存
在
感
を
如
実
に
示
す
所
為
で

あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
具
体
的
に
は
こ
の
意
義
を
問
題
と
し
て
検
討
し
た
い
。

新
帝
は
、
父
の
朱
雀
院
を
安
心
さ
せ
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
春
宮
の
外
祖
父
光
源
氏
と
の
関
係
を
密
に
す
る
た
め
と
い
う
意
義
か
ら
も
、

と
し
て
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。

も
む
し
ろ
明
石
の
女
御
の
母
と
い
う
立
場
の
ほ
う
が
ｌ
そ
れ
は
女
三
の
宮
方
の
女
房
の
目
に
は
乳
母
に
近
い
者
に
映
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
ｌ
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

後
に
、
冷
泉
帝
が
譲
位
し
、
新
帝
が
即
位
す
る
と
、
そ
の
第
一
皇
子
が
数
え
年
六
歳
で
春
宮
に
立
っ
た
。
「
六
条
の
女
御
」
（
若
菜
下
、

五
’
一
五
一
頁
）
が
生
ん
だ
皇
子
で
あ
る
。
即
位
の
前
に
新
帝
の
生
母
承
香
殿
女
御
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
後
宮
で
は
寵
愛
を
受
け
子
宝

に
恵
ま
れ
た
「
春
宮
の
女
御
」
（
同
頁
）
が
時
勢
を
得
、
立
后
が
噂
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
譲
位
に
よ
り
「
冷
泉
院
の
后
」
（
同

頁
。
秋
好
む
中
宮
）
は
、
よ
り
自
由
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
六
条
の
女
御
」
と
「
春
宮
の
女
御
」
、
そ
し
て
「
冷
泉
院
の
后
」
は
、

こ
の
新
帝
の
即
位
後
に
初
め
て
出
て
く
る
呼
称
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
明
石
の
女
御
の
春
の
町
は
新
し
い
時
代
の

六
条
院
の
核
と
な
る
べ
き
空
間
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

新
た
な
帝
の
世
と
な
れ
ば
、
明
石
の
女
御
の
母
で
あ
る
紫
の
上
は
、
当
然
重
ん
ぜ
ら
れ
る
立
場
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
紫
の
上
は
、
こ

の
頃
か
ら
折
に
触
れ
、
出
家
し
た
い
と
真
剣
に
光
源
氏
に
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
紫
の
上
は
、
「
今
は
、
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な

ら
で
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
」
（
若
菜
下
、
五
’
一
五
二
頁
）
な
ど
と
、
何
度
も
出
家
を
願
い
出
た
も
の
の
、
結
局
、
光
源
氏
は
、
頑
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異
母
妹
の
女
三
の
宮
を
大
事
に
し
、
朱
雀
院
か
ら
推
挙
が
あ
る
や
、
二
品
に
叙
し
て
加
封
し
た
の
で
あ
っ
た
。
当
然
そ
の
後
、
光
源
氏
が

女
三
の
宮
の
も
と
で
過
ご
す
時
間
は
長
く
な
り
、
や
が
て
新
時
代
の
六
条
院
春
の
町
は
、
西
側
が
光
源
氏
と
女
三
の
宮
の
居
住
空
間
で
、

寝
殿
か
ら
東
は
明
石
の
女
御
と
そ
の
皇
女
に
関
わ
る
居
住
空
間
と
い
う
、
理
想
的
な
里
邸
の
あ
り
よ
う
に
移
行
し
た
と
も
み
ら
れ
得
る
の

で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
後
の
紫
の
上
は
明
石
の
女
御
が
生
ん
だ
女
一
の
宮
を
育
て
る
新
た
な
役
割
に
心
が
癒
や
さ
れ
る
の
を
感
じ
る

の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
紫
の
上
は
「
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
」
と
思
い
、
光
源
氏
に
出
家
を
願
い
出
た
が
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
「
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
」
と
思
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
詳
し
く
考
え
て
み
よ
う
。

「
お
ほ
ぞ
う
」
は
「
お
ほ
ぞ
う
な
り
」
の
語
幹
で
、
辞
書
的
に
は
、
特
別
で
は
な
く
ふ
つ
う
だ
、
も
し
く
は
、
い
い
加
減
だ
な
ど
と
訳

（
４
）

す
語
で
あ
る
。
問
題
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
通
り
い
つ
ぺ
ん
だ
、
と
訳
す
校
注
書
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
参
照
す
る
べ
き
用
例
と
し
て

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
二
例
を
加
え
て
五
例
を
掲
出
し
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
な
ど
の
事
例
で
前
節
で
示
し
た
こ
と
の
根
拠
を
も
示
し
な
が
ら
、

こ
の
語
の
現
れ
方
の
異
同
や
物
語
上
の
意
義
を
検
討
し
た
い
。
で
は
、
先
ず
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
用
例
Ｂ
と
Ｃ
か
ら
み
て
い
こ
う
。

Ｂ
「
（
略
）
か
の
侍
る
三
条
の
東
角
に
向
か
ひ
た
る
家
、
小
さ
き
あ
り
。
そ
こ
に
渡
り
た
ま
ひ
て
い
と
心
安
く
て
も
の
し
た
ま
へ
。
身
は
、

（
５
）

か
く
お
ほ
ぞ
う
な
る
所
の
、
心
を
心
に
任
せ
た
ま
は
ね
ば
、
御
迎
へ
に
と
て
な
む
」
（
蔵
開
下
、
二
’
五
八
九
頁
）

二
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紫の上と光源氏（江戸）

藤
原
兼
雅
は
、
北
山
の
う
つ
ほ
で
清
原
俊
蔭
の
娘
と
再
会
す
る
ま
で
の
十
二
年
間
、
派
手
な
色
好
み
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

再
会
後
は
、
過
去
の
色
好
み
の
日
々
か
ら
す
っ
か
り
足
を
洗
い
、
十
年
以
上
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
ほ
ぼ
三
条
堀
川
の
邸
で
俊
蔭
の
娘

と
愛
息
仲
忠
と
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
一
条
殿
の
女
君
た
ち
は
、
孤
閨
の
恨
み
を
ひ
ど
く
募
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
、

春
宮
に
入
内
し
て
い
た
梨
壺
が
懐
妊
し
た
と
の
吉
報
が
舞
い
込
ん
だ
。
つ
い
て
は
、
嵯
峨
院
へ
の
慮
り
も
、
入
内
し
た
娘
を
持
つ
母
の
待

遇
も
、
当
然
相
応
に
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
仲
忠
か
ら
あ
が
り
、
こ
れ
に
賛
同
し
た
俊
蔭
の
娘
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
兼
雅
は
、
も

と
も
と
は
梨
壺
の
里
邸
と
し
て
用
意
し
た
邸
で
あ
る
三
条
堀
川
邸
の
南
殿
に
、
女
三
の
宮
を
迎
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
い
つ
ぽ
う
、

こ
れ
を
潮
に
、
一
条
殿
の
他
の
女
君
た
ち
は
、
身
の
振
り
方
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

一
条
殿
は
、
東
西
に
門
を
構
え
二
町
を
占
め
た
大
邸
宅
で
あ
る
。
寝
殿
か
ら
東
の
対
に
か
け
て
は
女
三
の
宮
が
住
み
、
「
南
の
お
と
ど
」

に
は
故
式
部
卿
宮
の
中
の
君
、
北
の
対
に
は
兼
雅
の
異
腹
の
妹
、
東
の
一
の
対
に
は
才
人
源
仲
頼
の
妹
、
東
の
二
の
対
に
は
故
右
大
臣
橘

千
蔭
の
妹
、
西
の
一
の
対
に
は
源
宰
相
の
娘
、
同
じ
く
西
の
対
に
、
嵯
峨
院
の
後
宮
で
色
好
み
と
し
て
知
ら
れ
た
梅
壺
更
衣
が
住
み
、

「
召
人
め
き
た
り
し
人
」
は
対
一
棟
に
つ
き
二
人
で
住
ん
で
い
た
。
三
条
殿
に
俊
蔭
の
娘
と
仲
忠
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
後
は
、
一
条
殿

ぬ
し

が
梨
壺
の
里
邸
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
母
の
女
三
の
宮
が
邸
の
「
主
」
で
あ
っ
た
。
女
三
の
宮
は
、
多
く
の
財
産
を
譲
り
受
け
た

た
か
ら

「
財
の
王
」
で
あ
り
、
そ
の
住
ま
い
で
は
家
司
が
大
勢
仕
え
、
蔵
で
は
物
の
出
納
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
も
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ほ
か

の
女
君
た
ち
の
生
活
は
異
な
り
、
特
に
中
の
君
の
住
ま
い
で
は
破
れ
た
屏
風
や
色
槌
せ
た
几
帳
を
使
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
ほ
ど
に
逼

迫
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

故
式
部
卿
宮
の
中
の
君
で
あ
っ
た
。

藤
原
兼
雅
は
、
北
山
の
う
つ
ほ
一

傍
線
部
は
、
色
好
み
の
左
大
将
藤
原
兼
雅
の
邸
宅
「
一
条
殿
」
の
「
南
殿
」
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
条
殿
に
は
、
梨
壺
の

母
で
あ
る
嵯
峨
院
の
女
三
の
宮
の
ほ
か
、
兼
雅
の
妻
妾
が
幾
人
も
居
住
し
て
い
た
が
、
南
殿
に
住
ん
で
い
た
の
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
、

－87－



状
態
を
形
容
し
た
言
葉
で
あ
る
。

Ｃ
は
、
第
三
子
出
産
の
た
め
に
父
母
が
住
む
三
条
大
宮
の
邸
に
里
下
が
り
し
た
藤
壺
（
あ
て
宮
）
が
、
孫
王
の
君
を
介
し
て
右
大
将
の

藤
原
仲
忠
に
、
あ
な
た
以
外
に
書
の
手
本
を
頼
め
る
人
は
い
な
い
、
里
邸
で
皇
子
た
ち
と
過
ご
せ
る
間
に
、
ぜ
ひ
と
も
あ
な
た
の
手
本
で

書
を
習
わ
せ
た
い
の
で
す
、
と
頼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
藤
壺
は
、
梨
壺
よ
り
も
後
に
春
宮
の
後
宮
に
入
内
し
た
が
、
春
宮
に
大
変

寵
愛
さ
れ
、
第
一
皇
子
と
第
二
皇
子
を
続
け
ざ
ま
に
出
産
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
参
内
し
て
春
宮
の
も
と
に
ず
っ
と
い
た
の
で
、

三
条
大
宮
の
邸
で
育
て
ら
れ
て
い
た
皇
子
た
ち
の
こ
と
を
、
十
分
に
構
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

右
大
臣
源
正
頼
の
三
条
殿
は
、
光
源
氏
の
六
条
院
と
同
じ
く
四
町
を
占
め
る
大
邸
宅
で
あ
っ
た
。
藤
壺
の
里
邸
は
、
三
条
大
路
と
大
宮

兼
雅
が
女
三
の
宮
を
迎
え
る
際
に
立
ち
寄
っ
た
時
、
中
の
君
は
、
所
々
破
れ
た
綾
掻
練
の
一
襲
に
色
槌
せ
た
白
衣
を
着
て
現
れ
、
多
め

ひ
め

．
は
じ
か
み

か
ぶ
ら
か
た
い
し
お

の
水
で
米
を
煮
た
「
編
練
」
の
よ
う
な
主
食
少
量
に
誼
、
漬
け
た
蕪
、
堅
塩
を
付
し
て
饗
応
し
た
。
傍
に
は
乳
母
の
家
族
の
ほ
か
に
下

仕
が
一
人
い
る
の
み
。
周
囲
を
見
回
し
た
兼
雅
は
、
し
ば
し
絶
句
し
て
涙
で
袖
を
ず
ぶ
濡
れ
に
濡
ら
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
三
条
の
新
居
に
引
き
取
る
準
備
が
整
い
、
一
条
殿
に
迎
え
に
来
た
兼
雅
が
中
の
君
に
言
っ
た
こ
と
ば
が
Ｂ
で
あ
る
。
「
か
く

お
ほ
ぞ
う
な
る
所
」
の
「
か
く
」
は
、
兼
雅
が
見
た
、
一
条
殿
で
の
中
の
君
の
生
活
を
指
し
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
「
心
を
心
に
任
せ
た
ま

は
ね
ば
」
と
は
、
空
虚
な
日
常
へ
の
忍
耐
に
つ
い
て
い
う
。
Ｂ
の
「
お
ほ
ぞ
う
な
る
」
は
、
「
い
と
心
安
く
て
」
暮
ら
せ
る
新
居
の
状
況

と
は
正
反
対
の
、
か
ま
び
す
し
い
豪
邸
で
な
お
ざ
り
の
扱
い
に
甘
ん
じ
、
心
落
ち
着
か
ず
つ
ら
い
暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た

Ｃ
「
誰
か
は
。
こ
こ
に
は
知
ら
で
寵
も
り
は
く
れ
ば
、
お
ほ
ぞ
う
な
る
や
う
な
れ
ば
。
こ
こ
に
か
く
て
侍
る
ほ
ど
に
、
い
か
で
習
は
し

た
て
ま
つ
ら
む
」
。
大
将
、
「
い
と
易
き
こ
と
な
り
。
御
書
を
仕
ま
つ
ら
む
。
そ
の
日
と
仰
せ
言
を
」
。
（
国
譲
上
、
三
’
五
五
頁
）

ｆ
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紫の上と光源氏（江戸）

東
南
の
藤
壺
の
町
は
、
八
重
山
吹
の
高
々
と
咲
く
下
を
せ
せ
ら
ぎ
行
く
遣
り
水
に
滝
落
と
し
の
変
化
を
持
た
せ
た
意
匠
、
藤
を
這
わ
せ

た
松
が
並
び
立
つ
池
畔
な
ど
、
春
の
花
も
秋
の
紅
葉
も
趣
深
い
、
他
所
に
は
な
い
大
変
見
事
な
庭
を
有
し
た
。
殿
舎
の
中
で
は
特
に
、
紀

伊
国
の
大
富
豪
神
南
備
種
松
に
養
育
さ
れ
た
源
涼
が
、
風
光
明
媚
な
吹
上
の
宮
か
ら
移
築
し
て
住
ん
で
い
た
西
の
一
の
対
が
素
晴
ら
し
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
藤
壺
は
、
涼
の
北
の
方
と
な
っ
た
妹
さ
ま
宮
の
勧
め
に
従
い
、
暗
闇
の
中
で
も
照
り
輝
く
と
い
う
そ
の
西
の
一
の
対
に

住
む
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
、
春
宮
候
補
の
皇
子
に
は
相
応
の
住
ま
い
で
過
ご
さ
せ
た
い
と
の
考
え
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
左
大

臣
藤
原
忠
雅
と
七
の
君
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
寝
殿
は
、
清
涼
殿
を
模
し
た
殿
舎
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
寝
殿
を
二
つ
に
分
け
て
設
え
、
東
を

第
一
皇
子
、
西
を
第
二
皇
子
の
住
ま
い
と
し
、
東
の
一
の
対
は
第
一
皇
子
付
き
の
蔵
人
所
、
東
の
二
の
対
は
別
当
と
な
っ
た
正
頼
の
息
男

お
‐
と
ど

大
路
に
接
し
た
東
北
の
町
の
「
東
の
大
殿
」
で
、
そ
こ
が
皇
子
た
ち
の
住
ま
い
で
も
あ
っ
た
。

「
沖
っ
白
波
」
の
巻
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
町
で
は
、
藤
壺
か
ら
は
姪
に
当
た
る
女
一
の
宮
が
、
夫
の
藤
原
仲
忠
と
「
中
の
大
殿
」

に
住
み
、
「
南
の
大
殿
」
は
女
一
の
宮
の
母
仁
寿
殿
女
御
の
里
邸
、
「
北
の
大
殿
」
に
は
源
正
頼
と
妻
の
大
宮
が
住
ん
で
い
た
。
源
正
頼
は
、

大
家
族
の
共
存
共
栄
を
重
ん
じ
る
人
物
で
、
十
人
の
息
子
と
十
四
人
の
娘
、
そ
し
て
孫
ら
を
、
帝
と
東
宮
以
外
は
婿
を
も
含
め
て
、
三
条

殿
の
四
町
の
内
に
、
ほ
ぼ
住
ま
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
藤
壺
が
第
三
子
を
懐
妊
し
て
里
下
が
り
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
藤
原
仲
忠
が
「
今
日
明
日
に
で
も
女
御
・
后
に
も
な
ろ
う

と
い
う
方
が
対
に
住
む
よ
う
で
は
、
ど
う
し
て
寝
殿
に
上
れ
ま
し
ょ
う
」
と
意
見
し
た
の
を
受
け
入
れ
、
息
子
や
婿
た
ち
に
三
条
殿
の
外

で
住
む
こ
と
を
許
可
し
、
住
み
替
え
を
図
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
西
北
の
町
の
用
途
は
不
明
で
あ
る
が
、
三
条
殿
の
他
の
三
町

の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。
東
北
の
町
は
、
仁
寿
殿
女
御
を
中
心
に
そ
の
皇
子
皇
女
、
両
親
の
正
頼
と
大
宮
、
女
一
の
宮
と
仲
忠
ら

が
住
む
所
に
、
東
南
の
町
は
、
藤
壺
と
そ
の
皇
子
た
ち
の
里
邸
に
、
西
南
の
町
は
、
正
頼
の
も
う
一
人
の
妻
大
殿
の
上
が
住
む
所
と
な
っ

が
住
む
所
に
、

た
の
で
あ
る
。
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「
宮
あ
こ
」
の
侍
従
の
居
所
と
定
め
、
西
の
二
の
対
に
は
第
二
皇
子
付
き
の
人
び
と
の
侍
所
と
藤
壺
に
仕
え
る
人
び
と
の
侍
所
を
、
西
の

廊
に
は
そ
の
他
の
人
び
と
の
曹
司
を
設
け
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
源
正
頼
も
、
藤
原
兼
雅
と
同
じ
く
、
春
宮
に
入
内
し
て
懐
妊
し
た
娘
の
た
め
に
そ
の
住
ま
い
を
調
整
し
た
の
で
あ
っ
た

が
、
Ｃ
は
、
三
条
殿
が
こ
う
し
た
住
み
か
た
に
な
る
以
前
の
事
情
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
り
、
傍
線
部
「
お
ほ
ぞ
う
な
る
よ
う
な
れ
ば
」

は
、
宮
中
で
外
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
過
ご
し
て
い
る
と
、
当
代
随
一
の
才
学
を
有
す
る
仲
忠
に
書
の
手
本
を
頼
む
よ
う
な
格
別
の
教
育
を

受
け
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
、
忙
し
さ
に
か
ま
け
て
皇
子
の
教
育
が
疎
か
に
な
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
二
例
の
「
お
ほ
ぞ
う
（
な
り
）
」
の
意
味
あ
い
を
検
討
し
な
が
ら
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
か
ら
、
春
宮
候
補
の
皇
子
を

出
産
し
た
二
人
の
姫
君
の
里
邸
を
取
り
あ
げ
て
み
た
。
以
前
に
拙
論
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
邸
宅
」
（
『
王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園
』
平
安

文
学
と
隣
接
諸
学
１
、
竹
林
舎
、
二
○
○
七
年
五
月
。
後
に
『
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
形
成
と
享
受
』
（
勉
誠
出
版
、
二
○
○
八
年
）
に
所

収
）
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
住
ま
い
に
関
す
る
表
現
が
物
語
な
ら
で
は
の
社
会
性
、
人
間
性
の
容
れ
物
と

し
て
、
色
々
な
意
義
を
獲
得
す
る
ま
で
に
到
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
住
ま
い
の
構
成
等
を
細
か
く
示
す
こ
と
を
通

し
て
作
中
人
物
の
立
場
や
思
惑
、
感
情
を
際
立
た
せ
る
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
国
譲
」
の
巻
に
な
る
と
、
藤
壺
腹
の
第
一
皇

子
と
梨
壺
腹
の
第
三
皇
子
が
次
の
春
宮
の
位
を
め
ぐ
り
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
結
局
は
、
如
上
の
里
邸
の
規
模
の
差
が
坊
が
ね
と
し

て
の
地
位
の
差
に
比
例
し
た
こ
と
に
も
な
る
。
立
坊
の
後
、
第
二
皇
子
が
西
の
対
に
移
っ
て
寝
殿
が
春
宮
一
人
の
住
ま
い
と
な
り
、
藤
壷

は
東
に
対
に
移
っ
た
。
ま
た
、
元
来
は
春
宮
妃
の
た
め
に
用
意
し
た
里
邸
で
あ
っ
た
住
ま
い
で
、
愛
妻
の
俊
蔭
の
娘
と
専
ら
暮
ら
し
続
け

た
兼
雅
の
色
好
み
の
度
合
い
も
、
並
々
で
は
な
い
と
わ
か
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
こ
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
読
者
が
創
作
し
た
物
語
で

あ
り
、
当
然
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
四
町
を
占
め
、
入
内
さ
せ
た
二
人
の
姫
君
の
里
邸
で
も
あ

っ
た
源
正
頼
の
三
条
殿
は
、
同
様
の
規
模
を
備
え
る
点
で
六
条
院
の
先
例
と
い
え
る
邸
宅
で
あ
り
、
注
目
に
値
し
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
八
寛
弘
五
年
（
一
○
○
八
）
に
上
東
門
第
で
彰
子
が
皇
子
敦
成
を
出
産
し
た
時
の
記
録
『
紫
式
部
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
九
月

十
日
の
明
け
方
に
御
座
所
の
模
様
替
え
を
し
て
白
の
御
帳
台
に
中
宮
を
移
し
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
十
日
の
未
明
に
産
気
づ
い
た
後
、

急
ご
し
ら
え
で
用
意
し
た
白
の
御
帳
台
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
常
の
居
所
の
近
く
に
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
白
の
御
帳
台
の
周
り

で
は
、
東
に
内
裏
の
女
房
た
ち
、
西
に
懸
坐
た
ち
、
南
に
僧
侶
た
ち
が
詰
め
、
御
帳
台
の
北
の
障
子
と
の
狭
い
合
間
に
は
四
十
人
も
の
人

が
す
し
詰
め
に
な
り
、
熱
気
で
の
ぼ
せ
上
が
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
翌
十
一
日
の
早
朝
に
は
北
の
障
子
二
間
を
開
放
し
て
北
庇
に

移
し
、
い
く
つ
も
几
帳
を
立
て
回
し
て
御
在
所
と
し
、
必
要
最
小
限
の
人
員
の
み
を
こ
の
二
間
に
詰
め
さ
せ
、
他
の
者
は
殿
舎
の
南
面
と

東
面
に
退
け
た
が
、
背
面
の
几
帳
の
外
側
を
尚
侍
（
道
長
の
二
女
獅
子
）
付
き
の
女
房
た
ち
が
占
め
た
た
め
、
「
御
帳
二
つ
が
後
ろ
の
細

道
」
は
人
が
通
行
で
き
な
く
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
御
産
の
場
所
は
、
皇
子
誕
生
か
ら
五
日
目
の
産
養
の
記
事
に
、
御
帳
台
の
東
二
間
に

三
十
人
以
上
の
女
房
が
居
並
び
、
そ
の
ほ
か
の
下
級
の
女
官
た
ち
が
「
寝
殿
の
東
の
廊
、
渡
殿
の
戸
口
ま
で
」
所
狭
し
と
詰
め
て
い
て
容

易
に
通
行
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
御
産
部
類
記
』
（
図
書
寮
叢
刊
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
八
一
年
）

寛
弘
五
年
九
月
十
一
日
条
に
あ
る
と
お
り
「
寝
殿
北
母
屋
庇
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
で
は
、
紫
式
部
の
居
室
が
寝
殿
の
東
の
渡
殿
の
戸
口
辺
り
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
上
東
門
第
の
寝
殿
の
西
側
の

様
子
を
記
す
こ
と
が
比
較
的
少
な
い
が
、
東
の
対
は
、
三
日
目
の
中
宮
職
主
催
の
産
養
や
五
十
日
の
祝
い
の
際
に
西
庇
を
上
達
部
の
座
と

『
大
鏡
』
に
よ
る
と
、
藤
原
兼
家
も
東
三
条
第
の
西
の
対
を
清
涼
殿
造
り
で
建
て
、
内
装
も
内
裏
風
に
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

／

の
た
め
に
、
世
人
の
擢
豊
を
買
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
国
譲
」
の
巻
の
藤
壺
の
里
邸
の
あ
り
よ
う
は
、

む
し
ろ
后
候
補
の
藤
壺
や
春
宮
候
補
の
皇
子
の
盛
栄
を
示
す
に
あ
た
り
、
も
っ
と
も
似
つ
か
わ
し
い
殿
舎
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
と

い
え
、
そ
こ
か
ら
、
同
様
の
殿
舎
を
建
て
た
兼
家
の
思
惑
も
、
そ
し
て
、
帝
の
子
を
妊
娠
し
た
娘
の
里
邸
に
対
す
る
当
時
の
理
想
像
も
、

わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
『
紫
式
部
日
記
』
や
古
記
録
か
ら
得
ら
れ
る
見
解
は
、
前
引
の
藤
原
仲
忠
が
源
正
頼
に
進
言
し
た
、
藤
壺
の
里
邸
に
関
す
る

意
見
に
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
理
想
的
な
邸
宅
か
ら
の
距
離
に
よ
り
、
前
節
で
は
、
明
石
の
女
御
の
里
邸
と
し
て
み
た

場
合
、
六
条
院
春
の
町
に
は
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
の
常
の
居
所
は
、
西
の
対
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い

う
懸
念
を
世
人
に
持
た
れ
か
ね
な
い
状
況
は
、
明
石
の
女
御
の
里
邸
と
し
て
は
落
ち
着
か
ず
、
好
ま
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

「
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
」
と
思
っ
た
そ
の
時
、
紫
の
上
の
念
頭
の
片
側
に
は
、
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
に
十
全
の
住
ま
い

が
あ
る
と
の
思
い
、
た
と
え
ば
、
二
条
院
で
の
信
仰
の
生
活
を
思
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
二
条
院
は
、
六
条
院
に
移
る
前
に
光
源
氏

と
紫
の
上
が
住
ん
で
い
た
邸
で
あ
る
が
、
光
源
氏
が
須
磨
へ
退
去
す
る
際
に
紫
の
上
が
一
切
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
、
紫
の

上
は
「
二
条
の
上
」
な
ど
と
、
貴
人
の
妻
を
表
す
「
上
」
を
敬
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
紫
の
上
の
二
条
院
の

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
出
産
か
ら
約
一
ヶ
月
後
、
一
条
天
皇
の
行
幸
が
あ
っ
た
際
は
、
御
帳
台
の
西
面
に
天
皇
の
御
座
所
を
用
意

し
、
西
の
対
が
上
達
部
を
饗
応
す
る
場
所
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
寝
殿
か
ら
東
側
に
中
宮
の
居
住
域
が
あ
り
、

西
側
に
道
長
の
居
住
域
が
あ
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

建
築
史
学
の
飯
淵
康
一
の
論
文
「
上
東
門
第
と
小
野
宮
第
に
於
け
る
道
長
・
頼
通
と
実
資
の
居
所
に
つ
い
て
ｌ
そ
の
違
い
と
要
因
」

（
「
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
」
第
六
三
五
号
、
二
○
○
九
年
一
月
。
後
に
『
続
平
安
時
代
貴
族
住
宅
の
研
究
』
（
中
央
公
論
美
術
出

版
、
二
○
一
○
年
）
に
所
収
）
に
よ
る
と
、
上
東
門
第
と
小
野
宮
第
と
で
は
、
儀
式
の
場
が
対
の
南
面
と
対
の
寝
殿
側
の
庇
と
で
相
違
す

る
が
、
そ
の
理
由
は
、
小
野
宮
第
で
は
寝
殿
が
藤
原
実
資
の
居
所
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
上
東
門
第
で
は
、
専
ら
寝
殿
が
入
内
し
た
娘
の

里
邸
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
対
が
藤
原
道
長
（
頼
通
）
の
居
所
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
『
小
右
記
』
長

和
元
年
（
一
○
一
二
）
六
月
九
日
条
に
「
相
府
帰
西
対
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
東
門
第
で
の
藤
原
道
長
の
居
所
は
西
の
対
で
あ
っ
た
と

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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管
理
経
営
に
つ
い
て
は
、
宮
川
葉
子
が
論
文
「
紫
上
試
論
ｌ
紫
上
の
社
会
的
・
経
済
的
独
立
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
中
古
文
学
」
第
五
○
号
、

一
九
九
二
年
二
月
）
で
、
二
条
院
を
紫
の
上
の
遺
言
で
匂
宮
が
伝
領
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
取
り
あ
げ
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
紫
の
上
は
、
す
で
に
光
源
氏
の
後
押
し
を
得
て
自
立
的
に
生
き
ら
れ
る
だ
け
の
生
活
基
盤
を
も
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

紫
の
上
は
、
出
家
を
願
う
に
あ
た
っ
て
何
の
寄
る
辺
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
条
院
を
維
持
管
理
で
き
る
経
営
力
、
明
石
の
女

御
を
核
と
す
る
次
世
代
を
は
ぐ
く
ん
だ
育
成
力
、
そ
し
て
、
六
条
院
の
調
和
を
保
持
で
き
る
調
整
力
を
も
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
て
い
た

の
で
、
明
石
の
女
御
が
将
来
の
帝
と
目
さ
れ
る
皇
子
を
出
産
し
た
後
に
、
さ
ら
な
る
安
寧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

後
藤
祥
子
の
論
文
「
『
若
菜
』
以
後
の
紫
上
」
（
「
源
氏
物
語
研
究
（
國
學
院
大
学
源
氏
物
語
研
究
会
）
」
七
号
、
一
九
七
九
年
一
二
月
。
後

に
『
源
氏
物
語
の
史
的
空
間
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
に
所
収
）
に
示
さ
れ
た
と
お
り
、
紫
の
上
は
自
分
の
優
勢
を
保
っ

た
う
え
で
い
つ
も
出
家
を
希
望
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
源
正
頼
と
藤
壺
の
三
条
殿
や
藤
原
道
長
と
彰
子
の
上
東
門
第
と
い
っ
た
先
例
実
例
と
比
較
し
つ
つ
、
光
源
氏
と
明

石
の
中
宮
の
六
条
院
に
お
け
る
女
三
の
宮
と
紫
の
上
と
い
う
構
図
を
作
っ
て
み
る
と
、
物
語
に
は
す
で
に
よ
く
似
た
構
図
が
あ
っ
た
こ
と

に
気
づ
く
読
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
明
石
の
姫
君
と
紫
の
上
の
二
条
院
と
大
堰
の
邸
の
明
石
の
君
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

せ

り
山
里
の
人
も
、
い
か
に
な
ど
絶
え
ず
お
ぼ
し
や
れ
ど
、
所
狭
さ
の
み
ま
さ
る
御
身
に
て
、
わ
た
り
た
ま
ふ
こ
と
い
と
か
た
し
。
世
の

中
を
あ
ぢ
き
な
く
憂
し
と
思
ひ
知
る
け
し
き
、
な
ど
か
さ
し
も
思
ふ
く
き
、
心
や
す
く
立
ち
出
で
て
、
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
は
せ
じ

一
一
一
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Ｄ
は
、
姫
君
を
紫
の
上
に
委
ね
て
大
堰
の
山
荘
で
過
ご
す
明
石
の
君
（
「
山
里
の
人
」
）
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
光
源
氏
が
付
度
し
た

と
い
う
例
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
明
石
の
君
の
た
め
に
二
条
の
東
院
の
東
の
対
を
用
意
し
て
い
た
の
で
、
そ
こ
で
暮
ら
す
べ
き
だ
と
の
意

向
を
持
ち
、
そ
れ
を
拒
む
明
石
の
君
を
、
身
の
ほ
ど
を
わ
き
ま
え
て
い
な
い
と
も
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
う
難
じ
て
み
て
も
や
は
り
不

燗
で
は
あ
る
の
で
、
嵯
峨
で
の
念
仏
修
行
に
か
こ
つ
け
、
大
堰
の
山
荘
を
訪
ね
た
の
で
あ
っ
た
。

Ｄ
の
傍
線
部
は
、
二
条
の
東
院
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
い
う
も
の
で
あ
る
。
紫
の
上
が
光
源
氏
の
寵
愛
を
受
け
二
条
院
の
女
主
と
し
て
特

立
し
て
い
る
状
況
で
は
、
そ
の
近
く
に
い
る
と
、
お
そ
ら
く
な
お
ざ
り
の
扱
い
を
受
け
る
ほ
か
な
い
か
ら
、
心
が
落
ち
着
か
ず
つ
ら
い
生

活
に
な
ろ
う
、
と
明
石
の
君
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
明
石
の
君
は
、
姫
君
を
二
条
院
で
育
て
る
話
が
大
堰
の
山
荘
に
伝
え
ら
れ
た

時
に
、
自
分
も
同
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
さ
す
が
に
、
立
ち
出
で
て
、
人
も
、
め
ざ
ま
し
と
思
す
こ
と
や
あ
ら
む
」
（
一
五
○
頁
）

と
思
量
し
て
い
た
が
、
光
源
氏
は
こ
う
し
た
思
い
を
酌
み
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
女
三
の
宮
の
傍
ら
で
心
穏
や
か
な
ら
ず

に
過
ご
し
て
い
た
、
故
式
部
卿
宮
の
中
の
君
の
暮
ら
し
を
言
っ
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
Ｂ
の
用
例
に
通
じ
る
用
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

実
は
、
紫
の
上
は
、
女
三
の
宮
と
初
対
面
す
る
に
あ
た
り
、
宮
に
ど
う
見
ら
れ
る
か
よ
り
も
、
「
明
石
の
君
の
恥
づ
か
し
げ
に
て
交
じ

ら
む
」
と
、
里
下
が
り
を
し
た
女
御
に
影
の
よ
う
に
付
き
添
う
明
石
の
君
の
ほ
う
を
意
識
し
、
身
繕
い
を
き
り
り
と
整
え
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
む
ろ
ん
、
姫
君
の
将
来
を
思
っ
て
忍
従
し
て
き
た
明
石
の
君
の
立
場
で
み
る
と
、
姫
君
を
預
け
た
紫
の
上
が
立
派
で
な
け
れ
ば
、

徒
労
感
や
落
胆
、
悲
嘆
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
族
の
悲
願
の
た
め
に
一
身
を
捧
げ
た
明
石
の
君
に
は
、
な
お
ざ
り
に
さ
れ
な
が
ら

で
も
気
丈
に
自
分
を
律
せ
ら
れ
る
確
か
な
拠
り
所
が
あ
っ
た
。
上
京
し
な
い
で
明
石
に
留
ま
っ
た
父
入
道
を
始
め
と
す
る
一
族
の
後
援
が

と
思
へ
る
を
、
お
ほ
け
な
し
、
と
は
思
す
も
の
か
ら
、
い
と
ほ
し
く
て
、
例
の
不
断
の
御
念
仏
に
こ
と
つ
け
て
渡
り
た
ま
へ
り
。

（
薄
雲
、
三
’
一
八
五
頁
）
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心
の
支
え
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
明
石
の
君
は
、
光
源
氏
に
寵
愛
さ
れ
て
二
条
院
の
女
主
と
な
っ
た
紫
の
上
の
素
晴
ら
し

さ
と
勢
威
と
を
認
め
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
紫
の
上
に
姫
君
の
母
親
役
を
委
ね
、
自
分
は
謙
退
で
き
る
、
賢
明
さ
と
愛
情
の
深
さ
が
あ
っ

た
。
い
つ
ぽ
う
、
紫
の
上
に
は
、
虚
勢
を
張
っ
た
り
意
固
地
に
な
っ
た
り
す
る
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
ん
な
明
石
の
君
を
意
識
す
る
こ

と
で
身
の
置
き
ど
こ
ろ
が
自
然
と
定
ま
っ
て
く
る
と
い
う
人
物
の
器
の
大
き
さ
、
女
主
に
ふ
さ
わ
し
い
資
質
が
出
来
あ
が
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
両
者
は
、
女
御
を
支
え
六
条
院
に
繁
栄
を
も
た
ら
し
こ
れ
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
で
共
存
共
栄
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
目
的
に
向
か
っ
て
進
む
う
ち
に
、
同
じ
よ
う
な
問
題
が
紫
の
上
に
も
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
重
な
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。
二
人
と
も
、
「
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
」
を
嫌
っ
た
が
、
最
初
か
ら
そ
れ
を
よ
く
認
識
し
た
か
、
後
か
ら
深
く
思
い
知
っ
た
か
と

い
う
相
違
以
上
の
、
時
間
差
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
比
重
の
相
違
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
紫
の
上
は
、
次
の
よ
う
に
、
明
石
の

君
が
光
源
氏
に
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
訴
え
出
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

Ｅ
「
さ
れ
ど
も
ま
た
、
世
に
す
ぐ
れ
て
悲
し
き
め
を
見
る
か
た
も
、
人
に
は
ま
さ
り
け
り
か
し
。
ま
づ
は
、
思
ふ
人
に
さ
ま
ざ
ま
後
れ
、

残
り
と
ま
れ
る
齢
の
末
に
も
、
飽
か
ず
悲
し
と
思
ふ
こ
と
多
く
、
あ
ぢ
き
な
く
さ
る
ま
じ
き
こ
と
に
つ
け
て
も
、
あ
や
し
く
も
の
思

は
し
く
、
心
に
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
添
ひ
た
る
身
に
て
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
そ
れ
に
か
へ
て
や
、
思
ひ
し
ほ
ど
よ
り
は
、
今
ま
で
も
な

ひ
と
ふ
し

が
ら
ふ
る
な
ら
む
と
な
む
、
思
ひ
知
ら
る
る
。
君
の
御
身
に
は
、
か
の
一
節
の
別
れ
よ
り
、
あ
な
た
こ
な
た
、
も
の
思
ひ
と
て
心
乱

り
た
ま
ふ
ば
か
り
の
こ
と
あ
ら
じ
と
な
む
思
ふ
。
后
と
い
ひ
、
ま
し
て
そ
れ
よ
り
次
々
は
、
や
む
ご
と
な
き
人
と
い
へ
ど
、
皆
か
な

ら
ず
安
か
ら
ぬ
も
の
思
ひ
添
ふ
わ
ざ
な
り
。
高
き
交
じ
ら
ひ
に
つ
け
て
も
、
心
乱
れ
、
人
に
あ
ら
そ
ふ
思
ひ
の
絶
え
ぬ
も
安
げ
な
き

を
、
親
の
窓
の
う
ち
な
が
ら
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
や
う
な
る
心
安
き
こ
と
は
な
し
。
そ
の
か
た
、
人
に
す
ぐ
れ
た
り
け
る
宿
世
と
は
お

ぽ
し
知
る
や
。
思
ひ
の
ほ
か
に
、
こ
の
宮
（
女
三
の
宮
）
の
か
く
わ
た
り
も
の
し
た
ま
へ
る
こ
そ
は
、
な
ま
苦
し
か
る
べ
け
れ
ど
、
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六
条
院
の
女
楽
と
称
さ
れ
る
、
女
三
の
宮
が
光
源
氏
か
ら
教
わ
っ
た
琴
の
琴
を
、
朱
雀
院
の
五
十
の
賀
の
前
に
内
々
に
お
披
露
目
す
る

催
し
が
終
わ
っ
た
後
で
、
光
源
氏
と
紫
の
上
が
身
の
上
話
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
格
別
の
愛
情
を
掛
け
て
き
た
こ
と
を
、

紫
の
上
に
は
わ
か
っ
て
い
て
ほ
し
い
、
と
い
う
気
持
ち
で
あ
る
。
い
つ
ぽ
う
、
紫
の
上
は
、
光
源
氏
が
、
「
も
の
の
心
も
深
く
知
り
た
ま

ふ
め
れ
ば
」
と
、
人
を
育
む
力
や
嗜
み
を
備
え
て
い
る
よ
う
だ
と
持
ち
上
げ
た
か
ら
か
、
が
ま
ん
し
よ
う
に
も
が
ま
ん
し
き
れ
な
い
、
た

だ
た
だ
た
め
息
ば
か
り
が
出
る
嘆
か
わ
し
さ
を
の
み
少
々
身
に
染
み
つ
か
せ
て
き
た
せ
い
か
と
謙
遜
し
て
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、
光
源
氏
も

ま
た
「
心
安
き
こ
と
」
を
心
に
掛
け
て
き
た
と
は
い
う
よ
う
で
あ
る
が
、
紫
の
上
に
と
っ
て
も
、
ま
さ
に
そ
れ
が
「
み
づ
か
ら
の
祈
り
」

で
あ
っ
た
の
で
す
と
切
り
返
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
孟
津
抄
』
に
「
人
の
目
に
は
心
安
き
や
う
な
れ
ど
、
自
ら
の
上
に
て
は
い
か
ほ
ど
も

物
を
思
ふ
と
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
人
か
ら
み
る
と
安
住
し
て
き
た
と
映
る
よ
う
だ
が
、
自
分
自
身
と
し
て
は
少
し
も
そ
ん
な
ふ
う

に
は
思
え
な
い
、
そ
れ
よ
り
も
、
安
寧
を
願
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
の
紫
の
上
の
「
み
づ
か
ら
の
祈
り
」
は
、
個
人
本
位
の
「
私
の
祈
り
」
（
初
音
、
四
’
一
二
頁
）
の
類
と
は
異
な
り
、

自
分
の
た
め
に
の
み
行
わ
せ
る
災
厄
除
去
の
祈
祷
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
光
源
氏
や
明
石
の
女
御
を
は
じ
め
と
す
る
六
条
院
の
人
々
、
ま

そ
れ
に
つ
け
て
は
、
い
と
ど
加
ふ
る
心
ざ
し
の
ほ
ど
を
、
御
み
づ
か
ら
の
上
な
れ
ば
、
お
ぼ
し
知
ら
ず
や
あ
ら
む
。
も
の
の
心
も
深

く
知
り
た
ま
ふ
め
れ
ば
、
さ
り
と
も
と
な
む
思
ふ
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
「
の
た
ま
ふ
や
う
に
、
も
の
は
か
な
き
身
に
は
過
ぎ
に

た
る
よ
そ
の
お
ぼ
え
は
あ
ら
め
ど
、
心
に
堪
へ
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
、
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」
と
て
、

残
り
多
げ
な
る
け
は
ひ
、
恥
づ
か
し
げ
な
り
。
「
ま
め
や
か
に
は
、
い
と
行
く
先
少
な
き
こ
こ
ち
す
る
を
、
今
年
も
か
く
知
ら
ず
顔

に
て
過
ぐ
す
は
、
い
と
う
し
ろ
め
た
く
こ
そ
。
さ
き
ざ
き
も
聞
こ
ゆ
る
こ
と
、
い
か
で
御
ゆ
る
し
あ
ら
ば
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

（
若
菜
下
、
五
’
一
八
八
～
一
九
○
頁
）
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た
、
そ
の
周
囲
の
人
々
の
安
心
安
寧
へ
の
願
い
を
自
分
の
願
い
と
し
て
念
ず
る
「
祈
り
」
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
特
に
光
源
氏
や
明
石
の

女
御
ら
と
と
も
に
住
吉
社
に
参
詣
し
、
神
前
で
歌
を
詠
む
な
ど
し
た
こ
と
と
照
応
す
る
「
祈
り
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
の
思
い

の
多
い
人
生
で
あ
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
生
き
て
こ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
光
源
氏
の
た
め
に
、
紫
の
上
は
、
自
分
に
何
か
で
き
る
こ
と
が

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
が
、
精
一
杯
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。

紫
の
上
は
、
院
に
加
え
て
帝
も
格
別
に
心
を
掛
け
て
い
る
女
三
の
宮
の
処
遇
に
つ
い
て
外
聞
の
悪
い
評
判
が
自
分
の
せ
い
で
立
つ
こ
と

を
畏
れ
た
。
だ
か
ら
、
光
源
氏
と
過
ご
す
時
間
が
女
三
の
宮
と
等
分
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
頭
で
は
理
解
し
納
得
し
な
が
ら
も
、
予
想
ど

お
り
に
光
源
氏
か
ら
愛
情
を
受
け
る
機
会
が
減
じ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
「
安
か
ら
ず
」
思
い
、
「
さ
ら
む
世
を
見
果
て
ぬ
さ
き
に
心
と

背
き
に
し
が
な
」
（
一
六
二
頁
）
と
も
願
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
そ
の
不
安
や
望
み
を
胸
に
収
め
、
女
一
の
宮
の
養
育
に
心
を
砕
き
、

暮
ら
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
六
条
院
の
繁
栄
と
安
寧
の
た
め
に
自
分
を
生
か
す
営
み
が
紫
の
上
の
生
き
る
力
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

真
剣
な
話
、
と
紫
の
上
は
続
け
る
。
「
さ
き
ざ
き
も
聞
こ
ゆ
る
こ
と
」
と
は
、
前
引
の
「
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
、
の
ど
や

か
に
行
ひ
を
も
」
な
ど
と
願
っ
た
こ
と
。
紫
の
上
は
、
年
も
年
な
の
に
こ
の
ま
ま
そ
の
志
に
素
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
出
家
を
先
延
ば
し
に

し
て
過
ご
す
こ
と
は
気
が
答
め
る
の
で
す
、
と
再
び
言
う
の
で
あ
る
が
、
光
源
氏
は
、
「
そ
れ
は
し
も
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
な
む
」
と
拒

ん
だ
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
さ
て
か
け
離
れ
た
ま
ひ
な
む
世
に
残
り
て
は
何
の
効
か
あ
ら
む
。
た
だ
、
か
く
、
何
と
な
く
て
過
ぐ

る
年
月
な
れ
ど
、
明
け
暮
れ
の
隔
て
な
き
う
れ
し
さ
の
み
こ
そ
、
ま
す
こ
と
な
く
お
ぼ
ゆ
れ
。
な
ほ
、
思
ふ
さ
ま
こ
と
な
る
心
の
ほ
ど
を

見
果
て
た
ま
へ
」
と
だ
け
言
っ
た
が
、
こ
れ
が
紫
の
上
の
出
家
話
に
対
す
る
光
源
氏
の
い
つ
も
の
答
え
で
あ
る
ら
し
く
、
そ
の
答
え
を
聞

く
と
、
紫
の
上
は
、
心
の
中
で
申
し
訳
な
さ
を
感
じ
、
目
に
涙
を
浮
か
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
は
、
六
条
院
の
繁
栄
に
資
す
る
こ
と

と
世
塵
を
脱
離
す
る
こ
と
と
を
両
刀
論
法
的
に
言
う
紫
の
上
に
、
こ
れ
ら
を
自
分
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
る
意
志
を
示
し
、
常
日
頃
の

く
っ
た
く
の
な
い
仲
か
ら
生
ま
れ
る
嬉
し
さ
を
大
事
に
し
た
い
、
今
後
も
変
わ
ら
ず
に
、
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
涙
を
浮
か
べ
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る
紫
の
上
を
慈
し
ん
で
は
気
分
を
紛
ら
わ
せ
た
の
だ
が
、
さ
て
こ
の
よ
う
な
二
人
に
と
っ
て
何
が
本
当
の
望
み
で
あ
っ
た
の
か
は
『
源
氏

物
語
』
の
重
要
な
問
い
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
望
み
を
叶
え
る
た
め
に
二
人
に
許
さ
れ
る
こ
と
は
何
か
、
六
条
院
と
こ
れ
を

取
り
巻
く
状
況
が
い
つ
も
そ
の
問
い
を
二
人
に
差
し
戻
し
て
き
た
点
を
、
比
重
の
大
き
さ
、
事
柄
の
切
実
さ
と
し
て
確
か
め
て
お
く
。

さ
て
、
薫
が
「
こ
の
人
（
浮
舟
）
」
の
身
の
上
を
思
案
し
て
い
る
次
の
Ｆ
の
用
例
は
、
薫
が
浮
舟
に
取
ら
せ
る
行
動
の
あ
り
よ
う
を

「
お
ほ
ぞ
う
に
」
と
形
容
し
た
点
で
、
他
と
異
な
る
用
例
に
な
っ
て
い
る
。

Ｆ
の
「
お
ほ
ぞ
う
に
」
は
、
紫
の
上
が
亡
く
な
っ
た
翌
春
、
光
る
源
氏
が
紫
の
上
付
き
の
女
房
た
ち
を
「
い
と
お
ほ
ぞ
う
に
も
て
な
し
」

た
、
つ
ま
り
、
心
が
慰
む
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
お
ざ
な
り
に
遇
し
た
、
と
い
う
「
幻
」
巻
の
用
例
（
六
’
一
二
八
頁
）
に
通
じ
る
。

蕪
は
、
外
聞
の
こ
と
を
考
え
る
と
都
合
が
悪
い
の
で
三
条
の
宮
邸
に
仰
々
し
く
迎
え
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
決
め
た
う
え
で
、

か
と
い
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
と
い
る
女
房
並
み
の
待
遇
で
、
な
ま
じ
い
に
三
条
の
宮
邸
で
過
ご
さ
せ
る
の
で
は
本
意
に
も
と
る
と
思
案
し
、

当
面
の
間
、
浮
舟
を
宇
治
に
隠
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
の
だ
が
、
こ
の
Ｆ
の
傍
線
部
は
、
「
交
じ
ら
は
せ
」
る
薫
本
人
の
意
向
に
即
し
て

い
な
い
状
態
を
「
お
ほ
ぞ
う
に
」
と
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
肩
身
の
狭
い
思
い
で
無
為
に
過
ご
す
の
で
は
な
い
か
、
と
浮

舟
の
身
の
上
を
特
に
心
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
薫
に
と
っ
て
、
浮
舟
は
特
別
扱
い
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
り
、

Ｆ
か
つ
は
、
こ
の
人
を
、
い
か
に
も
て
な
し
て
あ
ら
せ
む
と
す
ら
一

つ
わ
り

音
聞
き
便
な
か
る
く
し
。
さ
り
と
て
、
こ
れ
か
れ
あ
る
列
に
て
、

に
隠
し
て
あ
ら
む
と
思
ふ
も
、
見
ず
は
さ
う
ざ
う
し
か
る
べ
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
た
ま
へ
ば
、
お
ろ
か
な
ら
ず
語
ら
ひ
暮
ら
し
た
ま

ふ
。
（
東
屋
、
七
’
三
四
三
頁
）

い
か
に
も
て
な
し
て
あ
ら
せ
む
と
す
ら
む
、

お
ほ
ぞ
う
に
交
じ
ら
は
せ
む
は
本
意
な
か
ら
む
、

た
だ
今
、
も
の
も
の
し
げ
に
て
、
か
の
宮
に
迎
へ
据
ゑ
む
も
、

し
ば
し
、
こ
こ
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そ
の
た
め
に
、
薫
は
「
お
ろ
か
な
ら
」
ぬ
態
度
で
そ
の
日
は
一
日
浮
舟
と
語
ら
っ
て
過
ご
し
も
し
た
の
だ
が
、
そ
の
特
別
扱
い
と
は
浮
舟

を
大
君
の
「
形
代
」
と
し
て
遇
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
も
と
も
と
光
源
氏
に
と
っ
て
も
紫
の
上
は
藤
壺
の
中
宮
の
代
わ
り
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
点
で
は
、
薫

は
光
源
氏
の
人
物
像
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
の
蕪
は
、
Ｄ
な
ど
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
光
源
氏
ほ
ど
の

包
容
力
や
優
し
さ
は
な
い
。
蕪
は
、
そ
の
場
か
ぎ
り
の
関
係
は
本
意
で
な
い
と
考
え
な
が
ら
も
、
お
ざ
な
り
の
身
勝
手
さ
が
自
分
に
あ
る

こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
で
あ
る
。
Ｆ
で
は
、
こ
う
し
た
蕪
の
心
の
動
き
を
語
る
と
こ
ろ
か
ら
特
に
、
そ
の
「
お
ほ
ぞ
う
に
」
と
い
う
表
現

に
つ
い
て
、
鋭
利
な
批
評
眼
が
さ
え
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
作
中
人
物
に
代
表
さ
せ
て
い
え
ば
、

「
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
」
と
願
っ
た
紫
の
上
の
観
点
に
立
っ
た
眼
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
宇
治
十
帖
の
問
題
は
、
光
源
氏
と
紫
の
上
が
抱
い
た
よ
う
な
希
望
は
現
実
に
何
ら
か
の
か
た
ち
を
得
ら
れ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
へ
の
探
究
心
よ
り
発
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
が
、
物
語
に
即
し
て
具
体
的
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
取
り
押
さ
え
る
た
め
に
は
、
宇

治
十
帖
が
こ
の
よ
う
な
批
評
眼
に
曝
さ
れ
る
ほ
か
な
い
物
語
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
の
が
良
策
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
君
が

「
か
た
ち
を
も
変
へ
て
む
、
さ
て
の
み
こ
そ
、
長
き
心
を
も
か
た
み
に
見
果
つ
く
き
わ
ざ
な
れ
」
（
総
角
、
七
’
一
○
四
頁
）
と
思
っ
た
点

で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
全
体
の
中
で
の
宇
治
十
帖
の
問
題
の
広
が
り
、
す
な
わ
ち
、
紫
の
上
の
人
物
像
を
引
き
ず
っ
て
八
の

宮
の
姫
君
た
ち
が
登
場
し
た
理
由
な
ど
を
確
か
め
て
い
く
た
め
に
も
有
効
な
観
点
と
し
て
、
こ
こ
に
付
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
紫
の
上
が
初
め
て
女
三
の
宮
と
対
面
し
た
場
に
光
源
氏
は
不
在
で
あ
っ
た
。
二
条
の
宮
に
住
む
職
月
夜
の
も
と
に
出
掛
け

四
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朧
月
夜
と
は
、
女
三
の
宮
と
紫
の
上
が
初
対
面
す
る
日
よ
り
も
前
の
、
女
三
の
宮
の
婚
儀
が
終
わ
り
、
朱
雀
院
が
出
家
し
た
す
ぐ
後
に
、

す
で
に
密
会
し
、
往
時
の
逢
瀬
を
思
い
返
し
て
は
数
年
来
の
空
白
を
埋
め
あ
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

か
っ
て
、
朧
月
夜
と
の
密
会
は
身
の
破
滅
と
皮
膜
を
接
し
た
情
事
で
あ
っ
た
。
朧
月
夜
は
光
源
氏
を
よ
く
思
わ
な
い
右
大
臣
の
六
の
君

で
あ
り
、
密
会
の
現
場
を
右
大
臣
に
押
さ
え
ら
れ
た
こ
と
が
つ
い
に
は
須
磨
退
去
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
む
こ
う
み
ず
と

も
い
え
る
光
源
氏
の
行
動
は
、
「
例
の
御
癖
な
れ
ば
」
（
賢
木
、
二
’
一
四
四
頁
）
と
説
明
さ
れ
る
と
お
り
、
光
源
氏
の
「
癖
」
に
由
来
し

た
が

て
い
た
・
「
帯
木
」
の
巻
頭
の
く
だ
り
で
「
あ
な
が
ち
に
引
き
違
へ
心
尽
く
し
な
る
こ
と
を
、
御
心
に
思
し
と
ど
む
る
癖
な
む
、
あ
や
に

く
に
て
」
（
一
’
四
五
・
六
頁
）
と
示
さ
れ
た
、
光
源
氏
特
有
の
性
癖
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
光
源
氏
は
、
平
安
時
代
の
社
会
生
活
に
無
難

に
適
応
で
き
る
謹
直
な
品
位
を
備
え
て
は
い
た
。
だ
が
、
い
つ
ぽ
う
で
は
、
こ
れ
と
思
い
込
ん
だ
ら
決
し
て
中
途
半
端
に
は
し
て
お
け
な

い
と
い
う
タ
イ
プ
の
、
ほ
ど
ほ
ど
や
慎
み
を
美
徳
と
す
る
価
値
観
か
ら
み
る
と
い
つ
ぷ
う
変
わ
っ
た
短
所
を
持
っ
た
人
間
で
も
あ
っ
た
の

女
三
の
宮
と
の
結
婚
直
後
の
密
会
に
つ
い
て
も
、
右
大
臣
に
露
見
し
た
こ
と
で
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
仲
を
、
そ
の
ま
ま
に
は
し
な
か
っ

た
と
い
う
点
に
、
こ
う
し
た
癖
を
み
て
と
れ
よ
う
。
物
語
に
は
、
こ
れ
は
「
癖
」
に
動
か
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
、
は
っ
き
り
と
し
た
語
り

ひ
と
た
び

手
の
こ
と
わ
り
は
な
い
が
、
逢
い
た
い
理
由
は
、
「
年
ご
ろ
も
忘
れ
が
た
く
、
い
か
な
ら
む
折
に
対
面
あ
ら
む
、
今
一
度
あ
ひ
見
て
、
そ

て
い
た
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。

Ｇ
今
宵
は
、
い
づ
か
た
に
も
御
暇
あ
り
ぬ
く
け
れ
ば
、
か
の
忍
び
所
に
、
い
と
わ
り
な
く
て
出
で
た
ま
ひ
に
け
り
。
い
と
あ
る
ま
じ
き

こ
と
と
、
い
み
じ
う
お
ぼ
し
返
す
に
も
か
な
は
ざ
り
け
り
。

（
若
菜
上
、
五
’
八
○
頁
）
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の
世
の
こ
と
も
聞
こ
え
ま
ほ
し
く
の
み
」
（
六
七
頁
）
思
い
続
け
て
い
た
か
ら
だ
と
示
さ
れ
、
ま
た
、
歳
月
を
重
ね
て
か
ら
の
再
会
は
、

強
い
懐
か
し
み
の
情
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
と
き
め
き
で
夢
中
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
「
今
は
じ
め
た
ら
む
よ
り
も
め
づ
ら
し
く
あ

は
れ
に
て
、
明
け
ゆ
く
も
い
と
く
ち
を
し
く
て
、
出
で
た
ま
は
む
空
も
な
し
」
（
七
二
頁
）
と
語
っ
て
も
い
る
。

と
は
い
え
、
Ｇ
の
逢
瀬
は
、
傍
線
部
が
端
的
に
示
し
て
い
る
と
お
り
、
き
っ
か
け
は
ま
っ
た
く
別
に
あ
り
、
光
源
氏
の
不
在
は
、
六
条

院
春
の
町
の
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
出
家
前
の
朱
雀
院
と
対
面
し
た
光
源
氏
は
、
万
人
が
認
め
る
立
派
な
春
宮
が
女
三
の
宮
の
こ
と
を
疎
か
に
す
る

は
ず
が
な
い
と
言
う
い
つ
ぽ
う
、
そ
れ
で
も
な
お
し
っ
か
り
と
し
た
面
倒
見
の
良
い
人
が
欲
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
分
相
応
の
夫
を
決
め
て

お
く
べ
き
だ
、
と
進
言
し
た
。
前
に
内
意
を
伝
え
ら
れ
た
時
に
は
、
冷
泉
帝
の
後
宮
に
入
内
さ
せ
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
朱
雀
院
と
の
対
面
の
席
で
一
転
し
て
態
度
を
改
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
当
座
の
い

わ
ば
呼
吸
の
中
で
決
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
大
朝
雄
二
の
論
文
「
女
三
の
宮
の
降
嫁
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
六
集
、
有
精

堂
、
一
九
八
一
年
）
に
、
朱
雀
院
が
出
し
た
婿
の
条
件
を
満
た
す
人
物
が
光
源
氏
以
外
に
い
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
院
と
春
宮
の
間
で

話
が
付
い
た
こ
と
を
光
源
氏
が
断
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
春
宮
が
朱
雀
院
に
、
「
親
ざ
ま
に
」
（
三
二
頁
）

光
源
氏
を
頼
っ
て
は
ど
う
か
と
勧
め
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
光
源
氏
の
進
言
に
照
ら
し
て
も
穏
当
な
筋
道
だ
と
み
ら
れ
る
が
、
さ
て
、
こ

の
間
に
光
源
氏
が
ど
う
六
条
院
の
未
来
像
を
描
き
直
し
た
か
も
、
紫
の
上
の
た
め
を
思
っ
た
か
も
、
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
話
が
ま
と
ま

っ
た
後
に
こ
の
こ
と
を
懸
念
し
、
六
条
院
に
女
三
の
宮
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
紫
の
上
に
伝
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
し
か
じ
か
」

の
経
緯
を
説
明
し
て
、
「
誰
も
誰
も
の
ど
か
に
て
過
ぐ
し
た
ま
は
ば
」
（
四
四
頁
）
と
の
願
い
を
言
っ
た
う
え
、
あ
わ
せ
て
、
紫
の
上
に
と

っ
て
不
愉
快
な
こ
と
が
多
々
起
こ
る
と
予
想
し
て
は
、
そ
の
方
策
と
し
て
、
た
だ
紫
の
上
に
隠
忍
自
重
す
る
よ
う
に
よ
く
よ
く
言
い
聞
か

せ
る
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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む
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
紫
の
上
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
受
け
入
れ
が
た
い
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
へ
女
三
の
宮
と
の
新
婚
三
日
目
の

こ
と
わ
り

夜
、
「
今
宵
ば
か
り
は
道
理
と
許
し
た
ま
ひ
て
む
な
」
（
五
五
頁
）
な
ど
と
困
惑
し
て
訴
え
る
光
源
氏
に
対
し
て
、
ま
っ
た
く
取
り
付
く
島

も
な
い
よ
う
に
反
応
し
、
途
方
に
暮
れ
る
光
源
氏
を
、
強
い
口
調
で
追
い
立
て
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
ん
な
修
羅
場
を
見

せ
ら
れ
て
は
、
女
房
た
ち
は
不
安
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
心
配
す
る
女
房
た
ち
に
、
持
ち
前
の
明
る
さ
と
賢
さ
で
今
は
ど
こ
に
も
つ
ら
い
こ

と
な
ど
な
い
か
の
よ
う
に
、
機
嫌
良
く
世
間
話
を
す
る
な
ど
し
て
心
を
配
っ
て
い
た
が
、
仕
舞
い
に
は
、
女
三
の
宮
に
は
心
お
き
な
く
過

ご
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
だ
と
女
房
た
ち
に
訓
戒
を
与
え
も
し
た
の
で
、
古
参
の
女
房
か
ら
は
賛
嘆
の
声
す
ら
上
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

奇
し
く
も
六
条
院
の
ほ
か
の
町
か
ら
、
「
い
か
に
思
す
ら
む
。
も
と
よ
り
思
ひ
離
れ
た
る
人
々
は
、
な
か
な
か
心
安
き
を
」
（
五
八
頁
）

と
い
う
声
が
届
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
声
に
紛
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
自
分
の
こ
と
を
何
か
し
ら
推
量
す
る
人
の
ほ
う
が
む
し
ろ

苦
し
い
の
だ
、
世
の
中
は
こ
れ
か
ら
ど
う
転
ず
る
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
何
も
悪
い
よ
う
に
ば
か
り
思
い
悩
ま
な
く
て
よ
い
の
だ
と
前

を
向
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
果
た
し
て
そ
の
視
界
に
見
え
て
き
た
の
は
、
達
観
の
境
地
へ
紫
の
上
を
押
し
上
げ
る
、
過
往
の
己
が
人
生
で

あ
っ
た
。

Ｈ
あ
ま
り
久
し
き
宵
居
も
、
例
な
ら
ず
人
や
答
め
む
と
、
心
の
鬼
に
お
ぼ
し
て
入
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
御
衾
参
り
ぬ
れ
ど
、
げ
に
か
た

は
ら
さ
び
し
き
夜
な
夜
な
経
に
け
る
も
、
な
ほ
た
だ
な
ら
ぬ
こ
こ
ち
す
れ
ど
、
か
の
須
磨
の
御
別
れ
の
を
り
な
ど
を
お
ぼ
し
出
づ
れ

ぱ
、
今
は
と
か
け
離
れ
た
ま
ひ
て
も
、
た
だ
同
じ
世
の
う
ち
に
聞
き
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
ば
と
、
わ
が
身
ま
で
の
こ
と
は
う
ち
置
き
、

ら
ま
し
世
か
は
、
と
思
し
直
す
。

あ
た
ら
し
く
か
な
し
か
り
し
あ
り
さ
ま
ぞ
か
し
、
さ
て
そ
の
ま
ぎ
れ
に
、
わ
れ
も
人
も
命
堪
へ
ず
な
り
な
ま
し
か
ば
、
い
ふ
か
ひ
あ

ら
ま
し
世
か
は
、
と
思
し
直
す
。
（
若
菜
上
、
五
’
五
九
頁
）
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傍
線
部
は
、
須
磨
退
去
の
折
に
い
っ
そ
二
人
と
も
亡
く
な
っ
て
い
た
ら
、
と
い
う
開
き
直
り
で
あ
る
。
ま
た
、
「
命
こ
そ
絶
ゆ
と
も
絶

え
め
定
め
な
き
世
の
常
な
ら
ぬ
中
の
契
り
を
」
と
詠
み
か
け
て
き
た
光
源
氏
へ
の
共
感
と
反
発
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
目
に
近
く
移
れ
ば

変
は
る
世
の
中
を
行
く
末
遠
く
頼
み
け
る
か
な
」
（
五
六
頁
）
と
嘆
い
て
し
ま
う
よ
う
な
、
弱
い
自
分
へ
の
訣
別
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

『
湖
月
抄
』
に
「
此
須
磨
の
事
に
て
思
ひ
な
ほ
し
給
ふ
心
哀
也
」
と
い
う
北
村
季
吟
の
感
想
が
あ
る
が
、
共
感
で
き
る
読
者
は
多
か
ろ
う
。

い
つ
ぽ
う
、
夢
枕
に
紫
の
上
を
見
た
光
源
氏
は
、
烏
の
音
が
聞
こ
え
る
や
い
な
や
、
東
の
対
に
戻
っ
て
き
た
が
、
格
子
を
叩
く
に
あ
た

っ
て
「
な
ほ
残
れ
る
雪
」
（
六
○
頁
）
と
口
に
し
た
。
こ
れ
は
、
『
弄
花
抄
』
に
「
楽
天
が
作
を
涌
し
た
る
ば
か
り
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、

一
部
が
朗
詠
さ
れ
知
ら
れ
て
い
た
、
白
居
易
の
「
痩
楼
の
暁
望
」
と
題
し
た
詩
の
中
か
ら
引
用
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
引
用
に
つ
い
て

は
、
『
細
流
抄
』
に
「
楽
天
詩
に
、
子
城
陰
処
猶
残
雪
。
子
城
と
は
北
の
方
を
い
へ
り
。
紫
上
の
方
は
北
也
。
諭
し
給
へ
る
心
面
白
し
」

と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
光
源
氏
は
、
戸
を
開
け
さ
せ
る
口
実
に
、
た
だ
詩
の
一
部
だ
け
を
引
い
て
、
そ
こ
で
白
詩
の
美
し
い
世
界
を
か
い

ま
見
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

衙子 蘋竹山独
皷城風 霧色懸
声陰媛甲暁初朱庚
前処 送畢寵明濫楼
未猶過街水立暁
有残江嶺色凌望
塵雪春月新農

庚
楼
の
暁
望

あ
し
た

独
り
朱
権
に
愚
れ
ば
立
ち
ど
こ
ろ
に
晨
を
凌
ぎ
、

山
色
初
め
て
明
ら
か
に
し
て
、
水
色
新
た
な
り
。

ふ
く

竹
霧
、
暁
に
嶺
に
街
め
る
月
を
篭
め
た
り
、

ひ
ん
ぷ
う
あ
た
た

蘋
風
、
媛
か
に
江
を
過
ぐ
る
春
を
送
れ
り
。

子
城
の
陰
処
に
猶
残
れ
る
雪
、

が
こ

衙
皷
の
声
前
に
未
だ
塵
有
ら
ず
。
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「
庚
楼
」
は
、
白
居
易
の
吃
調
先
で
あ
る
江
州
（
江
西
省
九
江
市
）
に
あ
っ
た
名
勝
で
、
晋
の
庚
亮
が
建
て
た
と
伝
わ
る
楼
で
あ
る
。

白
居
易
は
、
都
か
ら
到
着
し
た
時
に
作
っ
た
詩
（
九
○
五
）
に
こ
の
楼
の
南
が
任
地
だ
と
認
め
、
後
に
杭
州
に
左
遷
さ
れ
た
時
に
も
、
こ

の
楼
に
立
ち
寄
っ
て
往
事
を
思
い
出
し
て
い
る
（
一
三
二
○
）
。
白
居
易
に
と
っ
て
、
「
庚
楼
」
は
、
時
に
登
楼
し
て
、
郷
愁
の
情
を
慰
め

た
り
、
人
生
の
浮
き
沈
み
を
思
っ
た
り
す
る
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
子
城
」
と
は
本
城
に
対
す
る
出
城
、
出
丸
の
意
で
あ
る
が
、

東
の
対
は
「
子
城
」
に
あ
た
る
と
の
指
摘
は
と
る
に
は
及
ば
な
い
。

あ
か

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
第
二
句
が
『
千
里
集
（
句
題
和
歌
）
』
遊
覧
部
の
八
○
番
歌
「
雲
も
な
く
明
き
山
さ
へ
晴
れ
ゆ
け
ば
水
の
色
こ

そ
あ
ら
た
ま
り
け
れ
」
の
詞
書
、
句
題
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
第
三
句
か
ら
第
六
句
ま
で
が
『
千
載
佳
句
』
（
上
、
春
暁
、
八
○
、
第
四

句
「
暖
」
）
に
、
さ
ら
に
は
、
第
三
・
四
の
対
句
が
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
巻
上
、
秋
、
霧
、
三
四
一
、
第
四
句
「
緩
」
）
に
も
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
詩
に
表
現
さ
れ
た
風
情
あ
る
光
景
が
、
平
安
時
代
の
人
々
に
愛
好
さ
れ
た
と
わ
か
る
。
光
源
氏
も
ま
た
、
機
転
を
利
か

せ
て
庭
の
景
色
を
見
る
よ
う
に
促
す
意
で
口
に
し
、
女
房
に
戸
を
開
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

加
え
て
、
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
（
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
）
の
第
七
巻
一
二
○
頁
に
は
、
光
源
氏
は
紫
の
上
を
恋
う
「
望

郷
の
人
」
に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
い
か
に
も
、
光
源
氏
も
ま
た
、
早
暁
、
東
の
対
の
賛
の
子
か
ら
欄
干
越
し
に
庭
の
景
色
を

見
、
白
居
易
が
調
居
の
地
で
作
っ
た
詩
を
思
い
出
し
て
は
、
紫
の
上
の
東
の
対
を
不
在
に
し
た
わ
び
し
さ
、
も
し
く
は
、
須
磨
請
居
の
時

の
つ
ら
さ
が
胸
を
よ
ぎ
っ
た
、
と
想
像
す
る
自
由
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
、
光
源
氏
は
、
須
磨
に
退
去
し
た
折
の
こ
と
を
紫
の
上
が
思
い
出
し
て
い
た
と
は
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
暗

三
百
年
来
庚
楼
上

曾
経
多
少
望
郷
人

三
百
年
来
、
庚
楼
の
上
、

か
つ

曾
経
て
多
少
の
望
郷
の
人
あ
ら
む
。

（
６
）

（
『
白
氏
文
集
』
巻
十
六
、
九
二
）
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合
は
、
紫
の
上
だ
け
が
知
る
べ
き
こ
と
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
偶
然
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
感
情
の
交
流
は
、
表
立
て
て

は
語
ら
れ
な
い
。
光
源
氏
は
、
「
い
に
し
へ
の
事
」
を
い
ろ
い
ろ
と
思
い
出
し
な
が
ら
、
う
ち
と
け
て
く
れ
な
い
紫
の
上
に
、
日
が
な
一

日
「
恨
み
ご
と
」
を
言
い
続
け
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
ん
な
不
満
も
、
紫
の
上
と
過
ご
す
う
ち
に
や
が
て
収

ま
る
の
で
あ
り
、
女
三
の
宮
に
不
参
の
言
い
訳
を
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
「
今
朝
の
雪
に
心
地
誤
り
て
、
い
と
悩
ま
し
く
は
べ
れ
ば
、
心

安
き
方
に
た
め
ら
ひ
は
く
り
」
（
六
一
頁
）
と
、
ふ
と
言
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
女
三
の
宮
を
迎
え
入
れ
た
六
条
院
の

紫
の
上
と
光
源
氏
に
は
、
読
者
を
や
き
も
き
さ
せ
る
よ
う
な
関
係
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
光
源
氏
が
女
三
の
宮
と
結
婚
し
た
こ
と
か
ら
受
け
た
衝
撃
を
、
須
磨
と
都
で
生
き
別
れ
に
な
っ
た
体
験
を
思
い
出
し
て
は

紛
ら
わ
せ
、
事
態
を
達
観
し
よ
う
と
し
た
紫
の
上
と
、
そ
の
結
婚
後
す
ぐ
に
、
須
磨
退
去
へ
の
導
火
線
と
な
っ
た
臓
月
夜
と
密
会
し
、
過

去
の
空
白
の
埋
め
合
わ
せ
を
し
た
光
源
氏
と
は
、
こ
れ
以
後
何
に
よ
っ
て
心
を
通
わ
せ
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

朧
月
夜
と
の
再
会
は
、
直
ち
に
紫
の
上
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
紫
の
上
は
、
少
し
頬
を
緩
め
て
は
光
源
氏
の
若
返
り
を
椰
楡
し
て

み
せ
た
も
の
の
、
「
昔
を
今
に
改
め
加
へ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
中
空
な
る
身
の
た
め
苦
し
く
」
（
七
五
頁
）
と
言
っ
て
涙
ぐ
ん
だ
の
で
あ
る
が
、

光
源
氏
は
、
こ
う
い
う
時
は
遠
慮
な
く
抓
る
な
ど
し
て
叱
っ
て
ほ
し
い
、
本
当
の
気
持
ち
を
胸
に
秘
め
て
、
私
を
遠
ざ
け
な
い
で
ほ
し
い
、

と
和
解
を
請
う
た
の
で
あ
っ
た
。
八
方
塞
が
り
に
な
り
か
か
っ
た
状
況
に
対
し
て
開
き
直
っ
た
光
源
氏
は
、
紫
の
上
そ
の
人
の
心
を
開
く

こ
と
が
大
事
だ
と
、
先
ず
そ
の
方
向
へ
舵
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
光
源
氏
の
例
の
「
癖
」
に
関
わ
ら
せ
て
い
え
ば
、
髄
月
夜
と

の
再
会
に
向
け
て
働
い
た
と
い
う
以
上
に
、
紫
の
上
や
光
源
氏
本
人
に
対
し
て
働
い
た
、
ま
た
、
ほ
ど
ほ
ど
か
ら
逸
脱
し
た
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
の
癖
は
、
紫
の
上
あ
っ
て
こ
そ
の
光
源
氏
だ
と
の
再
認
識
を
も
た
ら
し
て
、
光
源
氏
の
〈
日
常
〉
を
い
つ
ぷ
う
変

わ
っ
た
も
の
と
し
て
際
立
た
せ
、
光
源
氏
を
し
て
光
源
氏
た
ら
し
め
る
作
用
を
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
紫
の
上
は
、
我
が
身
の
ほ
ど
に
は
何
ら
頼
り
に
な
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
、
た
だ
お
見
せ
し
て
き
た
ば
か
り
で
は
あ
ろ
う
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紫
の
上
は
、
自
分
が
信
仰
の
生
活
に
入
る
こ
と
で
満
ち
足
り
た
も
の
が
得
ら
れ
る
と
認
め
、
今
の
六
条
院
の
暮
ら
し
は
、
落
ち
着
か
ず
、

心
苦
し
い
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
紫
の
上
の
こ
の
思
い
が
ど
の
よ
う
に
積
み
あ
げ
ら
れ
た
か
、
ま
た
、
他
の
用
例
に
照

ら
す
な
ど
し
て
、
次
の
Ｉ
の
「
お
ほ
ぞ
う
」
の
位
相
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
出
産
の
た
め
に
春
の
町
に
里
下
が
り
を
し
た
女
御
は
、

結
局
、
冬
の
町
に
移
っ
て
御
産
を
し
た
。
陰
陽
師
が
移
る
よ
う
に
勘
申
し
た
た
め
で
あ
る
。
春
の
町
が
里
邸
と
し
て
の
役
割
を
十
全
に
果

た
せ
ず
と
も
、
こ
の
点
は
冬
の
町
で
補
完
で
き
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
と
思
い
な
が
ら
、
光
源
氏
に
と
っ
て
自
分
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
を
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

Ｉ
春
宮
の
女
御
は
、
御
子
た
ち
あ
ま
た
数
そ
ひ
た
ま
ひ
て
、
い
と
ど
御
お
ぼ
え
並
び
な
し
。
源
氏
の
、
う
ち
続
き
后
に
ゐ
た
ま
ふ
く
き

よ
ひ
と

こ
と
を
、
世
人
飽
か
ず
思
へ
る
に
つ
け
て
も
、
冷
泉
院
の
后
は
、
ゆ
ゑ
な
く
て
、
あ
な
が
ち
に
か
く
し
お
き
た
ま
へ
る
御
心
を
お
ぼ

す
に
、
い
よ
い
よ
六
条
院
の
御
こ
と
を
、
年
月
に
添
へ
て
、
限
り
な
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
。
（
略
）
姫
宮
の
御
こ
と
は
、
帝
、

た
い
う
へ
い
き
ば
ひ

御
心
と
ど
め
て
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
お
ほ
か
た
の
世
に
も
、
あ
ま
ね
く
も
て
か
し
づ
か
れ
た
ま
ふ
を
、
対
の
上
の
御
勢
に
は
、

え
ま
さ
り
た
ま
は
ず
。
年
月
経
る
ま
ま
に
、
御
仲
い
と
う
る
は
し
く
む
つ
び
き
こ
え
か
は
し
た
ま
ひ
て
、
い
さ
さ
か
飽
か
ぬ
こ
と
な

’

く
、
隔
て
も
見
え
た
ま
は
い
も
の
か
ら
、
「
今
は
、
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
と
な
む
思
ふ
。
こ

よ
は
ひ

の
世
は
か
ば
か
り
と
、
見
果
て
つ
る
こ
こ
ち
す
る
齢
に
も
な
り
に
け
り
。
さ
り
ぬ
く
き
さ
ま
に
お
ぼ
し
ゆ
る
し
て
よ
」
と
、
ま
め
や

ほ
い

か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
り
を
り
あ
る
を
、
「
あ
る
ま
じ
く
っ
ら
き
御
こ
と
な
り
。
み
づ
か
ら
深
き
本
意
あ
る
こ
と
な
れ
ど
、
と
ま
り

五
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波
線
部
「
も
の
か
ら
」
に
つ
い
て
、
二
人
の
仲
は
実
は
表
面
的
な
の
だ
と
み
る
よ
う
な
見
解
は
、
と
ら
な
い
。
「
こ
の
世
は
か
ば
か
り

と
、
見
果
て
つ
る
心
地
す
る
齢
に
も
な
り
に
け
り
」
と
も
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
阿
部
秋
生
の
論
文
「
紫
の
上
の
出
家
」
（
「
国
文
学
論

叢
（
慶
應
義
塾
大
学
）
」
第
三
輯
、
一
九
七
二
年
五
月
。
『
光
源
氏
論
ｌ
発
心
と
出
家
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）
所
収
）
に

説
か
れ
る
よ
う
に
、
出
家
の
理
由
の
一
つ
は
年
齢
に
あ
る
。
ま
た
、
阿
部
秋
生
の
他
の
論
文
「
六
条
院
の
述
懐
」
（
「
東
京
大
学
教
養
学
部

紀
要
」
第
五
五
輯
、
一
九
七
二
年
五
月
。
同
書
所
収
）
で
は
、
紫
の
上
が
出
家
に
よ
っ
て
六
条
院
と
の
関
係
を
「
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
」

意
義
に
つ
き
、
紫
の
上
な
り
に
「
人
生
と
い
う
も
の
の
意
味
を
問
題
に
し
て
い
た
」
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
、
「
女
三
の
宮
が
こ
の
院
に

い
る
と
い
う
現
実
に
反
応
し
た
結
果
と
し
て
、
『
こ
の
世
は
か
ば
か
り
と
見
は
て
つ
る
』
と
い
う
新
し
い
精
神
状
況
を
も
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
」
と
読
解
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
傍
線
部
に
つ
き
明
ら
か
に
し
た
結
果
と
し
て
、
紫
の
上
が
六
条
院
で
果
た
し
て
き
た
役
目
を
踏

ま
え
て
新
た
な
時
代
の
六
条
院
の
未
来
の
た
め
に
出
家
を
位
置
づ
け
る
「
観
点
」
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

六
条
院
の
安
穏
と
繁
栄
は
、
「
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
」
と
願
い
出
た
、
人
の
安
寧
を
自
分
自
身

の
こ
と
と
し
て
願
う
紫
の
上
を
頼
み
と
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
光
源
氏
に
は
紫
の
上
の
願
い
出
が
切
な
く
て
な
ら
な
か
っ
た
が
、
愛
情
は

年
来
の
願
い
だ
と
い
う
出
家
を
先
延
ば
し
に
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
出
家
し
た
い
、
そ
れ
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
や
り
と
り
が
ト
ー
ト

ロ
ジ
ー
に
な
る
と
、
物
語
と
し
て
の
魅
力
は
乏
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
物
語
か
ら
真
実
を
示
す
式
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
は
紫
の
上
と
光
源
氏
の
決
し
て
失
う
ま
い
と
し
て
い
る
も
の
が
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
紫
の
上
が
六
条
院
か
ら

退
場
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
は
、
六
条
院
の
〈
日
常
〉
の
特
異
さ
を
際
立
た
せ
る
〈
物
語
〉
の
理
想
が
強
く
意
識
さ
れ
た
時
で
な
け
れ

て
さ
う
ざ
う
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
、
あ
る
世
に
変
は
ら
む
御
あ
り
さ
ま
の
、
う
し
ろ
め
た
さ
に
よ
り
こ
そ
な
が
ら
ふ
れ
○
つ
ひ
に
そ

の
こ
と
と
げ
な
む
の
ち
に
、
と
も
か
く
も
お
ぼ
し
な
れ
」
な
ど
の
み
、
妨
げ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
（
若
菜
下
、
五
’
一
五
一
・
二
頁
）
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ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
以
下
、
先
行
研
究
を
引
用
す
る
場
合
は
、
文
中
に
、
論
文
の
題
名
、
執
筆
者
名
、
掲
載
誌
・
著
書
名
、
発
行
年
を
明
記
し
た
こ
と

を
注
記
し
て
お
く
。
ま
た
、
そ
の
他
の
資
料
や
注
釈
は
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
桜
楓
社
）
な
ど
の
一
般
に
利
用
可
能
な
図
書
、

ま
た
、
『
湖
月
抄
』
は
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
資
料
か
ら
引
用
し
た
が
、

古
注
釈
書
以
外
の
図
書
は
、
文
中
に
そ
の
都
度
、
発
行
元
、
発
行
年
等
を
明
記
し
て
お
い
た
。

（
４
）
『
源
氏
物
語
』
の
大
島
本
（
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
『
大
島
本
源
氏
物
語
』
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）
の
「
関
屋
」

に
は
。
「
お
ほ
そ
う
」
に
「
大
惣
」
と
い
う
傍
記
が
あ
る
。
「
惣
」
は
「
掬
」
の
調
字
で
、
せ
わ
し
い
、
ま
た
、
苦
し
む
の
意
が
あ

る
。
「
さ
」
と
「
そ
」
に
つ
い
て
は
、
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』
（
中
央
公
論
社
、
普
及
版
再
版
一
九
八
九
年
）
の
凡
例
に
あ

る
と
お
り
で
あ
る
が
、
「
う
（
字
母
宇
）
」
と
「
ら
（
字
母
良
）
」
は
誤
写
し
や
す
い
こ
と
も
あ
り
、
問
題
の
「
若
菜
下
」
の
用
例

〔
注
〕

（
１
）
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
校
注
『
源
氏
物
語
一
～
八
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
七
六
年

～
一
九
八
五
年
初
版
）
を
主
に
参
照
し
て
引
用
し
た
。
引
用
に
際
し
て
は
、
か
な
を
漢
字
に
改
め
る
程
度
の
変
更
を
若
干
加
え
、

末
尾
に
巻
名
、
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
の
巻
数
、
頁
数
を
付
し
た
。
ま
た
、
本
文
中
の
呼
称
を
引
用
し
て
人
物
名
を
記
す
場
合
は
、

適
宜
括
弧
内
に
通
称
を
示
し
た
。

（
２
）
和
歌
文
学
の
用
例
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
Ｃ
Ｄ
‐
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
、
角
川
書
店
、
二
○
○
三
年
）
か
ら
、
一
部
の
か
な
・
漢
字
の
表
記

を
改
め
て
引
用
し
、
集
名
、
巻
数
、
部
立
、
作
者
名
（
無
記
名
は
詠
人
知
ら
ず
）
、
歌
番
号
、
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
詞
書
等
を

付
し
た
。
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紫の上と光源氏（江戸）

に
も
、
「
お
ほ
そ
ら
」
の
異
文
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
と
、
陽
明
文
庫
本
（
陽
明
文
庫
編
『
源

氏
物
語
』
（
陽
明
叢
書
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
～
八
二
年
）
で
確
認
し
た
）
と
中
京
大
学
本
の
み
で
あ
り
、
「
お
ほ
そ
う
な
り
」

の
用
例
全
体
的
に
は
「
お
ほ
そ
う
」
が
優
位
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。

（
５
）
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
室
城
秀
之
・
西
端
幸
雄
・
江
戸
英
雄
・
稲
員
直
子
・
志
甫
由
紀
恵
・
中
村
一
夫
編
『
う

つ
ほ
物
語
の
総
合
研
究
１
』
（
勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
）
に
基
づ
き
、
「
お
ほ
そ
ら
」
か
ら
改
め
て
い
な
い
用
例
を
引
用
し
た

こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。
引
用
に
際
し
て
は
、
物
語
の
巻
名
を
付
し
、
ま
た
、
便
宜
上
、
中
野
幸
一
校
注
・
訳
『
う
つ
ほ
物
語

（
一
）
～
（
三
）
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
九
～
二
○
○
二
年
）
の
巻
数
、
頁
数
を
末
尾
に
付
し
た
。

（
６
）
『
白
氏
文
集
』
の
本
文
は
、
岡
村
繁
著
『
白
氏
文
集
（
三
）
』
（
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
し
て
詩
番

号
を
付
し
て
引
用
し
た
が
、
平
安
時
代
の
漢
詩
撰
集
の
異
文
を
併
記
し
た
り
、
訓
読
文
を
作
り
替
え
た
り
し
た
。
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