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第
一
章　

オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
近
い
か
遠
い
か
が
本
文
の
優
劣
を
決
め
る

新
美
哲
彦
氏
は
、『
源
氏
物
語
の
受
容
と
生
成
』１
第
二
部
序
説
で
、『
平
家
物
語
』
や
説
話
、
室
町
物
語
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
原オ
リ
ジ
ナ
ル典が

最
も
価
値
を
有
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
旨
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
こ
そ
も
っ
と
も
価
値
が
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
の
距
離
が
本
文
の
優

劣
を
定
め
る
と
い
う
考
え
を
相
対
化
な
さ
っ
て
い
る
。
物
語
の
本
文
は
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
思
い
込
み
を
外
し
た
試
み
と
し
て
、「
伊
井
春
樹
、

伊
藤
鉃
矢
、
加
藤
昌
嘉
な
ど
の
諸
論
」
を
挙
げ
て
い
る
。
第
二
部
序
説
注
３
で
あ
る
。
注
３
で
は
、
加
藤
氏
ら
の
論
文
の
論
文
名
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

新
美
氏
著
書
が
二
〇
〇
八
年
発
行
な
の
で
、
二
千
一
桁
代
の
論
文
を
私
が
挙
げ
る
と
、「
源
氏
物
語
の
さ
ま
ざ
ま
の
貌
―
文
化
で
な
く
文
献
で
な
く
―
」２
が
あ
る
。

加
藤
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
研
究
が
生
気
も
刺
戟
も
失
い
、
年
毎
に
面
白
く
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
こ
の
期
に
及
ん
で
な
お
、
青
表
紙
本
源
氏
物
語
の
優
秀

性
を
唱
え
る
ば
か
り
で
非
大
島
本
若
し
く
は
非
青
表
紙
本
の
異
文
に
目
を
向
け
な
い
研
究
者
を
疑
問
視
、
何
故
、
そ
れ
ほ
ど
頑
な
に
青
表
紙
本
系
大
島
本
を
主

と
し
て
底
本
に
し
て
い
る
活
字
校
注
書
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
か
、
確
た
る
理
由
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
、
と
呼
び
掛
け
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、『
平
家
物
語
』

の
場
合
、語
り
本
系
一
方
流
の
本
文
（
新
全
集
や
新
大
系
の
底
本
と
な
っ
て
い
る
覚
一
別
本
高
野
本
な
ど
）
が
延
慶
本
等
非
一
方
流
本
文
よ
り
も
価
値
が
あ
る
。

し
か
し
、
第
一
に
、
室
町
中
後
期
の
物
語
『
接
待
』
は
、
群
馬
大
学
本
が
、
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
Ａ
本
（
表
題
を
「
千
手
女
の
草
子
」
と
言
う
）
よ
り
も
原

典
に
近
く
、
遥
か
に
文
学
性
が
勝
る
３
。
第
二
に
、『
義
経
記
』
巻
七
も
、
明
ら
か
に
、
第
一
系
列
本
（
岩
波
大
系
の
底
本
）
が
第
二
系
列
本
（
小
学
館
新
全

集
の
底
本
。
小
学
館
全
集
も
、
真
ん
中
の
段
の
釈
文
は
、
小
学
館
新
全
集
に
同
じ
）
よ
り
も
、
原
典
に
近
く
、
文
学
的
に
勝
っ
て
い
る
４
。
第
三
に
、「
永
享

の
乱
」「
結
城
合
戦
」
を
叙
述
す
る
『
鎌
倉
持
氏
記
』
は
、『
足
利
持
氏
滅
亡
記
』
よ
り
も
文
学
性
が
優
る
５
。

こ
う
し
た
例
が
あ
る
以
上
、『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
の
遠
近
＝
本
文
の
優
劣
と
い
う
図
式
が
当
て
は
ま
ら
な
い
か
当
て
は
ま
る
か
は
、『
源

氏
物
語
』
に
即
し
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
、
中
世
に
異
文
を
発
生
さ
せ
た
幾
人
か
の
知
識
人
た
ち
の
文
学
的
な
セ
ン
ス
と
、
紫
式
部
の
文
学
的
セ
ン
ス
と
、
比
較
し
て
み
れ
ば
、
後
者
の
ほ
う
が

上
で
あ
る
か
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
近
い
イ
コ
ー
ル
本
文
が
優
れ
て
い
る
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
遠
い
イ
コ
ー
ル
本
文
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
図
式
が
成
り 

立

つ
と
思
う
。
も
っ
と
も
、文
学
的
セ
ン
ス
に
つ
い
て
、誰
が
上
か
、客
観
的
に
決
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、と
い
う
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
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現
代
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
者
（
こ
こ
で
は
、
二
十
世
紀
終
盤
、
二
十
一
世
紀
序
盤
に
『
源
氏
物
語
』
の
論
文
、
著
書
を
公
刊
し
た
人
を
指
す
こ
と
に
し
た
い
）

一
人
一
人
の
好
み
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
好
み
の
問
題
に
し
て
も
、
紫
式
部
の
文
学
的
セ
ン
ス
が
好
み
で
あ
り
、
中
世
の
知
識
人
た
ち
の
文
学

的
セ
ン
ス
は
好
み
で
な
い
、
と
言
う
と
言
い
過
ぎ
で
あ
る
が
第
二
の
好
み
で
あ
る
よ
う
な
現
代
の
研
究
者
全
員
に
対
し
て
、
原
典
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
物

語
世
界
に
目
を
向
け
る
よ
う
強
制
す
る
の
は
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
書
写
者
が
、
こ
の
場
面
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
向
に
基
づ
い
て
手
を
加
え
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
そ
の
非
青
表
紙
本
『
源
氏
物
語
』
は
、『
異
本
源
氏
物
語
Ａ
』、『
異
本
源
氏
物
語
Ｂ
』
と
い
う
新
し
い
作
品

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
新
し
い
作
品
の
作
者
の
文
学
的
セ
ン
ス
が
好
み
で
な
く
、紫
式
部
の
文
学
的
セ
ン
ス
が
好
み
で
あ
る
よ
う
な
研
究
者
に
対
し
て
、

『
異
本
源
氏
物
語
Ａ
』、『
異
本
源
氏
物
語
Ｂ
』
に
目
を
向
け
る
よ
う
強
制
す
る
の
は
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
私
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
再
建
に
関

係
な
さ
そ
う
な
異
本
『
源
氏
物
語
』、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
離
れ
た
異
本
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
で
き
る
限
り
、
目
を
向
け
た
く
な
い
し
、
小
学
館
全
集
や
新
全
集
、

岩
波
新
大
系
及
び
新
潮
集
成
だ
け
で
し
か
『
源
氏
物
語
』
を
読
ま
な
い
研
究
者
が
存
在
し
て
も
、
全
く
構
わ
な
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
光
源
氏
が
紫
上
を
垣
間

見
す
る
場
面
の
若
紫
巻
の
本
文
。
青
表
紙
本
系
大
島
本
で
は
、
紫
上
や
そ
の
周
辺
の
人
物
の
素
性
が
分
か
ら
な
い
う
ち
は
、
地
の
文
で
敬
語
が
付
か
な
い
。
同

巻
の
終
わ
り
の
ほ
う
で
は
、
紫
上
に
、
地
の
文
で
も
敬
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
敬
語
使
用
法
に
つ
い
て
、
中
村
一
夫
氏
は
、「
大
島
本
の
本

文
は
作
中
人
物
【
こ
こ
で
は
、
光
源
氏
。
田
村
注
】
の
意
識
に
そ
っ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
主
観
的
に
追
体
験
し
や
す
い
た
め
臨
場
感
の
あ
る
表
現
に
な
っ

て
い
る
。
他
の
伝
本
の
よ
う
に
始
め
か
ら
敬
語
で
待
遇
さ
れ
て
い
る
と
、
徐
々
に
未
知
の
人
物
の
正
体
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
く
と
い
う
お
も
し
ろ
み
に
欠
け

る
表
現
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
６
。
非
青
表
紙
本
系
の
伝
本
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
強
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
、研
究
者
か
ら
、そ
し
て
読
者
か
ら
、

徐
々
に
未
知
の
人
物
の
正
体
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
く
と
い
う
お
も
し
ろ
み
を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
、
や
は
り
、
紫
上
を
始
め
か
ら

敬
語
で
待
遇
す
る
よ
う
な
知
識
人
の
文
学
的
セ
ン
ス
よ
り
も
、
作
中
人
物
の
意
識
に
そ
っ
て
、
臨
場
感
の
あ
る
表
現
を
す
る
知
識
人
の
文
学
的
セ
ン
ス
を
好
む
。

も
っ
と
も
、
新
美
氏
の
文
章
に
は
、
強
制
性
は
薄
い
。
加
藤
氏
の
場
合
、「
し
が
み
つ
」
く
（
加
藤
氏
論
文
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
っ
た
）、
は
私
に
と
っ

て
誉
め
言
葉
だ
か
ら
構
わ
な
い
が
、「
頑
な
に
」（
こ
の
言
葉
も
、
加
藤
氏
論
文
に
あ
っ
た
）
は
、
揶
揄
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
論
文
が
生
気
も
刺
戟
も
失 

っ

て
い
る
、
面
白
く
な
い
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
加
藤
氏
が
述
べ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
否
定
の
言
葉
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
風
に
言
わ
れ
な
い
よ
う
に

な
る
た
め
に
、
小
学
館
全
集
、
岩
波
新
大
系
、
新
潮
集
成
以
外
に
も
目
を
向
け
よ
う
、
つ
ま
り
、
別
本
に
も
目
を
向
け
よ
う
と
思
う
方
が
現
代
の
研
究
者
の
中
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四

に
出
現
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
強
制
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
二
十
世
紀
終
盤
、
二
十
一
世
紀
序
盤
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
が
面
白
く
な
く
な
っ
て
い
る
と
は
全
く
思
わ
な
い
。

佐
藤
陸
氏
は
、「
永
享
記
遡
源
」７
は
バ
ッ
ハ
の
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
に
も
生
成
批
評
に
も
触
れ
て
い
な
い
た
め
、短
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、き
ち
ん
と
『
鎌

倉
持
氏
記
』
の
上
流
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
に
遡
る
方
向
で
進
ん
で
い
る
。
加
藤
昌
嘉
氏
は
、

【『
源
氏
物
語
』
の
】
上
流
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
に
遡
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
意
固
地
な
研
究
は
、
抛
棄
す
る
。
下
流
へ
の
流
れ
と
揺
れ
に
目
を
留
め
て
み
る

と
、
現
存
す
る
あ
ま
た
の
写
本
た
ち
版
本
た
ち
す
べ
て
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。８

と
述
べ
て
い
る
が
、
上
流
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
に
遡
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
究
を
意
固
地
と
評
す
る
こ
と
は
佐
藤
氏
に
対
し
て
、
失
礼
で
は
な
い
か
。
私
も
、

意
固
地
と
言
わ
れ
よ
う
と
幼
稚
と
言
わ
れ
よ
う
と
も
、『
源
氏
物
語
』
前
編
の
上
流
に
遡
る
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
考
え
る
。

青
表
紙
本
系
諸
本
、
河
内
本
系
諸
本
、
別
本
の
う
ち
、
河
内
本
系
諸
本
は
、「「
義
理
」
を
通
す
こ
と
を
旨
と
す
る
解
釈
本
文
な
い
し
は
校
訂
本
文
」
と
い
う

通
説
９
が
定
着
し
て
い
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
、
研
究
対
象
か
ら
外
し
た
い
。
河
内
本
本
文
と
は
、
尾
州
家
本
古
写
の
巻
の
な
か
の
合
成
の
巻
に
つ
い
て
言
え
ば
、

見
セ
消
チ
補
入
後
本
文
の
こ
と
で
あ
る
。

青
表
紙
本
系
の
本
文
と
、
別
本
の
本
文
と
、
ど
ち
ら
が
、
原
典
に
近
い
と
思
量
さ
れ
る
か
。

別
本
の
中
で
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
が
、
陽
明
本
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
第
一
巻
で
、
陽
明
本
が
底
本
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
経
緯
を
示

す
序
文
が
書
き
綴
ら
れ
た
際
、「
現
在
の
研
究
時
点
で
最
善
と
思
わ
れ
る
本
文
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。「
現
在
」
と
は
一
九
八
八
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
10 

が
、

そ
の
後
、
こ
の
「（
別
本
の
中
で
）
最
善
」
と
い
う
評
価
を
撤
回
す
る
言
説
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
陽
明
本
は
、
古
写
の
巻
が
三
十
四
帖
あ
る
。
墨
流
し
文
様

の
紙
を
、
表
の
表
紙
に
し
た
巻
が
三
十
五
帖
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
絵
合
は
、「
翻
刻
・
解
説
篇
」
で
、

絵
合
一
帖
は
、
甲
類
表
表
紙
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
表
表
紙
は
後
か
ら
加
え
た
も
の
で
、
こ
の
一
帖
の
本
文
の
本
来
の
表
紙
は
、
本
文
料
紙
の
第
一
丁

に
外
題
を
書
い
た
仮
表
紙
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
の
特
徴
は
、
甲
類
表
紙
の
諸
帖
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
す
べ
て
紅
葉
賀
な
ど
の
諸
帖 

の
そ

れ
と
一
致
す
る

と
書
か
れ
て
い
る
11 

。
従
っ
て
、「
三
十
五
」
か
ら
「
一
」
を
引
い
た
「
三
十
四
」
帖
が
古
写
の
巻
、
阿
部
秋
生
氏
の
言
う
甲
類
で
あ
る
。
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五

第
二
章
で
は
、
古
写
の
巻
々
の
中
で
も
、
螢
以
後
御
法
迄
を
検
討
す
る
。
陽
明
本
の
引
用
は
、
注
11
に
記
し
た
陽
明
叢
書
の
影
印
篇
に
よ
り
、
大
島
本
の
引

用
は
、
岩
波
書
店
発
行
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
略
称　

新
大
系
）
に
拠
る
。

幻
巻
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
口
頭
発
表
若
し
く
は
活
字
発
表
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
拙
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
で
、
割
愛
す
る
。

第
二
章　

陽
明
本
源
氏
物
語
螢
以
後
巻
々
の
本
文
の
疵

第
一
節　

螢
巻

翻
刻
・
解
説
編
の
「
解
説
」
に
於
い
て
、
増
田
繁
夫
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

本
帖
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
写
者
の
不
注
意
に
よ
る
本
文
の
脱
落
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

①
い
か
に
そ
や
宮
は
〔
夜
や
ふ
か
し
給
ひ
し
い
た
く
も
な
ら
し
〕
き
こ
え
し
わ
つ
ら
は
し
き
け
は
ひ
そ
ひ
給
へ
る
人
そ
や
（
一
〇
オ
―
１
）

②
は
う
た
う
經
の
中
に
お
ほ
か
れ
と
〔
い
ひ
も
て
ゆ
け
は
ひ
と
つ
む
ね
に
あ
り
て
ほ
た
い
と
〕
ほ
ん
な
う
と
の
へ
た
ゝ
り
な
ん
こ
の
人
の
よ
き
あ
し

き
は
か
り
の
事
は
か
は
り
け
る
（
一
九
ウ
―
８
）〈〔　

〕
の
中
は
青
表
紙
本
の
大
島
本
〉

こ
れ
ら
は
陽
明
文
庫
本
独
自
の
大
き
な
脱
落
で
、
書
写
者
が
目
移
り
に
よ
り
一
行
あ
ま
り
と
ば
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
脱
落
は
、
す
で
に

陽
明
文
庫
本
の
書
本
の
段
階
か
ら
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
帖
で
は
、
見
せ
け
ち
や
な
ぞ
り
書
き
で
、
訂
正
し
て
い
る
個
所

も
か
な
り
あ
る
の
で
、
一
往
書
本
と
校
合
し
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
不
注
意
な
書
写
態
度
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ま
ま
あ
る
。

 

長
文
脱
落
は
、
更
に
以
下
の
よ
う
な
例
を
も
付
け
加
え
ざ
る
を
得
な
い
。

●
大
島
本

女
は
、
何な
に

の
あ
や
め
も
知し

ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
舎と
ね
り人
ど
も
さ
へ
艶え
む

な
る
装さ
う
ぞ
く束
を
尽つ

く
し
て
、（
新
大
系
第
二
巻
四
三
五
頁
三
〜
四
行
目
）
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六

陽
明
本

を
ん
な
は
な
に
の
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
こ
と
な
れ
と
え
ん
な
る
さ
う
そ
く
つ
く
し
て
（
一
三
オ
‐
１
０
〜
ウ
‐
１
）

新
大
系
第
８
段
落
、六
条
院
の
馬
場
で
競
射
の
日
、こ
の
後
、「
打
毬
楽
」（
陽
明
本
で
は「
ち
き
う
」で
あ
る
が
、こ
れ
は
陽
明
本
の
誤
読
・
誤
写
で
あ
ろ
う
）や「
落
蹲
」

の
演
奏
が
行
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
貴
人
が
着
飾
る
の
は
当
た
り
前
、
舎
人
で
さ
え
着
飾
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
作
者
の
言
い
た
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

●
大
島
本

世
に
経ふ

る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、
見み

る
に
も
飽あ

か
ず
聞き

く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
（
同
四
三
九
頁
五
行
目
）

陽
明
本

世
に
ふ
る
人
の
み
る
に
も
あ
か
す
き
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
（
一
八
ウ
‐
９
〜
１
１
）

以
上
四
箇
所
に
加
え
て
、
次
の
異
同
箇
所
も
、
や
は
り
、
陽
明
本
側
の
ミ
ス
に
よ
っ
て
生
じ
た
長
文
誤
脱
の
箇
所
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

●
大
島
本

【
光
源
氏
は
、
花
散
里
が
】
ふ
と
見み

し知
り
た
ま
ひ
に
け
り
（
一
目
で
見
抜
い
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
―
―
新
大
系
脚
注
）
と
お
ぼ
せ
ど
、
ほ
ゝ
笑ゑ

み
て
、

な
を
あ
る
を（（
こ
の
日
参
集
し
た
）他
の
人
々
を
。
―
―
新
大
系
脚
注
）、よ
し
と
も
あ
し
と
も
か
け
給
は
ず
。（
新
大
系
第
二
巻
四
三
六
頁
二
〜
三
行
目
）

陽
明
本

ふ
と
み
し
り
給
に
け
り
と
お
ほ
せ
と
ほ
ゝ
ゑ
み
て
な
ほ
あ
る
御
け
し
き
を
も
か
け
給
は
す
（
一
四
ウ
‐
４
〜
６
）

に
つ
い
て
は
、第
一
段
階
と
し
て
、陽
明
本
書
写
者
は
「
よ
し
と
も
あ
し
と
」
の
よ
う
な
文
言
を
つ
い
う
っ
か
り
、誤
脱
し
て
し
ま
う
、第
二
段
階
と
し
て
、 「
な

ほ
あ
る
を
」
と
「
も
か
け
給
は
す
」
と
が
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
、「
を
」
を
「
御
」
と
表
記
し
た
上
で
、「
け
し
き
」
を
挿
入
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の

推
測
が
当
た
っ
て
い
れ
ば
、「
を
」
を
「
御
」
に
表
記
す
る
の
は
改
竄
行
為
と
は
言
え
な
い
が
、「
け
し
き
」
の
挿
入
は
改
竄
行
為
で
あ
る
。

で
は
、
も
う
少
し
異
同
が
少
な
い
字
数
と
な
る
異
同
箇
所
に
つ
い
て
、
陽
明
本
本
文
が
非
古
態
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
列
挙
し
て
行
き
た
い
。

1
大
島
本

人
ざ
ま
の
わ
ら
ら
か
に
け
近ち
か

く
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
い
た
く
ま
め
だ
ち
、
心
し
給
へ
ど
、
猶
を
か
し
く
愛あ
い
ぎ
や
う敬づ
き
た
る
け
は
ひ
の
み
見み

え
給
へ
り
（
新
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て

七

大
系
第
二
巻
四
二
七
頁
一
〜
三
行
目
）

陽
明
本

人
さ
ま
の
わ
か
や
か
に
け
ち
か
く
も
の
し
給
へ
は
い
た
う
ま
め
た
ち
こ
ゝ
ろ
し
給
へ
と
猶
を
か
し
く
あ
い
き
や
う
つ
き
た
る
け
は
ひ
の
み
え
給
へ
は

（
２
オ
‐
１
０
〜
ウ
‐
３
）

「
人
ざ
ま
の
わ
ら
ら
か
に
け
近
く
も
の
し
た
ま
へ
ば
」、
若
し
く
は
、「
人
さ
ま
の
わ
か
や
か
に
け
ち
か
く
も
の
し
給
へ
は
」
は
、「
猶
を
か
し
く
愛あ
い
ぎ
や
う敬づ
み
き
た

る
け
は
ひ
の
み
見み

え
給
」
ふ
、
若
し
く
は
、「
…
…
の
見
え
給
」
ふ
、
に
続
く
。
玉
鬘
の
元
か
ら
の
性
格
に
つ
い
て
、
真
木
柱
巻
冒
頭
近
く
に
、

〇
大
島
本

女
は
、
わ
ら
ゝ
か
に
に
ぎ
は
ゝ
し
く
も
て
な
し
給
本
上
（
新
大
系
第
三
巻
一
一
二
頁
一
三
行
目
）

陽
明
本

女
は
わ
ら
ゝ
か
に
ゝ
き
わ
ゝ
し
く
も
て
な
い
た
ま
ふ
ほ
ん
上
（
４
オ
‐
７
〜
８
）

と
い
う
記
事
が
あ
る
か
ら
、
大
島
本
の
「
わ
ら
ら
か
に
」
と
い
う
本
文
の
ほ
う
が
古
態
性
を
持
つ
だ
ろ
う
。
陽
明
本
書
写
者
は
形
容
動
詞
「
わ
ら
ら
か
な
り
」

が
耳
慣
れ
な
い
た
め
、
文
脈
に
合
う
か
ど
う
か
、
評
さ
れ
る
作
中
人
物
に
合
う
か
ど
う
か
を
顧
み
ず
形
容
動
詞
「
わ
か
や
か
な
り
」
に
改
竄
し
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

2
大
島
本

【
蛍
宮
の
詞
】「
す
こ
し
け
近ち
か

き
ほ
ど
を
だ
に
ゆ
る
し
給
は
ば
、
思
ふ
事
を
も
片か
た

は
し
晴は

る
け
て
し
か
な
」（
同
四
二
七
頁
五
〜
六
行
目
）

 

陽
明
本

す
こ
し
け
ち
か
き
ほ
と
を
た
に
ゆ
る
し
給
は
ゝ
お
も
ふ
こ
と
か
た
へ
を
も
は
る
け
て
む
か
し
（
二
ウ
‐
６
〜
８
）

「
片
は
し
」
は
、
積
も
り
積
も
っ
た
思
い
の
一
端
を
話
し
た
い
、
と
い
う
と
き
に
、
よ
く
使
わ
れ
る
。
そ
の
一
端
の
こ
と
を
「
片
は
し
」
と
言
う
よ
う
で
あ
る
。

以
下
、
大
島
本
で
用
例
を
挙
げ
た
後
、
陽
明
本
の
本
文
も
併
記
す
る
。
し
か
し
、
陽
明
本
が
古
写
の
巻
（
阿
部
秋
生
氏
が
言
う
甲
類
の
巻
）
で
な
い
場
合
、『
源

氏
物
語
大
成
』
校
異
篇
で
調
べ
た
結
果
を
記
す
と
い
う
方
針
を
取
る
。
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八

〇
大
島
本

さ
ま
〴
〵
に
思
給
へ
集あ
つ

め
し
か
な
。
い
か
で
片か
た

は
し
を
だ
に
（
朝
顔
巻
。
新
大
系
第
二
巻
二
五
六
頁
二
行
目
。
同
校
注
書
は
「
ぜ
ひ
、
せ
め
て
一
端
な

り
と
（
申
し
上
げ
た
い
）」
と
施
注
す
る
）

陽
明
本

さ
ま
〳
〵
に
お
も
ひ
給
し
つ
め
し
か
な
い
か
て
か
た
は
し
を
た
に
（
六
オ
‐
１
〜
３
）

〇
大
島
本

思
ふ
こ
と
を
、
ま
ほ
な
ら
ず
と
も
、
片か
た

は
し
に
て
も
う
ち
か
す
め
つ
べ
き
を
ん
な
親お
や

も
お
は
せ
ず
、（
藤
袴
巻
。
同
第
三
巻
九
一
頁
四
〜
五
行
目
）（『
源

氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』
に
拠
れ
ば
、「
片
は
し
」
に
つ
い
て
異
文
な
し
）

〇
大
島
本

【
柏
木
の
詞
】「
…
…
た
ゞ
か
許
思お
も

ひ
つ
め
た
る
片か
た

は
し
聞
こ
え
知
ら
せ
て
、（
若
菜
下
巻
。
同
三
六
四
頁
四
行
目
）

（『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』
に
拠
れ
ば
、「
片
は
し
」
に
つ
い
て
異
文
な
し
。
別
本
の
阿
里
莫
本
も
、「
…
…
た
だ
片
は
し
を
か
ば
か
り
聞
こ
え
」
で

「
片
は
し
」
と
い
う
本
文
を
持
つ
）

〇
大
島
本

【
薫
の
詞
】「
月
ご
ろ
の
積
も
り
も
そ
こ
は
か
と
な
け
れ
ど
、
い
ぶ
せ
く
思
た
ま
へ
ら
る
る
を
、
片
は
し
も
あ
き
ら
め
き
こ
え
さ
せ
て
、
慰
め
侍
ら
ば
や
。

…
…
」（
早
蕨
巻
。
同
第
五
巻
一
一
頁
三
〜
四
行
目
）

陽
明
本

月
ご
ろ
の
つ
も
り
も
そ
こ
は
か
と
な
け
れ
と
い
ふ
せ
く
思
給
へ
ら
る
ゝ
を
か
た
は
し
も
あ
き
ら
め
き
こ
え
さ
せ
て
な
く
さ
め
は
へ
ら
は
や
（
九
ウ
‐

１
１
〜
一
〇
オ
‐
３
）

陽
明
本
書
写
者
は
、
こ
の
よ
う
な
「
片
は
し
」
の
用
法
を
知
ら
ず
に
、「
か
た
へ
」
と
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

吉
岡
曠
氏
は
、「
桐
壺
巻
異
文
考
証
」12 

の
中
で
、
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て

九

１
１　

く
れ
ま
と
ふ
心
の
や
み
も
た
え
か
た
き
（
ナ
シ
）
か
た
は
し
を
た
に
（
か
た
へ
）
は
る
く
許
に
（
な
ん
い
と
）
き
こ
え
ま
ほ
し
う
侍
を

（
一
三
・
１
４
）

を
取
り
あ
げ
、
青
表
紙
本
系
池
田
本
／
河
内
本
系
尾
州
家
本
の
対
立
に
つ
い
て
考
証
し
て
い
る
。
パ
ー
レ
ン
括
弧
内
が
河
内
本
系
尾
州
家
本
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
も
、

●
大
島
本

く
れ
ま
ど
ふ
心
の
闇や
み

も
耐た

へ
が
た
き
片
端は
し

を
だ
に
晴は

る
く
ば
か
り
に
聞き

こ
え
ま
ほ
し
う
侍
を
、（
新
大
系
第
一
巻
一
三
頁
六
〜
七
行
目
）

と
、
池
田
本
と
同
文
で
あ
り
、
陽
明
本
は
、

く
れ
ま
と
ふ
心
の
や
み
も
す
こ
し
は
る
く
は
か
り
な
ん
き
こ
え
さ
せ
ま
ほ
し
う
侍
を
（
一
三
オ
‐
７
〜
８
）

と
、
河
内
本
系
尾
州
家
本
と
近
い
。

こ
の
河
内
本
の
持
つ
「
か
た
へ
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
、
大
部
分
は
人
間
や
車
と
い
っ
た
、
数
に
換
算
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
思
い
、
気
持
の
一

端
と
い
う
例
は
一
例
も
な
い
こ
と
を
述
べ
、
い
っ
ぽ
う
の
「
か
た
は
し
」
は
、
思
い
、
気
持
の
一
端
の
意
が
一
〇
例
と
い
う
調
査
結
果
報
告
を
な
さ
っ
て
い
る
。

結
論
と
し
て
、
桐
壺
巻
の
新
大
系
一
三
頁
に
相
当
す
る
河
内
本
の
「
か
た
へ
」
は
、
中
古
語
と
し
て
は
誤
用
だ
と
述
べ
て
い
る
。

陽
明
本
螢
巻
の
「
か
た
へ
を
も
は
る
け
て
む
」
の
「
か
た
へ
」
も
、
中
古
語
と
し
て
誤
用
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

4
大
島
本

ほ
と
ゝ
ぎ
す
な
ど
必か
な
らず
う
ち
鳴な

き
け
む
か
し
、
う
る
さ
け
れ
ば
こ
そ
聞き

きゝ
も
と
め
ね
。（
同
四
三
一
頁
八
行
目
）

陽
明
本

ほ
と
ゝ
き
す
な
と
か
な
ら
す
う
ち
な
き
け
ん
か
し
う
る
さ
け
れ
は
こ
そ
き
ゝ
も
と
か
め
ね
（
八
オ
‐
１
１
〜
ウ
‐
２
）

新
大
系
は
、「「
鳴
き
け
む
か
し
」
の
推
測
か
ら
、
語
り
手
の
省
筆
の
弁
に
転
ず
る
。
男
が
思
い
を
遂
げ
ず
に
女
の
も
と
を
立
ち
去
る
常
套
的
な
場
面
ゆ
え
に
、

詳
述
を
避
け
る
」
と
施
注
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
た
、
と
書
く
の
は
常
套
的
で
陳
腐
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
語
り
手
は
、
ほ
と
と
ぎ

す
の
声
に
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
、「
聞
き
咎
む
」（
聞
い
て
、
何
か
に
気
付
く
）
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
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一
〇

5
大
島
本

帥そ
ち

の
親み

王こ

よ
く
も
の
し
た
ま
ふ
め
れ
ど
、（
同
四
三
六
頁
一
行
目
）

陽
明
本

輔
の
み
こ
よ
く
も
の
し
給
め
れ
と
（
一
四
ウ
‐
２
）

「
帥
」
と
「
輔
」
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
増
田
繁
夫
氏
が
『
翻
刻
・
解
説
篇
』
で
述
べ
て
い
る
通
り
、「
輔
」
が
誤
読
・
誤
写
で
あ
ろ
う
。

6
大
島
本

明あ

け
暮く

れ
書か

き
読よ

み
い
と
な
み
お
は
す
。
つ
き
な
か
ら
ぬ
若わ
か

人
あ
ま
た
あ
り
。（
同
四
三
七
頁
九
〜
一
〇
行
目
）

陽
明
本

あ
け
く
れ
か
き
よ
み
い
と
な
み
お
は
す
へ
き
み
な
か
ら
ぬ
わ
か
き
人
あ
ま
た
あ
り
（
一
六
ウ
‐
４
〜
５
）

陽
明
本
書
写
者
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、「
つ
」
を
「
へ
」
に
誤
写
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
つ
」
と
「
へ
」
と
は
、
字
形
の
類
似
か
ら
間
違
え
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
か
ら
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ま
だ
良
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
二
段
階
と
し
て
、「
へ
き
な
か
ら
ぬ
わ
か
き
人
」
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
か
ら
、
上
と
の

続
き
で
、「
…
…
べ
き
身
」
と
な
る
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

7
8
大
島
本

ま
た
い
と
あ
る
ま
じ
き
事
か
な
と
見み

る
〳
〵
、
お
ど
ろ
〳
〵
し
く
と
り
な
し
け
る
が
目め

お
ど
ろ
き
て
、
静し
づ

か
に
ま
た
聞き

く
た
び
ぞ
、
に
く
け
れ
ど
ふ
と

お
か
し
き
ふ
し
あ
ら
は
な
る
な
ど
も
あ
る
べ
し
。
こ
の
ご
ろ
お
さ
な
き
人
の
、
女
房ば
う

な
ど
に
時
〳
〵
読よ

ま
す
る
を
立た

ち
聞き

け
ば
、
…
…
（
同
四
三
八
頁

九
〜
一
二
行
目
）

陽
明
本

ま
た
い
と
あ
る
ま
し
き
こ
と
か
な
と
み
る
〳
〵
を
と
ろ
か
し
く
と
り
な
し
け
る
か
め
を
と
ろ
き
て
し
つ
か
に
き
く
た
ひ
そ
に
く
け
れ
と
ふ
と
を
か
し
き

ふ
し
あ
ら
は
な
る
な
と
あ
る
へ
し
こ
の
心
を
さ
な
き
人
の
女
房
な
と
に
と
き
〳
〵
読
ま
す
る
を
た
ち
き
け
は
（
一
七
ウ
‐
１
０
〜
一
八
オ
‐
５
）

陽
明
本
書
写
者
は
、
二
字
繰
り
返
し
の
踊
り
字
、
一
字
繰
り
返
し
の
踊
り
字
の
読
み
取
り
が
苦
手
の
よ
う
で
あ
る
。
苦
手
で
あ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
、
も
と
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一
一

も
と
踊
り
字
が
無
い
と
こ
ろ
に
勝
手
に
踊
り
字
を
加
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
こ
で
は
、「
お
と
ろ
〳
〵
し
く
」
の
よ
う
な
原
形
の
踊
り
字
の

読
み
取
り
に
失
敗
し
、「
お
と
ろ
か
し
く
」（
濁
点
を
つ
け
る
と
「
お
ど
ろ
か
し
く
」）
の
よ
う
な
語
が
出
現
し
た
。
ま
た
、「
こ
の
ご
ろ
」
の
よ
う
な
原
形
、
濁

点
を
抜
く
と
、「
こ
の
こ
ろ
」
の
よ
う
な
原
型
に
、
勝
手
に
一
字
繰
り
返
し
の
踊
り
字
を
加
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
陽
明
本
の
よ
う
な
「
こ
の
心
を
さ

な
き
人
…
…
」
と
い
う
本
文
が
原
型
で
、
こ
の
「
心
」
と
い
う
一
字
を
見
て
「
こ
ゝ
ろ
」
と
い
う
三
字
を
連
想
し
、
そ
の
踊
り
字
が
衍
字
だ
と
判
断
、
こ
れ
を

削
除
し
て
で
き
た
の
が
、
大
島
本
の
「
こ
の
ご
ろ
を
さ
な
き
人
…
…
」
で
あ
る
（「
を
」
と
「
お
」、
仮
名
遣
い
の
違
い
、
清
濁
は
、
こ
こ
で
は
、
注
目
し
な
い
）

と
主
張
す
る
方
は
居
る
だ
ろ
う
か
。

9
大
島
本

…
…
む
か
し
の
父ち
ゝ

お
と
ゞ
た
ち
の
御
仲な
か

ら
ひ
に
似に

た
り
。

　

内
の
お
と
ゞ
は
、
御
子こ

ど
も
腹は
ら

〴
〵
い
と
多お
ほ

か
る
に
、
そ
の
生お

ひ
出い

で
た
る
お
ぼ
え
、
人
が
ら
に
従し
た
がひ
つ
ゝ
、
心
に
ま
か
せ
た
る
や
う
な
る
お
ぼ

え
御
勢い
き
ほひ
に
て
、
み
な
な
し
立た

て
給
ふ
。（
同
四
四
三
頁
一
五
行
目
〜
四
四
四
頁
四
行
目
）

陽
明
本

む
か
し
の
ち
ゝ
を
と
ゝ
た
ち
の
御
な
か
ら
ひ
に
ゝ
た
り
を
と
ゝ
は
御
こ
と
ゝ
も
は
ら
〳
〵
に
い
と
お
ほ
か
る
に
そ
の
お
ひ
い
て
た
る
お
ほ
え
人
か
ら
に

し
た
か
ひ
つ
ゝ
心
に
ま
か
せ
た
る
や
う
な
る
お
ほ
え
い
き
ほ
ひ
に
て
み
な
ゝ
し
た
て
た
ま
ふ
（
二
五
ウ
‐
５
〜
１
０
）

陽
明
本
の
「
御
こ
と
ゝ
も
」
は
誤
写
・
誤
脱
に
拠
っ
て
生
じ
た
本
文
で
、
親
本
は
「
御
こ
と
も
」、
若
し
く
は
、「
御
こ
と
も
ゝ
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
む

か
し
の
父
お
と
ゞ
た
ち
の
御
仲
ら
ひ
」と
は
、光
源
氏
と
頭
中
将
の
、若
い
頃
の
関
係
性
で
あ
る
。だ
か
ら
こ
そ
、大
島
本
は
、「
御
子
ど
も
腹
〴
〵
い
と
多
か
る
に
、

そ
の
生
ひ
出
で
た
る
お
ぼ
え
、
人
が
ら
に
従
ひ
つ
ゝ
、
心
に
ま
か
せ
た
る
や
う
な
る
お
ぼ
え
御
勢
ひ
に
て
、
み
な
な
し
立
て
給
ふ
」
の
が
頭
中
将
だ
と
特
定
す

る
必
要
が
あ
り
、「
内
の
お
と
ゞ
は
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
頭
中
将
は
、螢
巻
で
は
、内
大
臣
に
昇
進
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
行
く
と
、陽
明
本
の
「
を
と
ゝ

は
」
は
致
命
的
な
欠
陥
を
持
つ
本
文
で
あ
る
。

以
上
、
1
か
ら
9
迄
、
大
島
本
と
比
較
し
て
非
古
態
性
を
持
つ
本
文
を
挙
げ
て
き
た
が
、
こ
の
他
に
も
、
非
古
態
性
を
持
つ
と
お
ぼ
し
き
本
文
は
あ
る
。
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一
二

第
二
節　

盛
夏
か
ら
秋
迄
の
巻
々

常
夏
巻
に
つ
い
て
、
増
田
繁
夫
氏
は
、

●
大
島
本

（
光
源
氏
）「
撫な
で
し
こ子
【
＝
玉
鬘
の
異
名
。
新
大
系
第
三
巻
七
頁
の
注
】
を
飽あ

か
で
も
こ
の
人
〳
〵
の
立た

ち
去さ

り
ぬ
る
か
な
。
い
か
で
お
と
ゞ
に
も
こ
の
花

園ぞ
の

見
せ
た
て
ま
つ
ら
む
【
父
内
大
臣
に
玉
鬘
を
引
き
合
わ
せ
た
い
、
の
意
を
こ
め
る
。
新
大
系
注
】。
世よ

も
い
と
常
な
き
を
【
命
が
い
つ
ま
で
あ
る
と

も
知
れ
ぬ
無
常
の
世
だ
か
ら
、
の
意
。
新
大
系
注
】
と
思
ふ
に
、
…
…
（
新
大
系
第
三
巻
七
頁
五
〜
七
行
目
）

陽
明
本

な
て
し
こ
を
あ
か
て
も
こ
の
人
〳
〵
の
た
ち
さ
り
ぬ
る
か
な
い
か
て
こ
の
お
と
ゝ
に
も
い
と
つ
ね
な
き
お
と
思
に
（
一
〇
ウ
‐
４
〜
７
）

の
異
同
に
つ
い
て
、「
陽
明
文
庫
本
あ
る
い
は
そ
の
粗
本
が
一
行
分
書
写
し
落
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
大
島
本
だ
と
、
光
源
氏
が
、
自

分
も
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
早
め
に
、
頭
中
将
に
、
玉
鬘
の
こ
と
を
知
ら
せ
た
い
、
と
思
っ
た
こ
と
に
な
る
。
陽
明
本
だ
と
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
頭

中
将
に
、
人
間
は
い
つ
死
ぬ
か
分
か
ら
な
い
と
知
ら
せ
て
あ
げ
た
い
、
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
、
大
島
本
の
ほ
う
が
古
態
性
を

持
っ
て
い
る
。

異
な
る
文
字
数
が
少
数
で
あ
る
異
同
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、

1
大
島
本

【
玉
鬘
が
】
う
ち
傾か
た
ぶき
給
へ
る
さ
ま
、
火ほ

影か
げ

に
い
と
う
つ
く
し
げ
な
り
。（
同
一
一
頁
二
行
目
）

陽
明
本

う
ち
か
た
は
ら
ふ
し
た
ま
え
る
さ
ま
い
と
う
つ
く
し
け
な
り
（
一
〇
オ
‐
１
０
〜
１
１
）

が
気
に
か
か
る
。
増
田
氏
も
「
陽
明
文
庫
本
だ
と
、
玉
鬘
が
光
源
氏
の
そ
ば
に
寄
っ
て
臥
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
二
人
の
関
係
が
よ
り
複
雑
に
な
る
」
と
重

大
視
し
て
い
る
。
玉
鬘
は
光
源
氏
に
警
戒
心
を
抱
い
て
お
り
、
こ
の
後
も
そ
の
気
持
ち
に
大
き
な
変
化
は
な
い
か
ら
、
陽
明
本
は
あ
り
得
な
い
本
文
で
あ
ろ
う
。
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一
三

2
大
島
本

身
に
し
む
風
も
吹ふ

き
添そ

ふ
か
し
（
同
一
一
頁
三
行
目
）

陽
明
本

身
に
そ
ふ
か
せ
も
ふ
き
そ
ふ
か
し
（
一
〇
ウ
‐
１
〜
２
）

「
身
に
し
む
風
」
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
他
の
巻
に
あ
る
。

○
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文

山
里
の
松
の
か
げ
に
も
か
く
ば
か
り
身
に
し
む
秋
の
風
は
な
か
り
き
（
宿
木
〔
一
三
〕
一
〇
行
目
13 

）

陽
明
本

山
さ
と
の
ま
つ
の
か
け
に
も
か
く
は
か
り
身
に
し
む
秋
の
か
せ
は
な
か
り
き
（
四
一
ウ
‐
２
か
ら
３
行
目
）

「
身
に
そ
ふ
風
」
や
そ
れ
に
近
い
表
現
は
、
他
の
巻
に
な
い
。

3
4
大
島
本

【
五
節
の
君
は
】「
御
返か
へ

し
や
、
〳
〵
」
と
、
筒ゝ
う

を
ひ
ね
り
て
、
と
み
に
打う

ち
出い

で
ず
。（
同
一
八
頁
一
二
行
目
）

陽
明
本

御
返
し
や
ゝ
と
こ
ふ
を
ひ
ね
り
て
（
二
〇
オ
‐
１
１
〜
ウ
‐
１
）

「
筒
」
は
「
双
六
の
賽
を
入
れ
て
振
り
出
す
筒
（
つ
つ
）」
で
あ
る
（
新
大
系
注
）。「
こ
ふ
を
ひ
ね
り
て
」
は
意
味
不
明
で
、「
筒
を
ひ
ね
り
て
」
の
ほ
う
が
よ

い
だ
ろ
う
（
陽
明
本
書
写
者
は
踊
り
字
を
「
こ
」
に
変
え
て
し
ま
っ
た
か
）。
そ
の
前
に
、
陽
明
本
は
、
二
字
繰
り
返
し
の
踊
り
字
を
一
字
繰
り
返
し
の
踊
り

字
に
誤
写
・
誤
読
し
た
ら
し
い
。
第
一
節
で
も
触
れ
た
通
り
、
陽
明
本
書
写
者
や
陽
明
本
の
親
本
の
書
写
者
は
、
一
字
繰
り
返
し
の
踊
り
字
と
二
字
繰
り
返
し

の
踊
り
字
の
読
み
取
り
が
両
方
と
も
苦
手
で
あ
る
。

5
大
島
本

た
ゞ
か
の
あ
へ
も
の
に
し
け
ん
法の
り

の
師し

だ
に
と
を
く
は
（
同
二
一
頁
三
〜
四
行
目
）
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一
四

陽
明
本

た
ゝ
か
の
あ
え
も
の
に
し
け
ん
の
り
の
し
た
に
と
お
ほ
く
は
（
二
三
ウ
‐
４
〜
５
行
目
）

大
島
本
だ
と
、
頭
中
将
が
、
近
江
君
が
早
口
で
な
く
な
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
の
意
を
、
婉
曲
に
言
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
新
大
系
注
）。
陽
明
本
は
、

親
本
が
「
と
お
く
」
で
あ
っ
た
の
で
、仮
名
遣
い
を
正
す
つ
も
り
で
「
お
」
の
傍
ら
に
「
ほ
」
と
書
き
込
ん
だ
、そ
の
傍
書
が
本
行
に
紛
れ
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

6
大
島
本

五ご
せ
ち節
、「
あ
ま
り
こ
と
〳
〵
し
く
は
づ
か
し
げ
に
ぞ
お
は
す
る
。
よ
ろ
し
き
親お
や

の
、
思
ひ
か
し
づ
か
む
に
ぞ
、
尋
ね
出い

で
ら
れ
ま
し
」（
同
二
一
頁
一
一

〜
一
三
行
目
）

陽
明
本

五
え
う
あ
ま
り
こ
と
〳
〵
し
く
は
つ
か
し
け
に
そ
を
は
す
め
る
よ
ろ
し
き
お
や
の
思
か
し
つ
か
ん
に
そ
た
つ
ね
い
て
ら
れ
給
ま
し
（
二
四
オ
‐
８
〜

１
１
行
目
）

「
五
節
」
と
は
、
近
江
君
の
双
六
の
相
手
を
し
て
い
る
「
五
節
の
君
」
で
あ
る
。「
五
え
う
」
は
明
ら
か
に
、
非
古
態
性
を
持
つ
本
文
で
あ
る
。

7
大
島
本

点て
む

が
ち
に
て
（
同
二
三
頁
四
行
目
）

陽
明
本

さ
う
か
ち
に
て
（
二
六
オ
‐
５
〜
６
行
目
）

「
点
が
ち
」
と
は
近
江
君
の
手
紙
を
述
べ
た
言
葉
で
、「
点
の
目
立
つ
、
ご
つ
ご
つ
し
た
筆
使
い
」
で
あ
る
（
新
大
系
）。
陽
明
本
に
漢
字
を
宛
て
れ
ば
「
草

が
ち
」
で
あ
ろ
う
が
、
女
性
の
手
紙
一
般
が
「
草
が
ち
」
で
あ
る
は
ず
で
、
や
や
特
異
な
風
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
近
江
君
の
書
風
の
形
容
と
し
て
、

考
え
に
く
い
。

篝
火
巻
に
つ
い
て
は
、
増
田
氏
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
陽
明
本
が
劣
っ
て
い
る
異
同
箇
所
が
幾
つ
か
あ
る
。

野
分
巻
に
つ
い
て
は
、
長
文
誤
脱
と
し
て
、
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て

一
五

●
大
島
本

け
近ち
か

き
か
た
は
ら
い
た
さ
に
、
立た

ち
退の

き
て
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。（
新
大
系
第
三
巻
四
二
頁
九
〜
一
〇
行
目
）

陽
明
本

け
ち
か
き
か
ゝ
た
わ
ら
い
た
さ
に
た
ち
の
き
給
（
八
オ
‐
１
１
〜
ウ
‐
１
）

の
異
同
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、「
け
近
き
」
の
下
に
助
詞
の
「
が
」
が
あ
る
か
ど
う
か
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
判
断
を
保
留
し
た
い
。「
が
」

を
持
つ
陽
明
本
の
ほ
う
が
古
態
性
を
持
つ
の
か
、「
が
」
を
持
た
な
い
大
島
本
の
ほ
う
が
古
態
性
を
持
つ
の
か
、
現
在
の
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、「
て

さ
ぶ
ら
ひ
」
に
つ
い
て
は
、
大
島
本
や
そ
の
親
本
が
後
か
ら
付
け
加
え
た
の
か
、
陽
明
本
や
そ
の
親
本
が
誤
脱
し
た
の
か
。
陽
明
本
が
誤
脱
し
た
の
だ
と
思
う
。

増
田
氏
が
「
青
表
紙
本
な
ど
の
方
が
、
夕
霧
の
動
作
の
描
写
が
よ
り
具
体
的
で
あ
る
点
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
次
に
挙
げ
る
1
も
陽
明
本
側
が
非
古
態
性
を
持
つ
こ
と
疑
い
な
い
。

1
大
島
本

こ
ゝ
ら
の
齢よ
は
ひに
、
ま
だ
か
く
さ
は
が
し
き
野
分わ
き

に
こ
そ
あ
は
ざ
り
つ
れ
（
新
大
系
第
三
巻
四
〇
頁
一
〜
二
行
目
）

陽
明
本

こ
ゝ
ら
の
よ
は
ひ
に
ま
た
か
く
さ
は
か
し
き
の
あ
き
に
こ
そ
あ
は
さ
り
つ
れ
（
五
ウ
‐
１
〜
２
）

夕
霧
の
祖
母
で
あ
る
大
宮
の
詞
で
あ
る
。
元
は
「
の
わ
き
」
で
あ
っ
た
の
を
、
陽
明
本
書
写
者
が
「
の
あ
き
」
と
誤
写
・
誤
読
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
わ
」
と

「
あ
」
と
い
う
た
っ
た
一
字
の
違
い
と
は
言
え
、
陽
明
本
の
非
古
態
性
を
示
す
根
拠
の
一
つ
に
な
る
だ
ろ
う
。
陽
明
本
書
写
者
は
、「
わ
」
の
読
み
取
り
が
苦
手

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

野
分
巻
の
書
写
者
は
、
表
表
紙
の
巻
名
を
見
て
い
た
か
分
か
ら
な
い
が
、
野
分
巻
を
書
写
し
て
い
る
つ
も
り
で
野
分
巻
を
書
写
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
、

「
何
年
も
の
間
、こ
れ
ほ
ど
の
台
風
に
遭
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
流
れ
が
分
か
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、そ
の
台
風
の
意
の
「
の
わ
き
」

を
誤
写
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
よ
ほ
ど
、
陽
明
本
書
写
者
が
「
わ
」
の
読
み
取
り
が
苦
手
で
あ
っ
た
の
か
。
よ
ほ
ど
、
親
本
の
「
わ
」
が

「
あ
」
に
似
た
字
で
あ
っ
た
の
か
。
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一
六

第
三
節　

先
行
研
究
が
充
実
し
て
い
る
巻
々

行
幸
、
真
木
柱
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
曠
氏
が
、
翻
刻
・
解
説
篇
で
、
巻
全
体
の
非
古
態
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
、
省
略
に
従
う
。

藤
裏
葉
に
つ
い
て
は
、
工
藤
重
矩
氏
が
、「
国
冬
本
源
氏
物
語
藤
裏
葉
巻
の
本
文
の
疵
と
物
語
世
界
」14 

で
、
非
古
態
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
論
の
メ

イ
ン
テ
ー
マ
は
、
国
冬
本
の
非
古
態
性
で
あ
る
が
、
国
冬
本
が
非
古
態
性
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
陽
明
本
も
持
っ
て
い
る
箇
所
が
幾
つ
か
あ
る
。

●
ひ
三
位
（
大
島
本
は
、「
非
参
議
」）

●
賀
皇
見
（
大
島
本
は
、「
賀
皇
恩
」）

●
へ
そ
ん
つ
△
さ
（
△
は
虫
損
。
大
島
本
は
「
ふ
ん
の
つ
か
さ
」

な
ど
で
あ
る
。
従
っ
て
、
藤
裏
葉
に
つ
い
て
も
、
省
略
に
従
う
。

第
四
節　

尾
州
家
本
の
合
成
の
巻
が
存
在
す
る
巻
々

私
は
、
尾
州
家
本
古
写
の
巻
の
中
で
、
合
成
の
巻
と
認
定
さ
れ
る
、
宇
治
十
帖
中
「
椎
本
」・「
早
蕨
」
を
除
く
八
つ
の
巻
々
、
加
え
て
、
正
編
の
「
鈴
虫
」・

「
御
法
」、
以
上
の
よ
う
な
正
続
編
合
わ
せ
て
十
の
巻
々
に
つ
い
て
は
、
そ
の
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文
を
、
校
注
書
の
底
本
に
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。15

こ
の
う
ち
、
総
角
、
宿
木
の
二
巻
に
つ
い
て
の
み
、
雑
誌
掲
載
の
形
な
が
ら
、
ま
た
、
全
文
訳
を
付
さ
な
い
形
な
が
ら
、
校
注
書
を
作
成
し
よ
う
と
思
い
立

ち
、
二
〇
一
三
年
二
月
か
ら
実
行
に
移
っ
た
。16 

そ
し
て
、
二
〇
二
一
年
秋
に
完
結
し
た
17 

。
他
の
八
巻
に
つ
い
て
も
、
私
は
ま
だ
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
に

勝
る
本
文
を
発
見
し
て
い
な
い
が
、
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文
（
尾
前
と
略
す
こ
と
が
あ
る
）
を
、
底
本
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
本
拙
稿
本
章
本

節
で
は
、
尾
前
と
陽
明
本
と
の
優
劣
を
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
鈴
虫
に
つ
い
て
で
あ
る
。

長
文
誤
脱
の
例
は
、
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陽
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本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て

一
七

●
尾
州
家
本

心
に
ま
か
せ
て
・
人
き
か
ぬ
・
お
く
や
ま
・
は
る
け
き
の
ゝ
ま
つ
は
ら
に
・
こ
ゑ
を
し
ま
ぬ
も
・
い
と
へ
た
て
心
あ
る
む
し
に
な
む
あ
り
け
る
・
す
ゝ

む
し
は
〈
い
と
〉
心
や
す
く
・
い
ま
め
い
た
る
こ
そ
・
ら
う
た
け
れ
（
七
オ
‐
１
０
行
目
〜
ウ
２
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

心
に
ま
か
せ
て
、
人
聞
か
ぬ
奥
山
、
遥
け
き
野
の
松
原
に
声
惜
し
ま
ぬ
も
、
い
と
隔
て
心
あ
る
虫
に
な
ん
あ
り
け
る
。
鈴
虫
は
心
や
す
く
い
ま
め
い
た

る
こ
そ
ら
う
た
け
れ
。

陽
明
本

心
に
ま
か
せ
て
人
き
か
ぬ
を
く
山
は
る
け
き
の
ゝ
松
は
ら
に
な
ん
あ
り
け
る
（
九
オ
‐
９
〜
１
１
）

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
伊
井
春
樹
氏
も
、
翻
刻
・
解
説
篇
で
、
陽
明
本
側
の
長
文
誤
脱
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

続
い
て
、
一
字
か
ら
数
文
字
が
対
立
す
る
箇
所
に
移
ろ
う
。

1
尾
州
家
本

ひ
と
り
と
も
あ
ま
た
し
て
け
ふ
た
き
ま
て
あ
ふ
き
ち
ら
せ
は
・
さ
し
よ
り
た
ま
ひ
て
そ
ら
に
た
く
は
い
つ
く
の
け
ふ
り
そ
と
お
も
ひ
わ
か
れ
む
こ
そ
よ

け
れ
…
…
（
二
ウ
‐
７
〜
９
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

火
取
ど
も
あ
ま
た
し
て
け
ぶ
た
き
ま
で
あ
ふ
ぎ
散
ら
せ
ば
、
さ
し
寄
り
給
ひ
て
、（
光
源
氏
）「
空
に
焚た

く
は
い
づ
く
の
煙け
ぶ
りぞ
と
思
ひ
分
か
れ
ぬ
こ
そ
良

け
れ
。
…
」

陽
明
本

ひ
と
ゝ
も
あ
ま
た
し
て
け
ふ
た
き
ま
て
あ
ふ
き
ち
ら
せ
は
さ
し
よ
り
た
ま
ひ
て
そ
ら
に
た
く
は
い
つ
く
の
け
ふ
り
と
お
も
ひ
わ
か
れ
ぬ
こ
そ
よ
け
れ

（
三
オ
‐
１
０
〜
ウ
‐
３
）

尾
前
の
「
火
取
」
が
、
陽
明
本
で
は
、「
人
ど
も
」
と
な
っ
て
い
る
。「
火
取
」（
火
取
香
炉
）
が
た
く
さ
ん
で
あ
っ
た
か
ら
、「
こ
ん
な
に
匂
い
が
強
く
な
る
ま
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一
八

で
焚
か
な
く
て
も
い
い
の
に
」
と
い
う
光
源
氏
の
苦
言
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
火
取
」
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
陽
明
本
の
親
本
が
「
り
」
を

誤
脱
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
名
詞
「
人
」
も
接
尾
語
「
ど
も
」
も
、
ま
た
、「
人
」
と
「
ど
も
」
が
接
続
し
た
文
節
も
、
見
慣
れ
て
い
た
た
め
、
陽
明

本
書
写
者
、
陽
明
本
書
写
監
督
者
、
陽
明
本
親
本
の
書
写
者
が
、
誤
り
に
気
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

2
尾
州
家
本

ゆ
ふ
く
れ
に
・
わ
た
り
た
ま
ひ
つ
ゝ
（
六
オ
‐
７
〜
８
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

夕
暮
れ
に
渡
り
給
ひ
つ
ゝ

陽
明
本

ゆ
ふ
く
れ
〳
〵
に
わ
た
り
た
ま
へ
は
（
七
ウ
‐
１
０
）

「
く
れ
」
の
下
の
踊
り
字
は
、
陽
明
本
側
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

3
尾
州
家
本

人
め
に
こ
そ
・
か
は
る
こ
と
な
く
・
も
て
な
し
た
ま
ひ
し
か
・
う
ち
に
は
・
う
き
を
し
り
た
ま
ふ
け
し
き
し
る
く
（
六
オ
‐
１
１
行
目
〜
ウ
‐
二
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

人
目
に
こ
そ
変
は
る
こ
と
な
く
も
て
な
し
給
ひ
し
か
、
う
ち
に
は
憂
き
を
知
り
給
ふ
気
色
し
る
く

陽
明
本

人
め
こ
そ
か
は
る
事
な
く
も
て
な
し
き
こ
え
給
し
か
う
へ
に
は
う
き
を
し
り
給
御
け
し
き
し
る
う
（
八
オ
‐
４
〜
６
）

尾
前
で
は
、光
源
氏
の
女
三
宮
待
遇
が
「
人
目
」
と
「
う
ち
」
と
で
正
反
対
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
陽
明
本
の
「
う
へ
に
は
」
は
、漢
字
に
直
す
と
「
上
に
は
」

と
直
さ
ざ
る
を
得
ず
、こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と「
表
面
的
に
は
」と
訳
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
は
、「
人
目
に
は
」と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

4
尾
州
家
本

月
か
け
は
お
な
し
雲
ゐ
に
見
え
な
か
ら
わ
か
や
と
か
ら
の
あ
【「
あ
」
が
見
セ
消
チ
さ
れ
て
、「
と
」
が
補
入
さ
れ
て
い
る
】
き
そ
か
は
れ
る
（
九
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
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い
て

一
九

ウ
‐
９
〜
１
０
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

月
影
は
お
な
じ
雲
居
に
見
え
な
が
ら
わ
が
宿
か
ら
の
秋
ぞ
変
は
れ
る

陽
明
本月

か
け
は
を
な
し
く
も
ゐ
に
み
え
な
か
ら
わ
か
や
と
か
ら
の
と
き
そ
か
は
れ
る
（
一
二
オ
‐
８
〜
９
）

こ
の
箇
所
、
た
ま
た
ま
、
尾
前
の
釈
文
が
、
大
島
本
を
釈
文
に
直
し
た
新
大
系
上
段
の
釈
文
と
同
じ
な
の
で
、
新
大
系
下
段
の
注
を
引
用
す
る
。「
源
氏
の
歌
。

月
影
（
＝
冷
泉
院
）
は
変
わ
る
こ
と
な
く
雲
の
上
に
姿
を
見
せ
て
い
る
の
に
、
私
の
宿
か
ら
見
る
秋
は
大
き
な
変
わ
り
よ
う
で
す
。
身
辺
の
経
て
き
た
変
化
を

率
直
に
述
べ
た
。」。
賛
成
し
た
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
和
歌
の
下
の
句
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

…
…
。
又
の
年
の
正
月
に
、
梅
の
花
ざ
か
り
に
、
去こ

ぞ年
を
恋
ひ
て
い
き
て
、
立
ち
て
見
、
居
て
見
、
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
う
ち
泣
き

て
、
あ
ば
ら
な
る
板い
た
じ
き敷
に
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
去こ

ぞ年
を
思
ひ
い
で
て
よ
め
る
。

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ

わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

と
よ
み
て
、
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
に
、
泣
く
泣
く
か
へ
り
に
け
り
。

（
引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
伊
勢
物
語
』
に
拠
る
）

こ
の
和
歌
の
上
の
句
に
つ
い
て
、
工
藤
重
矩
氏
は
、

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
一
年
を
去
年
と
や
言
は
む
今
年
と
や
言
は
む
（
１
）

（　

略　

）

春
や
と
き
花
や
遅
き
と
聞
き
わ
か
む
鶯
だ
に
も
鳴
か
ず
も
あ
る
哉
（
１
０
）

な
ど
「（
〜
）
や
〜
、（
〜
）
や
〜
」
の
和
歌
十
首
近
く
を
挙
げ
、「
〜
か
、
そ
れ
と
も

3

3

3

3

〜
か
」
と
い
う
二
者
択
一
の
言
い
方
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

業
平
は
去
年
と
違
っ
て
見
え
る
原
因
を
一
応
三
つ
、
我
身
、
月
、
春
を
考
え
て
、
そ
の
中
か
ら
「
我
身
」
を
除
外
し
、
残
る
「
月
」
や
「
春
」
の
二
つ
で
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二
〇

択
一
の
形
で
表
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
我
身
ひ
と
つ
は
」
は
上
句
の
「
月
」「
春
」
に
直
接
対
置
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。18

女
が
去
っ
た
た
め
、
周
囲
の
自
然
の
春
の
光
景
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

光
源
氏
も
、
結
婚
し
て
い
た
時
は
寵
愛
が
薄
か
っ
た
女
三
宮
に
今
更
な
が
ら
の
未
練
を
感
じ
て
い
る
、
そ
の
女
三
宮
が
半
分
自
分
の
元
を
去
っ
て
い
る
状
態

の
た
め
、
周
囲
の
秋
の
光
景
が
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、「
立
ち
て
見
、
居
て
見
、
見
れ
ど
、」
去
年
の
秋
や
一
昨
年
の
秋
と
同
じ
風
景
に
見
え
な
い
と

訴
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、「
時
ぞ
変
は
れ
る
」
で
も
、
悪
く
は
な
い
が
、
や
や
、
主
張
に
鮮
明
さ
が
欠
け
る
よ
う
に
思
う
。

5
尾
州
家
本

こ
と
な
る
事
な
か
め
れ
と
・（
九
丁
ウ
‐
１
０
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

こ
と
な
る
こ
と
な
か
め
れ
ど

陽
明
本

こ
と
な
事
な
か
む
め
れ
と
（
一
二
オ
‐
９
〜
１
０
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
伊
井
氏
も
、
陽
明
本
側
の
誤
脱
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

6
尾
州
家
本

か
た
み
に
御
ら
ん
せ
さ
【「
さ
」
に
見
セ
消
チ
】
ら
れ
た
ま
ひ
・（
一
〇
丁
ウ
‐
１
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

か
た
み
に
御
覧
ぜ
さ
ら
れ
給
ひ

陽
明
本

か
み
に
御
覧
せ
ら
れ
給
（
一
三
オ
‐
２
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
伊
井
氏
も
、「
た
」
が
陽
明
本
側
の
誤
脱
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
但
し
、
尾
前
側
も
、「
さ
」
が
不
注
意
に
拠
る
衍
字
で
あ
ろ
う
。
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て

二
一

7
尾
州
家
本

す
く
る
よ
は
ひ
に
そ
へ
て
・（
一
一
丁
オ
‐
２
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

過
ぐ
る
齢
に
添
へ
て

陽
明
本

す
く
る
よ
は
ひ
に
す
へ
て
（
一
三
ウ
‐
５
）

「
添そ

」
ふ
、
と
言
う
動
詞
を
、「
す
」
ふ
、
と
す
る
の
は
、
誤
読
・
誤
写
で
あ
ろ
う
。

8
尾
州
家
本

世
中
な
へ
て
は
か
な
く
・
い
と
ひ
す
て
ま
ほ
し
き
こ
と
（
一
三
ウ
‐
７
〜
８
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

世
の
中
、
な
べ
て
は
か
な
く
、
い
と
ひ
捨
て
ま
ほ
し
き
こ
と

陽
明
本

よ
に
な
へ
て
は
か
な
く
い
と
ひ
す
て
ゝ
ま
ほ
し
き
事
（
一
七
オ
‐
１
〜
２
）

こ
の
異
同
箇
所
に
つ
い
て
は
、
2
の
異
同
箇
所
と
共
に
、
伊
井
氏
が
、
陽
明
本
側
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
異
同
箇
所
と
2
の
異
同
箇
所
と

共
に
、
陽
明
本
書
写
者
、
若
し
く
は
、
陽
明
本
の
親
本
の
書
写
者
が
踊
り
字
の
有
無
の
判
断
が
苦
手
で
あ
っ
た
証
拠
に
な
る
。

9
尾
州
家
本

春
宮
の
女
御
の
御
あ
り
さ
ま
の
な
ら
ひ
な
く
・
い
つ
き
た
て
た
ま
へ
る
・
か
ひ
〳
〵
し
さ
も
・
大
将
の
又
い
と
人
に
こ
と
な
る
御
さ
ま
も
・
い
つ
れ
と

な
く
め
や
す
し
と
お
ほ
す
（
一
四
丁
オ
‐
１
〜
４
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

春
宮
の
女
御
の
御
有
様
の
並な
ら

び
な
く
、
い
つ
き
た
て
給
へ
る
か
ひ
〴
〵
し
さ
も
、
大
将
の
ま
た
い
と
人
に
こ
と
な
る
御
様
を
も
、
い
づ
れ
と
な
く
め
や
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二
二

す
し
と
お
ぼ
す

陽
明
本

東
宮
の
女
御
の
御
あ
り
さ
ま
の
な
ら
ひ
な
く
い
つ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
か
ろ
〳
〵
し
く
も
大
将
の
又
い
と
人
に
こ
と
な
る
御
さ
ま
を
も
い
つ
れ
と

な
く
め
や
す
し
と
お
ほ
す
（
一
七
オ
‐
７
〜
１
１
）

大
島
本
を
底
本
と
し
た
新
大
系
上
段
の
釈
文
も
、「
御
あ
り
さ
ま
」
の
下
の
「
の
」
の
有
無
を
除
い
て
、
尾
前
と
同
文
な
の
で
、
新
大
系
下
段
の
中
も
引
用
す

る
と
、「
春
宮
の
女
御
の
御
有
様
」
に
「
明
石
女
御
の
お
あ
り
さ
ま
は
」、「
か
ひ
〴
〵
し
さ
」
に
「
か
い
が
あ
っ
て
今
に
栄
え
て
い
る
さ
ま
」
と
施
注
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
か
ひ
〴
〵
し
さ
も
」
と
対
立
す
る
、
陽
明
本
の
「
か
ろ
〳
〵
し
く
も
」
の
「
ろ
」
に
つ
い
て
、
或
い
は
陽
明
本
の
「
か
ろ
〳
〵
し
も
」（
翻
刻
・

解
説
篇
で
は
、
こ
の
よ
う
に
翻
字
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
翻
字
の
ほ
う
が
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
）
の
「
ろ
」
に
つ
い
て
、
伊
井
氏
も
、
誤
読
・
誤
写

で
あ
る
こ
と
を
、
認
め
て
い
る
。

御
法
に
つ
い
て
は
、

●
尾
州
家
本

う
せ
給
に
け
る
か
な
・
を
く
れ
さ
き
た
つ
ほ
と
な
き
よ
な
り
け
り
や
な
と
し
め
や
か
な
る
ゆ
ふ
く
れ
に
な
か
め
給
・（
一
七
オ
‐
５
〜
７
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

「
…
…
。
亡
せ
給
ひ
に
け
る
か
な
。
遅
れ
先
立
つ
程
な
き
世
な
り
け
り
や
」
な
ど
し
め
や
か
な
る
夕
暮
れ
に
な
が
め
給
ふ
。

陽
明
本

う
せ
給
ぬ
る
か
な
と
ゆ
ふ
く
れ
に
な
か
め
給
（
２
０
ウ
２
〜
３
）

は
、
明
ら
か
に
、
陽
明
本
側
の
長
文
誤
脱
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
一
字
、
或
い
は
数
字
程
度
の
異
同
箇
所
で
、
陽
明
本
の
非
古
態
性
を
示
す
本
文
を
挙
げ
て
行
こ
う
。

1
尾
州
家
本

お
な
し
や
ま
な
り
と
も
・
み
ね
を
へ
た
て
ゝ
・
あ
ひ
み
た
て
ま
つ
ら
ぬ
す
み
か
に
か
け
は
な
れ
な
む
こ
と
を
の
み
お
ほ
し
ま
う
け
た
る
（
二
オ
‐
４
〜
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て

二
三

６
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

同
じ
山
な
り
と
も
峰
を
隔
て
て
、
あ
ひ
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
住
み
か
に
か
け
離
れ
な
む
こ
と
を
の
み
思
し
設
け
た
る

陽
明
本

お
な
し
山
な
り
と
も
み
ね
を
へ
た
て
あ
ひ
み
た
て
□
つ
ら
す
み
し
か
き
か
け
は
な
れ
さ
ら
ん
こ
と
を
の
み
お
ほ
し
ま
う
け
た
る
（
二
ウ
‐
１
〜
４
）

陽
明
本
側
が
「
ぬ
」
を
誤
脱
、「
し
」
を
故
意
か
ミ
ス
に
よ
っ
て
挿
入
し
て
し
ま
い
、「
に
・
き
」
の
誤
読
・
誤
写
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

2
尾
州
家
本

七
そ
う
の
ほ
う
ふ
く
な
と
し
な
〳
〵
給
は
す
（
二
ウ
‐
８
〜
９
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

七
僧
の
法
服
な
ど
、
品
々
た
ま
は
す

陽
明
本

僧そ
う
 の
ほ
う
ふ
く
な
と
し
な
〳
〵
給
は
す
（
三
オ
‐
９
〜
１
０
）

「
七
僧
の
法
服
」
の
「
七
僧
」
は
、「
大
法
会
の
僧
た
ち
。
講
師
、
読
師
（
ど
く
し
）、
呪
願
師
（
じ
ゅ
が
ん
し
）、
三
礼
師
（
さ
ん
ら
い
し
）、
唄
師
（
ば
い
し
）、

散
華
（
さ
ん
げ
し
）、
堂
達
（
ど
う
た
つ
）。」（「
七
僧
」
の
用
例
は
鈴
虫
巻
に
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
鈴
虫
巻
の
注
（
新
大
系
第
四
巻
七
三
頁
注
）
を
抄
出
し

た
）。
陽
明
本
側
が
、
こ
の
よ
う
な
、
言
わ
ば
仏
教
の
世
界
の
専
門
用
語
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、「
七
」
を
削
除
し
、
耳
慣
れ
た
「
僧
」
と
い
う
言
葉
に
変
え

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
或
い
は
、
専
門
用
語
を
知
ら
な
い
た
め
に
、「
僧
」
だ
け
あ
っ
て
「
七
」
の
よ
う
な
字
が
な
か
っ
た
こ
と
を
不
審
に
思
わ
な
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

3
尾
州
家
本

と
し
こ
ろ
つ
か
う
ま
つ
り
な
れ
た
る
人
〳
〵
の
こ
と
な
る
よ
る
へ
な
く
・
い
と
を
し
け
な
る
（
四
ウ
‐
５
〜
６
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前
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二
四

年
頃
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
た
る
人
〳
〵
の
、
こ
と
な
る
寄
る
べ
な
う
い
と
ほ
し
げ
な
る
、

陽
明
本

と
し
こ
ろ
つ
か
う
ま
つ
り
な
れ
た
る
人
〳
〵
の
こ
と
な
と
よ
り
と
こ
ろ
な
く
い
と
を
し
け
な
る
（
九
オ
‐
９
〜
１
１
）

「
寄
る
べ
／
寄
り
ど
こ
ろ
」
の
対
立
は
、
伝
本
の
古
態
性
／
非
古
態
性
を
判
断
す
る
材
料
の
一
つ
に
加
え
な
い
。「
こ
と
な
と
」
は
、「
こ
と
な
る
」
の
誤
読
・

誤
写
で
生
じ
た
異
文
で
は
な
か
ろ
う
か
。

4
尾
州
家
本

身
に
し
む
は
か
り
お
ほ
さ
る
へ
き
あ
き
か
せ
な
ら
ね
と
・
つ
ゆ
け
き
お
り
か
ち
に
て
す
く
し
給
（
八
ウ
‐
６
〜
８
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

身
に
し
む
ば
か
り
思
さ
る
べ
き
秋
風
な
ら
ね
ど
、
露
け
き
折
が
ち
に
て
過す

 ぐ
し
給
ふ
。

陽
明
本

み
に
し
む
は
か
り
お
ほ
し
め
さ
る
へ
き
か
せ
な
れ
と
つ
ゆ
け
き
を
り
か
ち
に
て
す
こ
し
給
（
一
〇
ウ
‐
５
〜
７
）

「
身
に
し
む
風
」
に
当
た
る
と
、
そ
の
人
は
悲
し
い
気
持
ち
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
宿
木
巻
の
、

○
釈
文
に
直
し
た
尾
前

松
風
の
吹
き
来
る
音お
と

も
、
荒
ま
し
か
り
し
山
お
ろ
し
に
思
ひ
く
ら
ぶ
れ
ば
、
い
と
の
ど
か
に
な
つ
か
し
く
め
や
す
き
御
住
ま
ひ
な
れ
ど
、
今
宵
は
さ
も

お
ぼ
え
ず
、
…
…
。

山
里
の
松
の
か
げ
に
も
か
く
ば
か
り
身
に
し
む
秋
の
風
は
な
か
り
き
（
宿
木
〔
一
三
〕
八
〜
一
〇
行
目
）

陽
明
本

…
…

山
さ
と
の
ま
つ
の
か
け
に
も
か
く
は
か
り
身
に
し
む
秋
の
か
せ
は
な
か
り
き
（
四
一
ウ
‐
２
〜
３
行
目
）

か
ら
分
か
る
。「
身
に
し
む
ば
か
り
思
さ
る
べ
き
秋
風
」
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
涙
を
流
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
意
味
も
含
む
「
露
け
き
」
と
逆
接
の
関
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て

二
五

係
で
つ
な
が
る
。
陽
明
本
本
文
の
よ
う
に
、「
身
に
し
む
ば
か
り
思
さ
る
べ
き
秋
風
」
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
（
陽
明
本
は
「
思
し
召
さ
る
」
で
あ
る
が
、

「
思
さ
る
」
か
「
思
し
召
さ
る
」
か
は
、
今
は
、
違
い
が
無
い
と
考
え
て
置
く
）
と
す
る
と
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
、「
露
け
き
」
と
逆
接
な
の
か
、
分
か
ら
な
い
。

少
し
涼
し
く
な
っ
た
時
節
柄
も
、「
身
に
し
む
ば
か
り
思
さ
る
べ
き
（
或
い
は
、
思
し
召
さ
る
べ
き
）
秋
風
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。

5
尾
州
家
本

一
日
一
夜
に
て
も
・
い
む
事
の
し
る
し
こ
そ
は
む
な
し
か
ら
す
侍
な
れ
・（
一
一
ウ
‐
９
〜
１
０
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

（
光
源
氏
）「
…
…
一
日
一
夜
に
て
も
、
忌
む
こ
と
の
し
る
し
こ
そ
は
む
な
し
か
ら
ず
侍
る
な
れ
…
…
」

陽
明
本

一
日
一
や
ゐ
む
こ
と
の
し
る
し
こ
そ
は
む
な
し
く
は
へ
る
な
る
（
一
四
ウ
‐
３
〜
４
）

尾
前
の
本
文
に
従
え
ば
、
一
日
出
家
の
功
徳
を
言
っ
た
、
光
源
氏
の
詞
で
あ
る
。
吉
沢
義
則
氏
は
、
夢
浮
橋
巻
の
「
一
日
の
出
家
の
功
徳
は
量
り
な
き
も
の
な

れ
ば
、
な
ほ
頼
ま
せ
給
へ
」
に
つ
い
て
、

「
…
…
一
日
出
家
と
い
ふ
建
前
で
出
家
す
る
と
い
ふ
事
に
し
ま
せ
う
。
一
日
出
家
は
心
地
觀
經
に
『
若
善
男
子
善
女
子
、
發
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
、

一
日
一
夜
出
家
修
道
、
二
百
萬
劫
不
堕
惡
趣
』
と
あ
る
や
う
に
功
徳
無
量
の
も
の
だ
か
ら
、
一
日
出
家
で
も
な
ほ
佛
の
功
徳
を
信
じ
な
さ
い
」
と
説
い
た

文
章
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
19 

。
尾
前
の
よ
う
な
本
文
が
原
典
に
近
い
こ
と
は
疑
い
な
い
。
残
る
は
、
陽
明
本
の
、
一
日
出
家
の
功
徳
が
「
む
な
し
」
い
、
と
い
う
本
文
が
、

つ
い
う
っ
か
り
の
誤
読
・
誤
写
に
拠
っ
て
生
じ
た
の
か
、
改
竄
に
拠
っ
て
生
じ
た
の
か
。「
か
ら
す
」
を
「
く
」
に
変
化
さ
せ
た
の
は
、
物
理
的
な
理
由
と
は

考
え
づ
ら
い
か
ら
、
改
竄
で
あ
ろ
う
。
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二
六

6
尾
州
家
本

か
き
り
あ
り
け
る
事
な
れ
は
・
か
ら
を
み
つ
ゝ
も
え
す
こ
し
給
ま
し
か
り
け
る
そ
・
心
う
き
世
中
な
り
け
る
・（
一
四
オ
‐
１
〜
３
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

限
り
あ
り
け
る
こ
と
な
れ
ば
、
骸
を
見
つ
つ
も
え
過
ご
し
給
ふ
ま
じ
か
る
ぞ
心
憂
き
世
の
中
な
り
け
る
。

陽
明
本

か
き
り
あ
る
こ
と
な
れ
は
か
く
て
も
ひ
か
す
を
た
に
す
こ
し
給
ま
し
か
り
け
る
そ
心
う
き
（
一
七
オ
‐
５
〜
７
）

原
典
は
「
か
ら
を
み
つ
ゝ
も
」
の
よ
う
な
本
文
で
あ
っ
て
、
陽
明
本
書
写
者
は
、
本
歌

空う
つ
せ
み蝉
は
殻か
ら

を
見
つ
つ
も
な
ぐ
さ
め
つ
深
草
の
山
煙け
ぶ
りだ
に
立
て 

（
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』20 

。
八
三
一
番
）

を
知
ら
な
い
せ
い
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、「
か
く
て
も
」
と
誤
読
・
誤
写
し
て
し
ま
っ
た
。「
ら
を
み
つ
ゝ
」
か
ら
「
く
て
」
へ
の
変
化
で
あ
る
。「
か
く
て
も

す
こ
し
給
ま
し
か
り
け
る
」、
釈
文
に
直
せ
ば
、「
か
く
て
も
、
過
ご
し
給
ふ
ま
じ
か
り
つ
る
」
で
は
、
前
後
と
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
、「
ひ
か
す
を
た
に
」、
釈

文
に
直
せ
ば
、「
日
数
を
だ
に
」
を
補
入
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
一
に
誤
写
、
第
二
に
改
竄
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
改
竄
の
一
例
で
あ
る
。

7
尾
州
家
本

か
せ
の
【「
の
」
が
見
セ
消
チ
さ
れ
て
、「
野
」
が
補
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
改
竄
と
い
う
よ
り
、
振
り
漢
字
と
い
う
行
為
で
あ
る
】
わ
き
た
ち
て

ふ
く
ゆ
ふ
く
れ
（
一
五
オ
‐
５
〜
６
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

風
、
野
分
だ
ち
て
吹
く

夕
暮

陽
明
本

か
せ
の
秋
た
ち
て
ふ
く
ゆ
ふ
く
れ
（
一
八
ウ
‐
１
〜
２
行
目
）

第
一
帖
桐
壺
か
ら
第
四
帖
迄
の
陽
明
本
に
つ
い
て
、
阿
部
秋
生
氏
は
、「
陽
明
文
庫
本
の
本
文
は
、
青
表
紙
本
・
河
内
本
の
本
文
を
ど
の
よ
う
に
と
り
あ
わ
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陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て

二
七

せ
て
も
出
て
来
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
、
第
三
帖
空
蝉
巻
の
陽
明
本
に
つ
い
て
、「
陽
明
文
庫
本
は
、
青
表
紙
本
・
河
内
本
以
前
の
本
文
と
考
え

る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、「
か
せ
の
秋
た
ち
て
ふ
く
ゆ
ふ
く
れ
」
は
、
青
表
紙
本
と
河
内
本
を
と
り
あ
わ
せ
て
出
て
来
た
も
の
で
は
な
い
（
と
り
あ
わ
せ
、
は
第
五
帖
若
紫

巻
の
陽
明
本
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
）。
こ
こ
で
は
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
は
、
尾
前
と
同
文
だ
か
ら
、
と
り
あ
わ
せ
、
と
い
う
現
象
は
想
定
し
よ

う
が
な
い
。
し
か
し
、
尾
前
や
そ
れ
と
似
た
本
文
の
伝
本
か
、
大
島
本
と
似
た
本
文
の
伝
本
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
が
、「
か
せ
の
わ
き
た
ち
て
ふ
く
ゆ
ふ

く
れ
」
の
よ
う
な
本
文
を
持
つ
伝
本
が
、
陽
明
本
の
親
本
の
親
本
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
陽
明
本
の
親
本
の
書
写
者
は
、「
わ
」
の
読
み
取
り
が
苦
手
で

あ
る
た
め
、「
か
せ
の
わ
き
…
…
」
を
「
か
せ
の
あ
き
…
…
」
に
変
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
陽
明
本
書
写
者
が
、
こ
れ
に
漢
字
を
当
て
た
。『
古
今
和
歌
集
』
秋

歌
上
巻
頭
歌
に
、

秋
来き

 ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る 

（
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』。
一
六
九
番
）

が
あ
る
か
ら
、「
風
が
、
秋
が
来
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
吹
き
方
で
吹
い
た
夕
暮
」
と
い
う
こ
と
で
、
一
応
、
意
味
は
通
じ
る
。
し
か
し
、
当
該
段
落
は
、
秋

の
半
ば
に
逝
去
し
た
紫
上
を
偲
ぶ
場
面
で
あ
る
。
陽
明
本
の
親
本
の
書
写
監
督
者
は
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
ま
で
頭
が
回
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

反
対
に
、
陽
明
本
の
よ
う
な
本
文
か
ら
尾
前
や
青
表
紙
本
系
大
島
本
の
よ
う
な
本
文
が
生
ま
れ
た
と
い
う
推
定
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。「
秋
」

と
い
う
一
字
か
ら
ひ
ら
が
な
二
字
「
あ
き
」
を
連
想
、そ
の
「
あ
」
が
か
つ
て
は
「
わ
」
だ
と
想
像
し
た
人
間
が
い
た
と
す
れ
ば
、そ
の
想
像
に
基
づ
い
て
、「
あ
」

を
「
わ
」
に
書
き
替
え
る
、
即
ち
、「
か
せ
の
わ
き
た
ち
て
…
…
」
の
よ
う
な
本
文
を
捏
造
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
想
像
を
し

得
た
人
間
が
居
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
か
せ
の
わ
き
た
ち
て
ふ
く
ゆ
ふ
く
れ
」は
捏
造
さ
れ
た
本
文
で
は
な
い
。
夏
に
逝
去
し
た
桐
壺
更
衣
を
偲
ぶ
段
落
も
、

○
大
島
本

野
分
立た

ち
て
に
は
か
に
肌は
だ
ざ
む寒
き
夕
暮
（
新
大
系
第
一
巻
一
〇
頁
一
三
行
目
。
桐
壷
巻
）

陽
明
本

野
わ
き
し
て
に
は
か
に
は
た
さ
む
き
ゆ
ふ
く
れ
（
一
〇
オ
‐
２
〜
３
）

で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
て
も
「
の
わ
き
」
の
三
字
に
つ
い
て
は
、
こ
の
通
り
が
原
型
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
。
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二
八

こ
れ
を
機
に
、
別
本
が
、
尾
前
よ
り
も
前
の
時
代
（
と
言
う
の
は
、
青
表
紙
本
成
立
よ
り
も
前
の
時
代
、
と
言
う
の
と
、
実
際
に
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
）
の

本
文
の
姿
を
残
し
て
い
る
と
い
う
言
い
伝
え
を
、
大
い
に
疑
っ
て
み
る
こ
と
に
し
て
も
、
罰
は
当
た
る
ま
い
。
阿
部
氏
も
空
蝉
巻
の
陽
明
本
に
つ
い
て
、
右
記

の
よ
う
な
発
言
を
な
さ
っ
た
後
に
、「
た
だ
し
、
こ
れ
を
い
う
に
は
、
全
体
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
」
と
、
文
字
通
り
但
し
書
き
を
付
け
て
い
る
。

8
尾
州
家
本

あ
み
た
佛
〳
〵
と
・
ひ
き
給
す
ゝ
に
ま
き
ら
は
し
て
そ
・（
一
五
オ
‐
１
１
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

「
阿
弥
陀
仏
、
阿
弥
陀
仏
」
と
引
き
給
ふ
数
珠
に
紛
ら
は
し
て
、

陽
明
本

あ
み
た
仏
に
ひ
き
給
す
ゝ
の
か
す
に
ま
き
ら
は
し
て
（
一
八
ウ
‐
８
〜
９
）

新
大
系
は
「
阿あ

み

だ
弥
陀
仏
〳
〵
」
に
つ
い
て
、「
仏
を
連
呼
す
る
。
僧
侶
の
声
に
合
わ
せ
る
」
と
注
す
る
。
陽
明
本
本
文
で
は
、「
連
呼
」
に
な
ら
な
い
。
陽
明
本

書
写
者
は
、
二
字
繰
り
返
し
の
踊
り
字
の
読
み
取
り
も
苦
手
だ
か
ら
、「
あ
み
た
仏
と
ひ
き
給
す
ゝ
の
か
す
に
ま
き
ら
は
し
て
」
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
そ
の
ま
ま
で
は
通
じ
な
い
の
で
、「
と
」
を
「
に
」
に
変
え
る
と
い
う
改
竄
行
為
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
一
字
の

変
化
は
、
物
理
的
理
由
に
よ
る
誤
読
・
誤
写
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
、「
阿
弥
陀
仏
に
引
き
給
ふ
数
珠
の
数
に
紛
ら
は
し
て
」
な
ら
通
じ
る
と
判
断
し
た

か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
か
ら
、改
竄
の
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、保
留
し
て
置
き
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、非
古
態
性
が
あ
る
本
文
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

9
尾
州
家
本

さ
た
ま
り
た
る
念
仏
を
は
さ
る
も
の
に
て
・
ほ
く
ゑ
經
【「
經
」
が
見
セ
消
チ
さ
れ
て
、
そ
の
右
横
に
、
小
さ
な
字
で
「
せ
ん
ほ
う
」
と
傍
記
】
な
と
す
【「
す
」

が
見
セ
消
チ
さ
れ
て
、「
を
」
が
補
入
さ
れ
て
い
る
】
せ
さ
せ
給・（
一
五
ウ
‐
５
〜
６
行
目
。「
す
」
と
「
せ
」
は
連
綿
し
て
い
る
が
、そ
の
右
側
に
「
を
」
と
傍
記
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

定
ま
り
た
る
念
仏
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
法
華
経
な
ど
誦
ぜ
さ
せ
給
ふ
、

陽
明
本
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二
九

さ
た
ま
り
た
る
念
仏
を
は
さ
る
物
に
て
御
と
経
な
と
せ
さ
せ
給
（
一
九
オ
‐
２
〜
３
）

陽
明
本
は
、「
ほ
く
ゑ
經
」
の
よ
う
な
本
文
を
「
御
と
経
」
と
誤
読
・
誤
写
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
本
文
で
は
、「
定
ま
り
た
る
念
仏
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、」

と
の
つ
な
が
り
が
悪
い
。

な
お
、
新
大
系
は
、「
法
花
経
」
に
つ
い
て
、「
妙
法
蓮
華
経
は
女
人
成
仏
を
説
く
の
で
、
紫
上
追
善
に
誦
す
る
。」
と
注
す
る
。
妙
法
蓮
華
経
を
意
味
す
る

固
有
名
詞
が
消
滅
す
る
陽
明
本
は
残
念
な
伝
本
で
あ
る
。

　

尾
州
家
本

ち
し
の
お
と
ゝ
あ
は
れ
を
も
お
り
す
く
し
た
ま
は
ぬ
御
心
に
て
・（
一
六
ウ
‐
９
〜
１
０
行
目
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

　

致
仕
の
大
臣
、
あ
は
れ
を
も
お
り
過
ぐ
し
給
は
ぬ
御
心
に
て
、

陽
明
本

お
ほ
き
お
と
ゝ
も
物
ゝ
あ
は
れ
を
も
お
り
す
く
し
給
は
ぬ
御
心
に
て
（
二
〇
オ
‐
６
〜
７
）

読
者
の
間
で
は
、
頭
中
将
と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
る
作
中
人
物
を
何
と
呼
ぶ
か
。
太
政
大
臣
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
夕
霧
が
大
将
と
呼

ば
れ
て
い
る
（
四
行
先
。
陽
明
本
で
も
、
大
将
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
こ
と
か
ら
、
御
法
巻
の
時
点
で
の
呼
び
名
「
致
仕
の
大
臣
」
の
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

尾
州
家
本

中
宮
な
と
も
お
ほ
し
わ
す
る
ゝ
と
き
の
ま
な
く
こ
ひ
き
こ
え
給
（
巻
末
）

釈
文
に
直
し
た
尾
前

中
宮
な
ど
も
、
思
し
忘
る
る
時
の
間
な
く
恋
ひ
聞
こ
え
給
ふ
。

陽
明
本

中
宮
な
と
も
お
ほ
し
わ
す
る
ゝ
時
の
ま
な
く
ひ
か
す
に
そ
へ
て
こ
ひ
き
こ
え
給
（
巻
末
）
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三
〇

人
の
死
の
悲
し
み
は
、
次
第
に
薄
ら
い
で
行
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
秋
好
中
宮
は
、
紫
上
の
こ
と
を
喪
っ
た
悲
し
み
が
、
い
つ
ま
で
も
薄
ら
が
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
が
、
尾
前
の
本
文
で
あ
る
。
日
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
次
第
に
悲
し
み
が
強
く
な
っ
て
行
っ
た
と
い
う
陽
明
本
の
本
文
は
、
あ
り
得
な
い
。

第
四
節　

夕
霧
巻

こ
の
巻
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
三
丁
裏
以
降
が
別
筆
の
よ
う
な
の
で
あ
る
が
、
一
応
、
考
察
の
対
象
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
長
文
誤
脱
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

誤
写
と
か
脱
文
の
認
定
は
困
難
だ
が
、一
応
他
本
と
の
関
連
な
ど
か
ら
処
理
し
て
ゆ
く
と
、前
者
は
二
十
四
回
、後
者
は
三
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）　

な
を
え
思
ひ
は
か
け
す
（
二
四
ウ
‐
６
）

※
お
も
ひ
は
る
け
す
（
一
三
二
三
４
）

（
２
）　

一
夜
は
か
り
の
御
う
ら
み
ふ
み
を
と
ら
て
所
に
か
こ
ち
て
（
六
二
オ
‐
５
）

※
と
ら
へ
と
こ
ろ
に
（
一
三
四
五
１
２
）

（
３
）　

あ
ら
〳
〵
し
う
は
も
の
し
給
は
ね
は
（
一
三
ウ
‐
４
）

※
あ
ら
〳
〵
し
く
は
え
ひ
き
か
な
く
る
へ
く
は
た
も
の
し
給
は
ね
は
（
一
三
一
六
７
）

（
４
）　

心
つ
き
な
こ
と
お
ほ
し
さ
ま
し
つ
ゝ
（
七
八
オ
‐
８
）

※
心
つ
き
な
き
事
と
お
ほ
し
な
か
ら
は
つ
か
し
と
お
ほ
さ
む
も
い
と
お
し
き
を
な
に
か
は
わ
れ
さ
へ
き
ゝ
あ
つ
か
は
む
と
お
ほ
し
て
な
む

（
一
三
五
四
１
４
）

（
伊
井
春
樹
氏
『
源
氏
物
語　

十
一　

翻
刻
・
解
説
』
七
九
〜
八
〇
頁
。
※
印
の
本
文
に
付
さ
れ
た
頁
数
行
数
は
『
源
氏
物
語
大
成
』
校
異
篇
の
も
の
）
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伊
井
氏
は
「
誤
写
と
か
脱
文
の
認
定
は
困
難
」
と
し
て
い
る
が
、
前
後
の
文
脈
も
考
慮
す
る
と
、
傍
線
が
付
さ
れ
た
部
分
を
陽
明
本
側
が
不
注
意
で
脱
落
さ
せ

た
も
の
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。

長
文
脱
落
は
、
更
に
以
下
の
よ
う
な
例
を
も
付
け
加
え
ざ
る
を
得
な
い
。

●
大
島
本

（
雲
居
雁
）「
一
夜
の
御
山
風
に
あ
や
ま
り
給
へ
る
な
や
ま
し
さ
な
な
り
と
、
お
か
し
き
や
う
に
か
こ
ち
き
こ
え
給
へ
か
し
」
と
聞き

こ
え
給
ふ
。（
夕
霧
）

「
い
で
、
こ
の
ひ
が
事
な
常つ
ね
 に
の
給
そ
。
…
…
」（
新
大
系
第
四
巻
一
一
四
頁
一
四
行
目
〜
一
一
五
頁
二
行
目
）

陽
明
本

ひ
と
よ
の
御
山
風
は
を
か
し
き
や
う
に
か
こ
ち
き
こ
へ
給
へ
か
し
と
き
こ
へ
給
い
て
こ
の
ひ
か
事
な
つ
ね
に
の
給
そ
…
…
（
四
四
オ
‐
５
〜
７
）

雲
居
雁
は
、
落
葉
宮
と
そ
の
母
宮
側
へ
の
返
事
と
し
て
、「
山
か
ら
吹
く
風
に
当
た
っ
て
、
風
邪
を
引
い
た
の
か
、
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
」
と
書
き
な
さ
い
と

ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
る
。
陽
明
本
本
文
だ
と
、
山
か
ら
吹
く
風
が
風
流
だ
っ
た
よ
う
に
書
き
な
さ
い
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
、
落
葉
宮
の
母
側
へ
の
こ
の
時
の
返
事
と
し
て
、
不
適
切
で
あ
る
。

●
大
島
本

大
方か
た

の
空そ
ら

に
も
よ
ほ
さ
れ
て
、
干ひ

る
間ま

も
な
く
お
ぼ
し
嘆な
げ

き
、
命い
の
ちさ
へ
心
に
か
な
は
ず
と
い
と
い
と
は
し
う
い
み
じ
う
お
ぼ
す
。（
同
一
二
四
頁
二
〜

三
行
目
）

陽
明
本

お
ほ
か
た
の
そ
ら
に
さ
へ
も
よ
を
さ
れ
て
い
の
ち
さ
へ
こ
ゝ
ろ
に
か
な
は
さ
り
け
る
御
身
い
と
〳
〵
は
し
う
い
み
し
う
お
ほ
す
（
五
八
オ
‐
４
〜
８
）

空
の
様
子
に
催
さ
れ
て
、
悲
し
み
や
嘆
き
が
増
す
。
陽
明
本
だ
と
、
空
の
様
子
に
催
さ
れ
て
の
悲
し
み
も
嘆
き
も
抜
け
落
ち
て
い
る
。
袖
が
乾
く
間
も
な
い
涙

と
、
雨
が
降
り
そ
う
な
空
の
様
子
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
も
大
島
本
が
良
い
。

●
大
島
本

（
朱
雀
院
の
落
葉
宮
出
家
を
戒
め
る
詞
）「
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
げ
に
、
あ
ま
た
と
さ
ま
か
う
ざ
ま
に
身み

 を
も
て
な
し
給
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
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三
二

ね
ど
、
後
う
し
ろ

見み

な
き
人
な
む
、
中
〳
〵
さ
る
さ
ま
に
て
あ
る
ま
じ
き
名な

を
立た

ち
、
罪つ
み

得え

が
ま
し
き
時
、
こ
の
世よ

、
後の
ち

の
世よ

、
中
空ぞ
ら

に
も
ど
か
し
き
咎と
が

負お

ふ

わ
ざ
な
る
。（
同
一
三
五
頁
三
〜
六
行
目
）

陽
明
本

い
と
あ
る
ま
し
き
事
な
り
け
り
又
と
さ
ま
か
う
さ
ま
に
み
を
も
て
な
し
た
ゝ
ふ
へ
き
に
な
ら
ね
と
う
し
ろ
み
な
き
人
の
中
〳
〵
さ
る
さ
ま
に
て
あ
る
ま

し
き
名
を
た
□
ち
つ
み
え
か
ま
し
き
と
き
こ
の
世
の
の
ち
の
よ
な
か
そ
ら
に
み
ゆ
る
と
き
も
あ
り
（
七
七
オ
‐
４
〜
七
八
ウ
‐
１
）

陽
明
本
は
「
も
ど
か
し
き
咎
負
ふ
わ
ざ
な
る
」
を
誤
脱
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
朱
雀
院
が
娘
を
説
得
す
る
言
葉
「
こ
の
世
の
後
の
世
【
こ
の
世
、
の
直
後
の

「
の
」
は
衍
字
か
】、
中
空
に
見
ゆ
る
時
も
あ
り
」
は
、
は
な
は
だ
迫
力
に
欠
け
る
。

次
に
、
も
っ
と
少
な
い
字
数
の
異
同
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、
夕
霧
が
小
野
に
落
葉
宮
を
訪
問
す
る
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

1
大
島
本

八
月
中
の
十
日
ば
か
り
な
れ
ば
、
野
辺べ

の
け
し
き
も
お
か
し
き
こ
ろ
な
る
に
、
山
里ざ
と

の
あ
り
さ
ま
の
い
と
ゆ
か
し
け
れ
ば
、（
小
野
へ
行
く
）（
同
九
一

頁
一
〜
二
行
目
）

陽
明
本

八
月
廿
日
は
か
り
な
れ
は
の
へ
の
け
し
き
も
を
か
し
き
こ
ろ
を
ひ
な
る
に
山
さ
と
の
あ
り
さ
ま
の
い
と
ゆ
か
し
か
り
け
れ
は
（
小
野
へ
行
く
）（
四
オ
‐

５
〜
８
）

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』21 

は
、「
八
月
中な
か

の
十
日
ば
か
り
な
れ
ば
」
を
「
八
月
中
旬
の
頃
な
の
で
」
と
訳
し
て
い
る
。
日
国
大
第
二
版
22 

は
、
親

見
出
し
「
な
か
」
の
中
の
小
見
出
し
「
な
か
の
十
日
（
と
お
か
）」
で
、

一
か
月
を
三
〇
日
と
し
、そ
れ
を
三
分
し
た
ま
ん
中
の
一
〇
日
間
。
中
旬
。（
略
）
補
注
中
世
以
降
、月
の
二
〇
日
目
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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と
述
べ
て
い
る
。
新
大
系
が「
八
月
中
の
十
日
ば
か
り
」を「
八
月
二
十
日
ご
ろ
」と
訳
し
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集（
以
下
、新
全
集
と
略
称
す
る
こ
と
が
あ
る
）

が
「
八
月
中
の
十
日
ば
か
り
な
れ
ば
」
を
「
八
月
の
二
十
日
ご
ろ
な
の
で
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
納
得
が
行
か
な
い
。
新
大
系
や
新
全
集
は
、
平
安
時
代
の
作

品
か
ら
、「
中
の
十
日
」
が
二
十
日
の
意
味
に
な
る
用
例
を
挙
げ
つ
つ
日
国
大
第
二
版
を
否
定
す
る
、そ
の
上
で
右
の
よ
う
な
訳
を
施
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

平
安
時
代
の
作
品
か
ら
用
例
を
挙
げ
る
と
、
や
は
り
、
中
旬
の
意
味
に
な
る
。

か
く
て
、
八
月
中
の
十
日
の
ほ
ど
に
、
帝み
か
ど、
花
の
宴
し
た
ま
ふ
。
上
達
部
、
親み

こ王
た
ち
、
残
り
な
く
参
り
た
ま
ひ
て
遊
び
し
た
ま
ふ
。
帝
、「
年
の
内
、

木
草
の
盛
り
、
秋
の
ほ
ど
に
い
つ
か
」
と
問
は
せ
た
ま
ふ
。
蔵
人
の
少
将
仲
頼
奏
す
、「
野
の
盛
り
は
八
月
中
の
十
日
、
山
の
盛
り
は
九
日
上か
み

の
十
日
の

ほ
ど
に
な
む
」 

「
吹
上
下
」
巻
頭
。
新
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
』
第
一
分
冊
23 

）

新
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、「
中
の
十
日
」
に
「
中
旬
。「
上
の
十
日
」
は
上
旬
、「
下
の
十
日
」
は
下
旬
、
の
意
」
と
施
注
し
て
い
る
。
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。

桜
の
花
の
盛
り
で
も
、
三
、四
日
、
若
し
く
は
、
四
、五
日
は
あ
る
。
野
の
盛
り
も
山
の
盛
り
も
、
お
よ
そ
十
日
間
ぐ
ら
い
は
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

陽
明
本
本
文
は
、「
廿
日
は
か
り
」
で
あ
る
が
、
二
十
日
の
月
は
、
二
一
時
を
過
ぎ
た
こ
ろ
東
の
空
に
姿
を
現
し
、
翌
日
の
午
前
何
時
か
に
南
天
、
夜
明
け

の
時
刻
に
は
少
し
西
に
傾
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
西
の
山
の
稜
線
迄
辿
り
着
か
な
い
。
こ
の
日
の
夕
霧
は
、
夜
明
け
の
少
し
前
に
落
葉
宮
の
邸
宅
を
立
ち
去

る
が
、
立
ち
去
る
直
前
の
自
然
描
写
は
、

○
大
島
本

月
の
山
の
端は

 近ち
か

き
程
、（
同
九
八
頁
五
行
目
）

陽
明
本

月
や
ま
の
は
ち
か
き
ほ
と
（
一
六
オ
‐
２
〜
３
）

で
あ
る
。
陽
明
本
本
文
の
非
古
態
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
大
島
本
本
文
の
「
中
の
十
日
」
は
、
そ
の
約
十
日
間
の
う
ち
の
、
一
二
日
か
一
三
日
か
一
四
日
と
考

え
れ
ば
、「
山
の
端
近
き
」
と
整
合
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
紫
式
部
は
初
め
か
ら
、「
八
月
十
余
日
」
と
言
わ
な
か
っ
た
の
か
。
夕
霧
巻
巻
頭
近
く
の
「
八

月
中
の
十
日
ば
か
り
な
れ
ば
、
野
辺べ

の
け
し
き
も
お
か
し
き
こ
ろ
な
る
に
」
は
、「
吹
上
下
」
巻
頭
を
踏
ま
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
の
問
題
と
し
て
、
陽
明
本
の
「
廿
日
は
か
り
」
と
い
う
非
古
態
の
本
文
は
、
誤
写
に
拠
っ
て
生
じ
た
の
か
、
改
竄
に
拠
っ
て
生
じ
た
の
か
。
こ
の
巻
頭
近
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く
だ
け
見
て
い
て
は
、
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
断
定
を
し
に
く
い
。
し
か
し
、

○
大
島
本

入
方
の
月
（
同
九
八
頁
五
行
目
）

陽
明
本

廿
日
月
（
一
六
オ
‐
２
）

と
一
六
丁
表
で
も
「
廿
日
の
月
」
の
よ
う
な
異
文
が
見
え
る
か
ら
、
巻
頭
近
く
も
十
六
丁
表
も
、
ど
ち
ら
も
、
陽
明
本
側
が
新
た
に
作
り
上
げ
た
言
葉
な
の
だ

と
思
う
。

次
の
異
同
箇
所
は
、
落
葉
宮
が
夕
霧
へ
の
返
歌
を
書
く
場
面
で
あ
る
。
巻
末
近
く
で
、
別
筆
の
部
分
だ
が
、
一
応
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

2
大
島
本

涙な
み
だの
み
つ
ら
き
に
先さ
き

立だ

つ
心
ち
し
て
、
書
き
や
り
給
は
ず
。

な
に
ゆ
へ
か
世
に
数か
ず

な
ら
ぬ
身み

ひ
と
つ
を
う
し
と
も
思お
も

ひ
か
な
し
と
も
聞き

く
（
同
一
五
四
頁
一
五
行
目
〜
一
五
五
頁
二
行
目
）

陽
明
本

な
み
た
の
み
水
く
き
に
さ
き
た
つ
心
地
し
て
か
き
や
り
給
は
す

な
に
ゆ
へ
か
よ
に
か
す
な
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
を
あ
は
れ
と
も
思
ふ
つ
（「
う
」
を
消
し
て
「
つ
」
と
書
く
）
ら
し
と
も
き
く
（
一
〇
七
ウ
‐
３
〜
７
）

「
水
茎
に
先
立
つ
」
と
「
つ
ら
き
に
先
立
つ
」
の
対
立
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』（
底
本
は
、梅
枝
巻
、幻
巻
で
は
大
島
本
）
に
基
づ
い
て
い
る
『
源

氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引　

自
立
語
篇
』24 

に
拠
れ
ば
、
梅
枝
巻
、
幻
巻
に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
、
計
二
例
し
か
な
い
。

○
大
島
本

見み

給
ふ
人
の
涙な

み
ださ

へ
水
茎く

き

に
流な

が

れ
添そ

ふ
心
地
し
て
、（「
梅
枝
」。
新
大
系
第
三
巻
一
六
四
頁
六
〜
七
行
目
）

（『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』に
拠
れ
ば
、「
水
茎
」と「
流
れ
添
ふ
」に
つ
い
て
異
文
な
し
。
別
本
の
麦
生
本
と
阿
里
莫
本
が
、青
表
紙
本
系
大
島
本
の「
な

み
た
さ
へ
水
く
き
に
」
に
対
し
「
御
涙
さ
へ
此
水
く
き
に
」
と
い
う
本
文
を
持
っ
て
い
る
が
、や
は
り
、水
茎
に
流
れ
添
ふ
、で
あ
る
点
は
、動
か
な
い
）
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五

○
大
島
本

そ
れ
と
も
見み

分わ

か
れ
ぬ
ま
で
降ふ

り
落お

つ
る
御
涙
の
水
茎く
き

に
流
れ
添
ふ
を
、（「
幻
」。
新
大
系
第
四
巻
二
〇
四
頁
一
四
〜
一
五
行
目
）

陽
明
本

そ
れ
と
み
え
ぬ
ま
て
ふ
り
お
つ
る
御
な
み
た
の
み
つ
く
き
に
そ
ふ
を
（
二
五
ウ
‐
５
〜
６
）

こ
れ
ら
の
用
例
で
は
、「
流
れ
添
ふ
」
と
い
う
複
合
動
詞
（
或
い
は
、「
添
ふ
」
と
言
う
動
詞
）
に
接
続
し
て
い
る
。「
先
立
つ
」
と
い
う
複
合
動
詞
に
接
続

し
て
い
る
、
夕
霧
巻
の
「
水
茎
」
は
、
陽
明
本
側
が
勝
手
に
付
け
加
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

3
大
島
本

虫む
し

の
音ね

も
鹿し
か

の
鳴な

く
音ね

も
滝た
き

の
を
と
も
一ひ
と

つ
に
乱み
だ

れ
て
、（
新
大
系
第
四
巻
九
八
頁
三
〜
四
行
目
）

陽
明
本

む
し
も
し
か
の
な
く
ね
も
た
き
の
お
と
も
ひ
と
つ
に
み
た
れ
て
（
一
五
ウ
‐
７
〜
９
）

こ
こ
は
、
音ね

、
鳴
く
音ね

、
音
と
連
続
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

4
大
島
本

（
夕
霧
）「
…
…
か
う
世よ

づ
か
ぬ
ま
で
痴し

れ
〴
〵
し
き
う
し
ろ
や
す
さ
な
ど
も
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
と
お
ぼ
え
は
べ
る
を
、（
同
九
八
頁
六
〜
七
行
目
）

陽
明
本

か
う
よ
つ
か
ぬ
ま
て
し
れ
〳
〵
し
き
こ
ゝ
ろ
や
す
さ
な
と
は
た
く
ひ
あ
ら
し
と
お
ほ
え
侍
を
（
一
六
オ
‐
６
〜
９
）

夕
霧
は
、
落
葉
宮
に
、
自
分
は
愚
直
な
迄
に
あ
な
た
の
気
持
ち
を
尊
重
す
る
、
だ
か
ら
、
安
心
し
な
さ
い
、
と
訴
え
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
使
わ
れ
る
形
容
詞

は
「
後
ろ
や
す
さ
」
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
、
数
文
字
程
度
の
異
同
箇
所
で
、
陽
明
本
側
が
大
島
本
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
場
合
は
多
く
あ
る
。
そ
し
て
、
陽
明
本
が
大
島
本
と
異
な
る
本
文

を
持
つ
と
き
、
意
味
不
明
に
な
る
こ
と
が
時
々
あ
る
の
が
、
陽
明
本
夕
霧
巻
の
特
色
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
、
改
竄
箇
所
と
し
て
1
を
、
別
筆
の
丁
の
改
竄

箇
所
と
し
て
2
を
挙
げ
た
。
改
竄
が
あ
る
場
合
、
そ
の
巻
の
非
古
態
性
は
明
ら
か
な
の
で
、
こ
れ
以
上
の
挙
例
は
差
し
控
え
た
い
。
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六

第
三
章　

陽
明
本
源
氏
物
語
玉
鬘
以
後
の
物
語
世
界

つ
い
う
っ
か
り
の
誤
写
や
、
脱
文
だ
け
な
ら
よ
い
が
、
改
竄
が
あ
る
以
上
、
そ
の
伝
本
は
信
用
で
き
な
い
。
陽
明
本
の
玉
鬘
以
後
巻
々
の
中
で
、
古
写
の
巻
々

を
第
二
章
で
見
て
き
た
が
、
螢
の
「
か
た
へ
」、
夕
霧
の
「
八
月
二
十
日
ご
ろ
」、
御
法
の
一
日
出
家
を
巡
る
記
事
、
同
じ
巻
の
「
か
く
て
も
日
数
を
だ
に
過
ご

し
給
ふ
ま
じ
か
り
け
る
」
な
ど
、
随
所
に
改
竄
が
見
ら
れ
た
。

も
は
や
、
大
島
本
と
比
較
し
て
非
古
態
性
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

青
表
紙
本
系
大
島
本
と
陽
明
本
と
の
あ
い
だ
に
有
意
本
文
同
士
の
対
立
が
あ
る
と
き
、
原
典
遡
求
を
目
指
す
私
の
立
場
か
ら
は
、
陽
明
本
は
無
視
す
る
に
し

か
ず
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
果
た
し
て
、
陽
明
本
に
も
、
陽
明
本
の
豊
饒
な
物
語
世
界
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
陽
明
本
に
も
価
値
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
考
え
て
み
た
い
。

第
一
節　

専
門
用
語
の
転
化

陽
明
本
は
、
宗
教
関
係
の
専
門
用
語
を
始
め
と
す
る
、
各
方
面
の
専
門
用
語
及
び
専
門
用
語
的
な
言
葉
を
変
え
て
し
ま
う
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
書
写
者
は
、

平
安
時
代
の
常
識
に
明
る
く
な
い
か
ら
こ
そ
、
陽
明
本
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
の
よ
う
な
本
文
を
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。

御
法
巻
に
「
七
僧
の
法
服
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
た
が
、「
五
僧
の
法
服
」
と
も
言
わ
ず
「
僧
の
法
服
」
と
も
言
わ
ず
「
七
僧
の
法
服
」
と
言
う
こ
と
、

そ
う
し
た
こ
と
を
、
自
ら
は
鎌
倉
時
代
に
活
躍
し
た
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
平
安
時
代
の
常
識
に
明
る
か
っ
た
藤
原
定
家
は
、
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

第
二
節　

陽
明
本
の
価
値

工
藤
重
矩
氏
は
、「
国
冬
本
源
氏
物
語
藤
裏
葉
巻
の
本
文
の
疵
と
物
語
世
界
」25 

の
中
で
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
藤
裏
葉
巻
が
圧
倒
的
に
国
冬
本
藤
裏
葉
に
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勝
る
こ
と
を
説
く
際
、「
ど
の
写
本
も
多
か
れ
少
な
か
れ
み
な
疵
つ
い
て
お
り
、」（
四
九
頁
下
段
一
九
行
目
）
と
も
述
べ
て
い
る
。

大
島
本
に
も
、
一
つ
の
巻
に
数
か
所
ず
つ
、
小
さ
な
疵
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

大
島
本
夕
霧
巻
に
は
、

明あ

け
暮く

る
ゝ
も
お
ぼ
し
分わ

か
ね
ど
、
月つ
き

ご
ろ
経へ

け
れ
ば
、
九
月
に
な
り
ぬ
。（
新
大
系
第
四
巻
一
二
三
頁
一
四
〜
一
五
行
目
）

と
い
う
本
文
が
あ
る
。
新
大
系
は
、
下
段
で
、「
月
ご
ろ
経
け
れ
ば
、
…
…
」
に
つ
い
て
、「
何
か
月
が
経
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、
九
月
に
な
っ
て
し
ま
う
。
御
息

所
の
逝
去
か
ら
数
え
る
と
「
月
ご
ろ
」
は
合
わ
な
い
。
別
本
類
に
「
ひ
こ
ろ
」（
＝
日
ご
ろ
）
と
あ
る
。」
と
施
注
し
て
い
る
。
陽
明
本
で
は
、

あ
け
く
る
ゝ
も
お
ほ
し
わ
か
ね
と
お
の
つ
か
ら
ひ
こ
ろ
へ
に
け
れ
は
な
か
月
に
な
り
ぬ
（
五
七
ウ
‐
１
０
〜
五
八
オ
‐
２
）

で
あ
る
。「
お
の
つ
か
ら
」
は
と
も
か
く
、「
ひ
こ
ろ
」
は
魅
力
的
な
本
文
で
あ
る
。
夕
霧
巻
の
こ
の
箇
所
も
、
大
島
本
を
底
本
と
す
る
活
字
校
注
書
は
陽
明
本

に
基
づ
い
て
校
訂
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

活
字
校
注
書
は
、
鎌
倉
中
期
と
見
ら
れ
て
い
る
尾
州
家
本
古
写
の
巻
々
の
う
ち
の
合
成
の
巻
一
〇
に
つ
い
て
は
、
尾
前
を
、
そ
の
一
〇
巻
以
外
の
巻
々
で
は
、

青
表
紙
本
系
大
島
本
を
底
本
に
す
べ
き
だ
と
私
は
思
う
が
、
鎌
倉
中
期
と
見
ら
れ
て
い
る
陽
明
本
古
写
の
巻
々
を
、
校
訂
に
用
い
る
べ
き
だ
と
も
思
う
。
新
大

系
な
ど
既
存
の
活
字
校
注
書
で
大
島
本
が
底
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
加
藤
昌
嘉
氏
は
、
既
に
大
島
本
を
厳
密
に
調
査
し
た
新
日
本
古
典
文
学

大
系
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
世
に
供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
た
に
、
大
島
本
を
底
本
に
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
校
注
書
を
作
る
必
然
性
が
な
い
旨
述
べ

て
い
る
。
新
た
な
校
注
書
の
底
本
と
し
て
は
、
①
大お
お
さ
わ
ぼ
ん

沢
本
、
②
保
坂
本
、
③
周し
ゅ
う
け
い
ぼ
ん

桂
本
を
候
補
に
挙
げ
て
い
る
（
番
号
は
引
用
者
に
拠
る
。
但
し
、
伝
本
に
付
さ

れ
た
ル
ビ
は
加
藤
氏
自
身
に
拠
る
）。
そ
し
て
、
①
、
②
、
③
及
び
大
島
本
の
う
ち
、
ど
れ
が
原
作
者
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
の
か
分
か
ら
な
い
、
と
か
訴
え
て

い
る
。26

し
か
し
、
②
保
坂
本
な
ら
保
坂
本
の
、
③
周
桂
本
と
い
う
本
な
ら
周
桂
本
の
、「
原
作
者
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
」
本
文
の
具
体
的
列
挙
が
無
い
た
め
、
反
対

も
で
き
な
け
れ
ば
賛
成
も
で
き
な
い
。
①
大
沢
本
に
つ
い
て
は
、
伊
井
春
樹
氏
に
拠
っ
て
、
注
目
す
べ
き
本
文
が
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
27 

賛
成
で

き
な
い
。
二
〇
二
〇
年
代
、
若
し
く
は
、
二
〇
三
〇
年
代
に
新
た
に
作
ら
れ
る
活
字
校
注
書
は
、
大
島
本
を
基
本
的
に
底
本
と
す
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、

陽
明
本
を
比
校
本
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
一
部
の
巻
で
は
尾
前
を
底
本
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
大
系
や
新
全
集
、
全
集
と
差
異
化
を
図
る
こ
と
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八

が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
二
〇
一
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
、
日
本
の
社
会
情
勢
を
考
え
る
と
、
出
版
社
に
、
長
編
文
学
作
品
の
新
た
な
校
注
書
の
出
版
を
提

案
す
る
の
は
差
し
控
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
現
代
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
者
一
人
一
人
に
、
大
島
本
や
尾
前
を
、
陽
明
本
古
写

の
巻
に
基
づ
き
校
訂
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
尾
州
家
本
古
写
の
巻
々
の
う
ち
の
合
成
の
巻
一
〇
に
つ
い
て
は
、
尾
前
を
引
用
テ
キ
ス
ト
に
し
、
文
法
的
若

し
く
は
意
味
的
に
ど
う
し
て
も
通
じ
な
い
箇
所
は
、
陽
明
本
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
も
参
照
し
つ
つ
校
訂
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
一
〇
の
巻
以
外
の
巻

に
つ
い
て
は
、
新
大
系
か
新
全
集
、
全
集
を
引
用
テ
キ
ス
ト
に
し
、
文
法
的
若
し
く
は
意
味
的
に
ど
う
し
て
も
通
じ
な
い
箇
所
は
、
そ
の
旨
断
り
つ
つ
、
陽
明

本
に
拠
っ
て
校
訂
す
べ
き
で
あ
る
。

青
表
紙
本
系
大
島
本
を
校
訂
す
る
際
、青
表
紙
本
系
の
中
で
大
島
本
よ
り
も
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
た
諸
本
を
校
訂
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。
新
全
集
は
、

伝
定
家
筆
本
・
伝
明
融
筆
臨
模
本
・
飛
鳥
井
雅
康
筆
本
（
古
代
学
協
会
所
蔵
、
通
称
「
大
島
本
」）
等
を
底
本
と
し
、
こ
れ
を
『
源
氏
物
語
大
成
』
校
異

篇
所
収
の
青
表
紙
諸
本
と
、
そ
の
他
数
種
の
青
表
紙
諸
本
と
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。28

と
言
っ
て
、
大
島
本
の
誤
脱
を
他
の
青
表
紙
諸
本
で
校
訂
し
た
箇
所
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
拙
稿
「
青
表
紙
本
系
改
訂
の
必
要
性
」29 

で
言
う
と
、
Ａ
ダ
ッ
シ
ュ

の
位
置
に
あ
る
本
文
を
、
Ｌ
や
、
Ｍ
、
Ｎ
の
位
置
に
あ
る
本
文
に
基
づ
き
校
訂
す
る
と
い
う
方
法
で
、
望
ま
し
く
な
い
。
新
大
系
は
、「
底
本
【
多
く
の
巻
で
、

大
島
本
の
こ
と
を
言
う
】
の
本
文
を
尊
重
し
、
手
を
加
え
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
」30 

と
い
う
方
針
で
あ
る
。
若
紫
巻
は
、
本
拙
稿
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ

る
螢
巻
以
後
に
属
さ
な
い
の
で
、
あ
ま
り
言
及
し
た
く
な
い
の
だ
が
、
例
の
、「
人
な
く
て
つ
れ
〴
〵
な
れ
ば
、」31 

も
、
大
島
本
底
本
の
新
大
系
で
、
校
訂
さ

れ
て
い
な
い
。
私
も
、
若
紫
巻
第
５
段
落
は
、「
人
な
く
て
つ
れ
〴
〵
な
れ
ば
、
…
…
」
と
い
う
本
文
で
読
み
た
い
。
他
の
校
注
書
の
中
に
は
、
大
島
本
を
底

本
と
し
つ
つ
、
右
の
箇
所
を
他
の
青
表
紙
本
に
拠
っ
て
校
訂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

他
の
段
落
、
他
の
巻
で
、
ど
う
し
て
も
大
島
本
を
校
訂
し
た
い
と
き
に
は
、
陽
明
本
を
根
拠
に
し
て
校
訂
す
べ
き
で
あ
る
32 

。

で
は
、
陽
明
本
補
写
の
巻
々
は
、
大
島
本
及
び
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文
の
比
校
本
と
し
て
の
資
格
は
あ
る
か
ど
う
か
。

ま
ず
、
壬
類
の
藤
袴
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
補
写
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
、
論
外
で
あ
る
。

－ 312 － － 313 －



陽
明
本
源
氏
物
語
前
編
螢
以
後
巻
々
に
つ
い
て

三
九

乙
類
、
丁
類
、
己
類
に
つ
い
て
、
第
一
巻
『
翻
刻
・
解
説
篇
』
八
〇
頁
以
降
の
一
覧
表
で
青
と
記
さ
れ
て
い
る
巻
々
は
、
前
述
の
場
合
と
同
じ
理
由
で
、
大

島
本
校
訂
用
本
文
の
候
補
か
ら
外
す
べ
き
で
あ
る
。

丁
類
の
梅
枝
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
曠
氏
が
、
翻
刻
・
解
説
篇
で
、
改
竄
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
以
上
、
類
の
名
称
は
、
阿
部
秋
生
氏
に
拠
る
。

注
11
の
書
に
記
さ
れ
て
い
る
）。
そ
の
例
の
う
ち
、「
は
む
さ
／
わ
さ
」
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
仮
名
遣
い
の
違
い
は
、
本
文
の
良
否
の
判
断
材
料
に
す
べ
き
で

は
な
い
こ
と
、
撥
音
の
表
記
無
表
記
も
、
や
は
り
、
判
断
材
料
に
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
私
の
判
断
と
し
て
は
、
改
竄
本
で
あ
る
根
拠
か
ら
外
し
た
い
。

し
か
し
、
外
し
て
も
な
お
、
他
に
根
拠
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
改
竄
本
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
そ
れ
と
、
補
写
の
巻
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
て
、
大
島
本

の
比
校
本
の
候
補
か
ら
外
す
こ
と
に
し
た
い
。

注１　

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
八
年
。

２　
『
源
氏
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
一
年
四
月
。

３　

拙
稿
「
御
伽
草
子
『
接
待
』
全
訳
注
（
上
）」。『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
〇
年
九
月
。
拙
稿
「
御
伽
草
子
『
接
待
』
全
訳
注
（
下
）」。『
富
山
大
学

人
文
学
部
紀
要
』
第
五
四
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
。

４　
「『
義
経
記
』
巻
七
の
改
竄
続
貂
」。『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
六
七
号
、
二
〇
一
七
年
八
月
。

５　

佐
藤
陸
氏
「「
永
享
の
乱
」「
結
城
合
戦
」
の
叙
述
」。『
古
典
遺
産
』
第
六
三
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
。
三
頁
上
段
二
行
目
か
ら
下
段
二
行
目
で
佐
藤
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い

る
よ
う
に
、「
兵
庫
頭
方
」
と
い
う
同
語
の
反
復
が
原
因
で
、『
足
利
持
氏
滅
亡
記
』
は
、
約
十
字
欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、『
足
利
持
氏
滅
亡
記
』
は
文
学
性
が
劣
る
こ

と
に
な
っ
た
。

６　
「
若
紫
巻
の
本
文
」。『
中
古
文
学
』
第
四
八
号
、
一
九
九
一
年
一
一
月
。

７　
『
古
典
遺
産
』
第
七
〇
号
、
二
〇
二
一
年
六
月
。

８　
「
本
文
研
究
と
大
島
本
に
対
す
る
１
５
の
疑
問
」。
中
古
文
学
会
関
西
部
会
『
大
島
本
源
氏
物
語
の
再
検
討
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
。

９　

吉
岡
曠
氏
『
源
氏
物
語
の
本
文
批
判
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
）
六
四
頁
。
そ
の
他
。

10　

伊
井
春
樹
氏
等
編
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
第
一
巻
（
桜
楓
社
、
一
九
八
八
年
）
の
刊
行
さ
れ
た
年
。

11　
『
陽
明
叢
書
国
書
篇　

第
十
六
輯　

源
氏
物
語
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
〜
）。
こ
こ
で
は
、
そ
の
第
一
巻
「
翻
刻
・
解
説
篇
」。
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〇

12　

注
９
参
照
。

13　
「
源
氏
物
語
宿
木
前
半
評
釈
（
２
）」。『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
六
六
号
、
二
〇
一
七
年
二
月
。

14　
『
中
古
文
学
』
第
九
二
号
。
二
〇
一
三
年
一
一
月
。

15　

拙
稿
「
源
氏
物
語
総
角
前
半
評
釈
（
１
）」。『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
五
八
号
、
二
〇
一
三
年
二
月
。

16　

注
15
に
同
じ
。

17　
「
源
氏
物
語
宿
木
後
半
評
釈
（
２
）」。『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
七
五
号
、
二
〇
二
一
年
八
月
。

18　
「「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
解
釈
」。『
中
古
文
学
』
第
三
七
号
、
一
九
八
六
年
六
月
。

19　
『
源
氏
随
攷
』。
晃
文
社
、
昭
和
一
七
年
。

20　

一
九
九
四
年
。

21　

夕
霧
巻
を
含
む
第
六
巻
は
、
一
九
八
二
年
。

22　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
全
一
三
巻
）。
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
―
二
〇
〇
二
年
。

23　

一
九
九
九
年
。

24　

上
田
英
代
氏
・
村
上
征
勝
氏
・
今
西
祐
一
郎
氏
・
樺
島
忠
夫
氏
・
上
田
裕
一
氏
。
勉
誠
社
、
一
九
九
四
年
。

25　

所
収
は
、
注
14
参
照
。

26　
『
揺
れ
動
く
『
源
氏
物
語
』』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
一
〜
一
四
二
頁
。

27　
「
幻
の
大
澤
本
源
氏
物
語
」『
百
舌
鳥
国
文
』
第
二
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
六
月
。「
大
沢
本
源
氏
物
語
の
性
格
」『
中
古
文
学
』、
二
〇
〇
九
年
六
月
。「
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
と

物
語
の
展
開
」『
日
本
語
学
』
二
九
巻
一
号
、
二
〇
一
〇
年
。「
浮
舟
の
入
水
事
件
」『
む
ら
さ
き
』
四
七
、二
〇
一
〇
年
。

28　

凡
例
。

29　
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
二
五
号
、
一
九
九
六
年
六
月
。

30　

凡
例
。
隅
付
き
パ
ー
レ
ン
括
弧
内
は
、
引
用
者
に
拠
る
補
足
説
明
。

31　

新
大
系
第
一
巻
第
５
段
落
。
こ
の
本
文
に
言
及
し
た
論
文
は
、
新
大
系
附
録
室
伏
信
助
氏
「
大
島
本
『
源
氏
物
語
』
採
択
の
方
法
と
意
義
」
ほ
か
、
幾
つ
か
あ
る
。

32　

但
し
、
若
紫
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
、
新
出
定
家
本
の
発
見
が
公
表
さ
れ
た
。
第
一
三
丁
裏
の
最
終
部
分
に
拠
り
、「
定
家
本
系
諸
本
全
体
の
粗
本
で
は
な
い
」

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
新
美
哲
彦
氏
「
新
出
「
若
紫
」
巻
の
本
文
と
巻
末
付
載
「
奥
入
」」。『
中
古
文
学
』
第
一
〇
六
号
、
二
〇
二
年
一
一
月
）
が
、
私
は
、「
人
な
く
て
つ

れ
〳
〵
な
れ
は
」
と
い
う
本
文
を
持
っ
て
い
る
（
７
オ
５
行
目
。
八
木
書
店
の
複
製
本
に
拠
る
）
た
め
、
青
表
紙
本
系
の
他
の
伝
本
よ
り
も
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考

え
て
い
る
。
こ
の
巻
に
つ
い
て
は
、
大
島
本
を
比
校
す
る
伝
本
と
し
て
、
こ
の
新
出
定
家
本
を
使
用
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
新
出
「
定
家
本
」
は
、
二
〇
一
九
年

一
〇
月
の
紹
介
の
さ
れ
方
に
問
題
が
あ
っ
た
が
、
二
〇
二
〇
年
に
、
八
木
書
店
よ
り
、
複
製
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
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