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検
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そ
の
三

そ
の

『
て
の

宇
津
保
物
語
の
名
は
、
源
氏
物
語
に
「
う
つ
ぼ
の
俊
蔭
」
「
う
つ
ぼ
の
藤
原
の
君
」
な
ど

L

凡
え
、
枕
草
子
に
「
物
語
は
住
吉
、
う
つ
ぼ
の
額
」
な
どL
あ
る

事
か
ら
‘
誰
も
此
作
品
の
成
立
年
代
を
疑
は
な
か
っ
たL
．
竹
版
物
語
と
源
氏
物
語
と
の
聞
に
、
此
物
語
を
お
い
て
み
る
と
、
体
奇
的
な
物
語
か
ら
人
情
小
説

へ
と
溌
展
展
開
し
て
行
く
と
一
一
日
ふ
、
西
欧
の
文
単
史
か
ら
の
常
識
に
、
ぴ
た
り
と
あ
て
は
ま
る
様
な
形
を
と
る
篤
に
、
宇
津
保
物
語
が
源
氏
に
先
立
っ
て
成
立



し
た
事
は
、
白
明
の
事
貨
と
し
て
、
設
も
い
ま
だ
に
疑
ひ
を
は
さ
ん
で
ゐ
な
い
。
従
っ
て
、
世
出
一
般
の
宇
津
保
に
闘
す
る
論
議
は
、
共
成
立
論
も
構
成
論
も
、

共
黙
へ
の
反
省
な
し
に
出
設
し
て
ゐ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
る
様
で
あ
る
。

宇
津
保
物
一
品
の
成
立
に
つ
い
て
、
従
来
の
諸
説
を
桜
’
ボ
か
ら
相
手
に
し
な
い
で
、
そ
れ
が
鎌
合
以
後
の
も
の
で
あ
ら
う
と

J？
山
事
を
説
い
た
の
は
、
折
口
信

犬
先
生
で
あ
る
。
尤
、
安
清
随
市
に
は
、
「
点
伝
公
の
石
棺
」
を
問
題
に
し
て
ベ
子
山
保
守
疑
っ
て
ゐ
て
、
こ
れ
が
、
俗
作
説
の
さ
ま
が
け
で
は
あ
る
が
、
勿
論

ま
だ
徹
底
し
た
議
論
で
は
な
か
っ
た
。

折
口
先
生
の
宇
津
保
守
疑
っ
た
説
は
、
御
’
ハ
ル
切
で
は
古
い
て
を
ら
れ
な
い
口
此
説
に
陪
．
不
を
う
け
た
、
松
ー
ト
大
一
一
一
郎
氏
が
『
宇
山
保
物
語
は
鎌
倉
以
後
の
侭

作
か
」
と
一
一
一
一
口
ふ
、
注
日
ナ
べ
ぎ
論
文
字
）
、
凶
山
小
院
雑
誌
に
波
長
さ
れ
た
時
、
そ
の
中
に
、
先
生
の
訟
を
古
き
と
め
て
を
ら
れ
る
の
が
、
世
一
闘
の
日
に
陥
れ
た
、

唯
一
の
、
先
生
の
説
で
あ
る
。
折
口
先
生
の
説
、
官
曾
荒
し
て
、
山
一
一
一
ぎ
と
め
ら
れ
た
松
卜
氏
に
は
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
と
．
一
一
一
日
っ
て
も
聞
き
苫
ぎ
た

の
で
、
も
う
少
し
、
ぎ
め
を
細
か
く
、
先
生
の
説
を
紹
介
し
直
す
必
要
が
あ
る
。

先
生
の
、
宇
津
保
物
詩
偽
作
説
は
、
現
在
の
宇
津
保
が
、
ま
る
ノ
＼
の
偽
作
だ
と
一
一
一
日
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
改
作
、
引
一
口
、
ぎ
つ
ぎ
の
唯
一
十
が
加
へ
ら
れ
た
も
の

だ
と
一
一
一
日
ふ
説
で
あ
っ
て
、
そ
の
改
作
、
唯
一
日
き
つ
ぎ
の
竿
は
、
鎌
倉
以
後
に
到
っ
て
大
会
く
加
へ
ら
れ
た
と
一
一
一
一
口
は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
擦
は
、

山
一
宇
津
保
物
語
の
言
語
、
語
法
に
、
鎌
合
以
後
の
べ
一
川
説
話
法
が
あ
る
こ
と
。

ω

ま
L

子
い
ぢ
め
の
話
が
、
宇
津
保
の
中
に
出
て
来
る
こ
と
。

先
生
は
、
い
き
な
り
ま
L

子
い
ぢ
め
の
話
を
説
抜
と
し
て
持
ち
出
し
て
来
た
の
で
は
な
く
、
第
一
は
一
一
一
一
口
語
で
あ
る
口
同
誌
の
歴
史
上
、
明
ら
か
に
後
代
の
も

の
が
出
て
ゐ
る
事
は
、
耕
護
の
係
地
が
な
か
ら
う
。
そ
し
て
そ
の
弐
に
、
ま
L

子
い
ぢ
め
の
話
が
あ
る
事
を
、
傍
設
と
し
て
一
一
一
口
は
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
軽

重
順
序
に
誤
解
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

叉
、
ま
L

子
い
ぢ
め
と
一
一
二
日
っ
て
も
、
先
生
は
多
分
、
そ
の
物
語
に
い
く
つ
か
の
段
階
の
あ
る
こ
と
を
考
へ
た
上
で
．
一
一
は
っ
て
そ
ら
れ
る
と
一
一
一
一
日
ふ
事
も
注
意
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
先
生
の
お
考
へ
で
は
、
宇
津
保
の
『
“
忠
こ
そ
己
の
を
に
古
か
れ
て
ゐ
る
ま

L

子
い
ぢ
め
は
、
ま
L

子
い
ぢ
め
の
話
と
し
て
は
か
止
り
進

化
し
た
段
階
に
あ
る
も
の
な
の
だ
。
そ
の
上
、
世
間
に
行
は
れ
た
事
貨
と
、
物
誌
に
苦
か
れ
た
も
の
と
の
聞
に
は
、
時
間
的
の
ず
れ
が
あ
る
。
現
宜
の
世
間
に
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行
は
れ
た
事
賓
が
、
昔
の
物
語
に
、
自
に
そ
の
ま
ヘ
う
つ
さ
れ
る
と
一
一
一
一
口
ふ
事
は
な
い
。
世
闘
の
事
貨
や
個
人
の
経
験
が
、
直
に
う
つ
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
の

は
、
自
然
主
義
丈
島a以
後
の
こ
と
だ
。
現
貨
を
そ
の
ま
L

山
に
書
く
と
一
一
一
一
日
ふ
態
度
は
、
昔
の
物
語
の
時
代
に
は
、
ま
だ
生
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
事
を
、
考
へ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
先
生
のJ一
一
一
け
は
れ
る
事
を
延
長
し
て
行
く
と
‘
物
語
に
な
い
か
ら
と
一
一
一
一
口
っ
て
、
そ
れ
は
勿
論
現
貨
に
な
い
と
つ
一
口
ふ
事
で
は
な
い

J
O平

安
朝
の
家
庭
で
は
、
ま
L

子
い
ぢ
め
の
起
り
う
る
要
素
は
揃
っ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
現
貨
に
は
、
まL
子
い
ぢ
め
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
た
ど
そ
れ
が
物
語
に

書
か
れ
る
篤
に
は
、
さ
う
一
一
一
口
ふ
現
世
が
操
り
返
さ
れ
、
現
官
そ
の
も
の
に
一
つ
の
型
が
出
来
、
さ
う
な
っ
て
後
に
、
は
じ
め
て
苦
か
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら

4

忠

こ
そ
』
の
巻
に
苦
か
れ
て
ゐ
る
ま
L

子
い
ぢ
め
が
、
ま
L

子
い
ぢ
め
の
話
白
，
井
と
し
て
も
、
相
常
に
進
ん
で
ゐ
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
『
忠
こ
そ
』
の
現
在
の

径
が
出
来
上
っ
た
時
は
、
ず
っ
と
後
に
ま
で
、
引
下
げ
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
認
で
あ
る

o
l
l
a

松
下
氏
の
論
文
に
簡
単
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
先
生
の
説
は
、

少
く
と
も
、
こ
れ
だ
け
の
含
み
そ
も
っ
て
一
一
一

A

川
は
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
事
を
、
考
へ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

折
口
先
生
の
、
宇
津
保
改
作
説
の
根
按
二
個
僚
に
、
松
下
氏
が
更
に
加
へ
ら
れ
た
の
が
、
宇
津
保
の
人
名
の
問
題
で
あ
る
。

松
下
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
宇
津
保
の
主
要
人
物
の
或
者
は
、
平
安
判
の
ご
く
末
か
ら
鎌
倉
へ
か
け
て
の
貨
在
人
物
、
同
町
史
上
の
人
物
の
名
そ
の
ま

L

で
あ

っ
て
、
而
も
、
境
遇
ま
で
が
、
照
史
上
の
事
貨
と
物
語
の
内
容
と
似
て
ゐ
る
。
か
う
べ
一
日
ふ
事
を
、
松
下
氏
は
指
摘
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
此
論
文
を
以
っ
て
、
宇
津
保
が
、
少
く
と
も
も
と
の
形
の
ま
L

で
は
な
い
事
は
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
誰
も
、
現
在
の
宇
津

保
物
語
が
、
鎌
倉
以
後
の
成
立
で
あ
る
と
一
寸
口
ふ
事
に
、
異
論
を
さ
し
は
さ
む
事
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
が
も
し
更
に
此
三
例
僚
に
加
ふ
る
べ
き
も
の
を
求
め

る
な
ら
ば
、

m
w
宇
津
保
物
語
自
身
の
中
に
あ
る
、
鈴
飢
矛
盾
は
著
し
く
、
可
r
Jれ
は
、
改
作
書
き
つ
ぎ
の
中
舎
で
、
力
及
ば
ず
に
投
げ
出
し
た
跡
が
、
歴
然
と
し
て
ゐ
る
こ

と
。
i

ー
ー
此
事
は
、
本
稿
の
中
心
課
題
と
し
て
後
述
す
る
。

開
宇
津
保
の
作
者
（
最
後
の
改
作
者
と
一
一
一
日
ふ
べ
ぎ
人
）
の
、
宮
廷
及
ぴ
宮
廷
生
活
に
削
到
す
る
理
曾
や
感
情
は
、
．
泌
氏
な
ど
か
ら
考
へ
ら
れ
る
、
平
安
朝
凪
の

も
の
と
は
、
だ
い
ぶ
縫
っ
て
ゐ
て
、
後
代
風
で
あ
る
こ
と
。

色
好
み
に
封
ず
る
考
へ
方
、
感
じ
方
も
縫
っ
て
来
て
ゐ
る
事
。

(3) 
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川
内
上
流
貴
族
が
、
閏
有
名
詞
を
以
っ
て
、
一
貫
し
て
よ
ば
れ
て
ゐ
る
事
。

宇
津
保
の
主
人
公
の
一
入
、
源
雅
頼
の
北
の
方
の
一
人
は
、
嵯
峨
院
帝
の
女
一
の
宮
で
あ
っ
て
、
此
腹
に
出
来
た
子
供
達
、
つ
ま
り
宮
腹
の
子
遠
の
中
‘
女

君
た
ち
は
‘
島
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
女
主
人
公
の
一
人
で
あ
る
、
あ
て
宮
を
初
め
、
今
宮
、
袖
宮
、
け
ず
宮
が
そ
れ
で
あ
る
。
更
に
‘
叉
別
の
主
人
公
の
一
入
、

藤
原
仲
忠
の
北
の
方
、
朱
雀
院
帝
の
女
一
の
宮
の
腹
に
出
来
た
女
君
が
、
や
は
り
犬
宮
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
此
は
、
源
氏
物
語
な
ど
に
よ
る
知
識
か
ら
言
ふ
と
、

頗
る
異
様
で
あ
っ
て
、
不
正
確
な
気
が
す
る
。
源
氏
で
は
、
何
宮
と
よ
ば
れ
、
何
君
と
呼
ば
れ
る
聞
に
は
は
っ
き
り
し
た
直
別
が
あ
っ
て
混
範
し
て
ゐ
な
い
。

宇
津
保
の
あ
て
宮
に
、
ほ
ど
等
し
い
系
譜
上
の
位
置
を
占
め
る
者
に
、
光
源
氏
の
北
の
方
、
葵
の
上
が
あ
る
。
父
は
左
大
臣
で
‘
母
は
桐
査
帝
の
妹
宮
で
あ
る

が
、
そ
の
腹
に
出
来
た
姫
君
だ
か
ら
、
宇
津
保
流
に
は
「
宮
」
と
一
一
一
口
ふ
べ
き
だ
が
、
源
氏
で
は
「
君
」
と
呼
ば
れ
て
ゐ
て
、
官
と
呼
ば
れ
た
例
は
な
い
。
源
氏

で
は
‘
父
宮
が
帝
位
に
お
つ
き
に
な
ら
れ
な
い
で
、
親
王
で
終
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
御
子
は
ナ
ベ
て
君
で
あ
る
。
親
王
（
及
ぴ
内
親
王
）
の
御
子
、
郎
、
孫
王

と
一
一
日
ふ
べ
き
位
置
の
方
々
は
、
源
氏
に
は
津
山
登
場
す
る
が
、
す
べ
て
君
で
あ
る
。
末
摘
花
の
姫
君
（
常
陸
宮
の
御
子
）
に
つ
い
て
は
、
可
蓬
生
』
の
巻
に
、
や

や
不
安
定
な
呼
ぴ
方
｜
｜
建
て
物
を
指
し
て
官
と
一
一
日
っ
て
ゐ
る
の
か
‘
そ
の
住
人
で
あ
る
姫
を
指
し
て
宮
と
一
一
立
回
っ
て
ゐ
る
の
か
ー
ー
が
あ
る
が
、
そ
の
外
に
は
‘

疑
問
を
残
す
様
な
貼
が
な
い
。
孫
王
を
宮
と
呼
ん
だ
例
が
平
安
朝
に
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
と
一
一
一
日
ふ
事
に
な
る
と
‘
そ
れ
は
も
っ
と
・
民
い
調
査
が
必
要
で
あ
っ

て
、
勝
来
の
課
題
で
あ
る
が
、
私
は
今
の
所
こ
れ
を
‘
作
者
と
宮
廷
生
活
と
の
繋
り
の
疎
隔
に
蹄
し
た
い
。
源
氏
の
作
者
と
宇
棒
保
の
作
者
の
世
界
と
は
．
宮

廷
生
活
に
鈎
す
る
つ
な
が
り
が
蓮
ふ
の
で
あ
っ
て
、
宇
津
保
は
其
結
、
後
代
的
で
あ
る
と
み
た
い
。

此
に
ま
う
一
つ
加
へ
て
考
へ
た
い
事
は
、
官
位
に
つ
い
て
持
っ
て
ゐ
る
作
者
の
感
じ
方
に
も
‘
自
ら
に
後
代
風
の
も
の
が
現
れ
て
ゐ
る
。
警
へ
ば
先
に
も
あ

げ
た
藤
原
仲
忠
で
あ
る
が
、
仲
忠
は
出
仕
の
後
、
ま
づ
侍
従
に
任
官
す
る
。
彼
は
、
首
代
随
一
と
稽
せ
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
が

i
仲
忠
と
優
劣
を
事
ふ
人
物
で

‘
あ
っ
て
嵯
峨
院
帝
の
御
子
で
あ
る
、
源
涼
も
‘
出
仕
し
て
ま
づ
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
又
此
二
人
に
比
較
せ
ら
れ
る
人
物
に
、
源
仲
頼
が
あ
る
が
、
此
は
少
賂

で
あ
る
O
所
が
源
氏
物
語
で
は
．
光
源
氏
の
長
男
タ
惑
は
‘
特
別
な
父
の
ほ
か
ら
ひ
で
、
低
い
官
で
あ
る
侍
従
か
ら
出
獲
す
る
。
タ
震
は
自
分
が
侍
従
で
あ
る

こ
と
を
恥
ぢ
た
り
悲
し
ん
だ
り
し
て
、
極
度
に
卑
下
し
た
り
し
て
ゐ
る
し
、
伯
父
で
、
タ
霧
の
穣
人
の
父
で
あ
る
内
大
臣
な
ど
は
、
軽
蔑
の
こ
と
ば
を
洩
ゐ
し

て
ゐ
る
。
ま
し
て
－
少
婚
位
の
官
の
者
が
、
少
く
と
も
物
語
の
主
流
に
な
っ
て
は
現
れ
て
来
な
い
。
此
等
の
事
も
、
宮
廷
生
活
の
圏
内
か
ら
は
外
に
た
っ
て
ゐ
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る
作
者
の
感
じ
方
、
考
へ
方
で
あ
ら
う
。
平
安
朝
の
匂
ひ
の
濃
い
物
語
の
世
界
で
は
、
首
代
一
流
の
人
物
と
は
、
ま
づ
官
位
も
、
も
っ
と
高
い
の
で
あ
る
。
、

色
好
み
の
問
題
に
な
る
と
、
宮
廷
及
ぴ
上
流
貴
族
の
生
活
を
ゑ
が
ぎ
な
が
ら
、
宇
津
保
は
既
に
、
色
好
み
が
理
想
的
人
物
の
、
歓
く
べ
か
ら
ざ
る
美
徳
と
L

て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
の
作
品
で
は
な
い
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
少
く
と
も
‘
蛍
代
一
流
の
人
物
だ
と
く
り
返
し
言
ひ
立
て

L

ゐ
る
人
物
が
、
色
好
み
を
忘

れ
て
を
つ
て
、
作
者
は
あ
わ
て
ヘ
と
っ
て
つ
け
た
様
に
説
明
を
添
へ
て
ゐ
る
。
色
好
み
が
物
語
の
大
事
な
主
題
と
な
っ
て
ゐ
た
時
代
が
過
ぎ
た
と
言
ふ
感
が

深
い
。

か
の
朝
臣
（
仲
忠
）
ま
か
り
歩
き
も
せ
で
、
こ
の
頃
は
（
北
の
方
の
傍
に
の
み
）
侍
る
。
（
ま
か
り
歩
く
と
一
一
一
日
ふ
垣
間
は
色
好
み
語
義
で
、
か
く
し
妻
の
も
と
を
‘

あ
ち
こ
ち
一
訪
れ
て
歩
く
事
）
。

な
ほ
女
一
の
宮
（
仲
忠
北
の
方
）
こ
そ
い
と
心
情
け
れ
。
（
仲
忠
は
）
そ
こ
と
心
人
に
知
ら
せ
ざ
り
つ
れ
ど
も
、
も
の
言
ひ
陥
れ
ぬ
な
か
り
し
も
の
を
、
あ
か

ら
め
も
せ
さ
せ
で
持
ち
給
へ
る
よ
。

-5 ー

中
納
言
（
仲
忠
）
も
昔
は
そ
こ
（
仲
忠
の
父
の
兼
雅
）
の
御
有
様
に
も
劣
ら
ず
聞
え
し
か
ど
、
こ
の
宮
（
北
の
方
）
の
名
だ
た
り
給
へ
る
人
な
れ
ば
、
い
と

ま
め
に
な
ら
れ
た
る
に
こ
そ
。

と
こ
ん
な
風
に
書
か
れ
て
は
ゐ
る
が
、
仲
忠
の
ま
か
り
歩
き
も
、
も
の
一
一
一
日
ひ
ふ
れ
ぬ
な
か
り
し
生
活
な
ど
は
、
仲
忠
の
身
の
上
に
つ
い
て
は
、
全
然
書
か
れ
て

は
ゐ
ず
‘
た
ど
あ
て
宮
に
懸
想
し
、
そ
の
入
内
後
に
、
女
一
の
宮
を
い
た
ど
い
て
、
此
を
大
事
に
し
て
ゐ
る
生
活
し
か
書
か
れ
て
ゐ
な
い
。
営
代
一
流
と
稽
せ

ら
れ
る
人
物
と
言
つ
で
も
、
そ
の
僚
件
と
し
て
、
色
好
み
と
言
ふ
事
は
書
か
れ
な
く
な
っ
て
ゐ
る
し
、
叉
書
か
れ
な
く
と
も
よ
い
時
代
と
な
り
、
讃
者
と
な
っ

て
ゐ
る
。

宇
津
保
と
源
氏
と
の
蓮
ひ
で
、
讃
ん
で
ナ
戸
、
、
に
気
の
つ
く
こ
と
は
、
源
氏
は
、
官
名
を
以
っ
て
人
物
が
登
場
し
て
ゐ
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
宇
津
保
は
、

登
場
す
る
上
流
の
貴
族
蓮
が
、
れ
っ
き
と
し
た
周
有
名
詞
を
も
っ
て
ゐ
る
黙
で
、
首
尾
一
貫
し
・
て
ゐ
て
、
讃
者
を
ま
よ
は
せ
な
い
。
光
源
氏
と
一
一
日
ふ
名
は
、
勿

論
、
源
光
と
言
ふ
の
で
は
な
く
、
光
り
輝
く
皇
族
様
と
言
ふ
あ
だ
名
で
あ
る
。
女
の
側
の
‘
末
摘
花
と
言
ひ
夕
顔
と
一
一
一
口
ひ
、
さ
う
言
ふ
名
は
、
作
者
も
符
諜
的

，
，
に
、
時
に
使
っ
て
ゐ
る
が
、
む
し
ろ
護
者
の
便
宜
や
慣
用
か
ら
出
た
名
で
、
何
の
誰
と
言
ふ
名
で
は
な
い

0

．
源
氏
で
は
、
固
有
名
詞
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
ゐ
る

、

、、

、，
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シ, 

の
は
、
良
靖
、
惟
光
等
教
へ
る
程
で
、
そ
れ
も
上
流
の
会
建
で
は
な
い
。
此
貼
宇
津
保
は
は
っ
き
り
と
遣
っ
て
ゐ
る
の
で
、
此
は
、
霊
異
記
か
ら
今
昔
物
語
に

及
ぶ
読
話
文
皐
、
殊
に
軍
記
物
語
の
感
行
を
．
傍
に
考
へ
る
ぺ
お
じ
だ
ら
う
。
少
く
と
も
現
在
の
宇
津
保
は
、
軍
記
物
を
と
ほ
っ
た
後
の
作
品
で
あ
る
様
に
思
は

れ
る
。

一
一
、
先
行
す
る
中
篇
小
説

そ
の

r 司令

現
在
の
宇
津
保
が
改
作
、
書
ぎ
継
ぎ
を
か
さ
ね
た
も
の
と
す
る
と
、
そ
の
も
と
は
、
ど
ん
な
形
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
此
は
ど
こ
ま
で
も
想
像
設
に
す

ぎ
な
い
が
、
併
、
宇
津
保
の
様
に
不
備
だ
ら
け
、
倣
姑
だ
ら
け
の
失
敗
作
は
、
却
っ
て
き
う
し
た
考
察
に
は
便
利
で
あ
る
。
此
が
源
氏
物
語
の
様
に
、
一
一
際
整

っ
た
形
に
ま
と
ま
っ
て
ゐ
る
と
、
成
立
へ
の
疑
ひ
も
お
こ
り
憎
い
の
で
あ
る
が
、
其
貼
で
は
、
宇
悼
保
の
研
究
が
、
源
氏
研
究
ヘ
、
大
き
い
寄
輿
を
す
る
事
に

な
る
で
あ
ら
う
。
源
氏
の
場
合
、
今
日
で
も
な
ほ
、
一
人
の
作
者
に
よ
っ
て
、
首
尾
一
貫
し
て
君
主
げ
績
け
ら
れ
た
と
一
一
一
日
ふ
様
な
、
素
朴
な
考
ヘ
に
固
執
し
て
ゐ

る
人
も
あ
る
が
‘
ま
さ
か
に
宇
津
保
全
調
者
は
、
そ
れ
が
一
貫
し
て
一
人
の
作
者
の
一
つ
の
意
闘
の
も
と
に
書
含
上
げ
ら
れ
た
と
一
一
白
ふ
様
な
、
呑
気
な
考
ヘ
を

持
つ
謬
に
は
行
か
な
い
だ
ら
う
。

宇
津
保
に
は
、
此
そ
構
成
す
る
二
つ
の
ぷ
ろ
っ
と
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
互
に
と
け
あ
ひ
切
っ
て
は
ゐ
な
い
。
片
方
の
ぷ
ろ
っ
と
の
主
人
公
は
、
片
方
で
は
脇

役
以
下
で
あ
り
、
他
の
主
人
公
も
さ
う
で
あ
る
。

6

藤
原
仲
忠
と
宮
口
ふ
、
鑓
化
の
者
と
言
は
れ
る
程
の
‘
不
思
議
な
成
育
を
遂
げ
、
紳
秘
な
琴
と
琴
の
弾
奏
法
と
を
停
へ
た
、
首
代
一
流
の
人
物
に
艶
し
て
‘
誕

生
の
神
秘
を
取
り
去
っ
た
か
「
や
姫
と
も
一
一
一
日
ふ
べ
き
、
あ
て
宮
と
一
一
一
口
ふ
人
物
が
配
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
首
然
此
二
人
が
結
ぼ
れ
る
事
が
強
想
さ
れ
る
。
併
、
あ

て
宮
は
、
か
戸
、
や
姫
が
昇
天
し
た
様
に
、
宮
中
に
入
っ
て
し
ま
ふ
。
而
も
、
物
語
は
そ
の
後
に
も
展
開
を
績
け
て
行
く
が
、
そ
れ
は
、
仲
忠
の
悲
痛
な
生
活
で

も
な
く
、
あ
て
官
の
後
悔
の
悲
劇
で
も
な
い
。
作
者
は
計
翠
的
に
、
二
人
を
結
合
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
‘
仲
忠
を
中
心
と
し
た
物
語
の
側
か

ら
み
る
と
、
あ
て
宮
は
脇
役
以
下
で
あ
り
、
あ
て
宮
を
中
心
と
し
た
物
語
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
仲
忠
は
結
局
津
山
の
懸
想
人
の
中
の
、
車
な
る
一
人
に
す
ぎ
な

- 6 ー



い
位
置
し
か
興
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
勿
論
、
作
者
は
と
っ
て
つ
け
た
様
に
、
あ
て
臼
に
潤
す
る
仲
忠
の
位
置
を
、
引
上
げ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
言
ひ
方

が
い
か
に
も
詩
ぎ
添
へ
、
古
き
加
へ
と
、
一
一
け
っ
た
あ
と
が
粍
然
と

L

て
ゐ
て
、
1

皆
へ
ば
、

九
の
君
（
あ
て
官
）
と
問
ゆ
れ
ど
、
仲
忠
に
は
御
肢
と
ビ
め
給
ふ
。

あ
て
宮
御
覧
じ
て
、
（
あ
て
官
に
想
ひ
を
か
け
て
ゐ
る
数
多
の
）
人
々
の
中
に
、
（
仲
忠
を
ば
）
こ
と
も
な
し
（
ほ
め
謁
）
と
思
す
人
な
れ
ば
：

こ
ん
な
、
と
っ
て
つ
け
た
様
な
断
り
書
き
が
、
ひ
ょ
い
ノ
＼
と
這
入
っ
て
ゐ
て
、
而
も
全
位
と
し
て
は
少
し
も
特
別
扱
ひ
を
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ

は
、
改
作
者
の
融
合
計
去
に
よ
る
苫
き
加
へ
と
一
一
一
一
日
っ
て
よ
い
。
あ
て
官
に
し
て
も
、
作
者
は
、
仲
忠
の
北
の
方
と
な
っ
た
女
一
の
宮
を
、
ひ
ょ
っ
と
羨
し
が
ら

せ
た
り
し
て
ゐ
る
所
が
、
こ
れ
も
と
っ
て
つ
け
た
様
に
出
て
く
る
。
改
作
者
は
、
仲
忠
を
中
心
と
し
た
物
語
l
l

仲
忠
も
の
が
た
り
と
一
一
一
一
口
ふ
べ
き
中
篇
小
説

l

ー
と
、
あ
て
官
を
中
心
と
し
た
物
語
ー
ー
あ
て
官
も
の
が
た
り
と
一
J川
ふ
ぺ
ぎ
中
間
小
説l
！
と
の
融
合
を
ほ
か
っ
た
の
だ
が
、
完
成
し
な
い
まL
に
無
責
任
に

投
げ
出
し
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
融
合
し
な
い
二
つ
の
ぷ
る
っ
と
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
宇
津
保
が
、
今
に
、
谷
々
の
順
序
さ
へ
き
ま
っ
て
ゐ
な
い
の
も
、
し
か
た
の
な
い
事
だ
。
た
と

へ
ば
、
巻
頭
に
ど
の
巻
を
据
ゑ
る
か
とJ一
一
川
っ
た
事
に
し
て
も
、
仲
忠
を
主
流
と
み
れ
ば
、
仲
忠
の
出
生
生
ひ
立
ち
ゃ
一
…
述
べ
て
ゐ
る
『
俊
蔭

n
aの
径
が
首
巻
に
す

は
る
べ
き
だ
が
、
あ
て
官
の
側
に
日
を
と
め
れ
ば
、
あ
て
日
の
出
生
と
系
譜
と
そ
記
L

て
ゐ
る
『
隊
以
の
君
』
の
巻
が
首
巻
に
す
は
る
べ
ぎ
で
あ
ら
う
白
源
氏

は
、
今
日
の
源
氏
物
語
は
、
光
泌
氏
の
一
代
記
で
あ
る
か
ら
、
疑
ひ
も
な
く
‘
『
制
廿
河
内

J
の
を
が
第
一
径
に
お
か
れ
て
ゐ
る
が
、
も
し
、
女
川
氏
の
物
語
と
し
て

護
医
し
て
ゐ
れ
ば
よ
“
清
紫
』
の
を
が
位
然
口
谷
に
ず
は
る
べ
ぎ
で
‘
さ
う
な
れ
ば
、
夕
顔
も
末
摘
花
も
、
横
の
並
ぴ
と
．
一
一
パ
っ
た
風
な
、
簡
川
市
な
嵐
官
で
ば
か
」
さ

ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
。
現
に
宇
内
保
で
は
可
忠
こ
そ
内
昌
の
各
な
ど
は
、
官
に
す
は
わ
の
恐
い
を
で
あ
る
。
（
忠
こ
づ
て
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

源
氏
物
語
に
も
、
少
く
と
も
二
一
つ
は
、
古
今
」
出
し
ら
し
い
谷
が
あ
る
。
日
間

J
M
n
G
3
w

木
内
二
若
紫L
が
そ
れ
で
あ
る
。
与
へ
様
に
よ
っ
て
は
、
光
源
氏
の
も
の

が
た
り
が
、
紫
の
も
の
が
た
り
と
で
も
J
Z日
ふ
べ
ぎ
も
の
を
抱
合
し
て
、
光
泌
氏
の
げ
た
杭
小
説
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
時
に
、
勺
桐
伝
」
の
谷
が
あ
と
か
ら
添
へ
ら
れ

た
と
さ
ヘ
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
所
が
、
此
拙
で
も
、
宇
津
保
物
語
は
、
作
者
の
力
対
の
不
足
か
情
熱
の
紋
如
か
、
長
信
化
の
準
も
甚
だ
っ
た
な
い
。
コ
際
限
の

君
L
－
も
「
俊
蔭L
も
、
つ
ぎ
は
ぎ
が
あ
ら
は
で
、
而
も
、
長
篇
の
首
巻
と
し
て
は
、
不
必
要
と
思
は
れ
る
程
に
く
だ
ノ
＼
し
い
部
分
が
多
い
。 -7-



、
、
、
、

此
二
つ
の
首
巻
は
、
お
互
に
全
く
闘
係
が
な
い
e
l
l
l

全
く
と
言
ふ
の
は
多
少
誇
張
が
あ
り
、
う
そ
に
な
る
が
、
さ
う
一
一
一
口
つ
で
も
い

L

理
由
が
あ
る
。

『
藤
原
の
君
”
同
の
巻
の
人
物
は
、
同
“
俊
蔭
』
の
巻
に
出
て
は
来
る
が
、
そ
の
出
方
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
『
俊
蔭
』
の
巻
の
人
物
は
、
同

u

藤
原
の
君
』
の
巻
に

は
全
く
出
て
来
な
い
。
た
ど
一
人
、
仲
忠
の
父
に
あ
た
る
、
藤
原
策
雅
だ
け
は
雨
方
に
出
て
来
る
が
、
そ
れ
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
讃
者
が
自
分
々
々

の
知
識
で
ま
と
め
る
だ
け
の
事
で
、
作
者
は
ち
っ
と
も
同
一
人
と
し
て
書
い
て
は
ゐ
な
い
。
名
さ
へ
か
へ
れ
ば
別
人
で
あ
っ
て
、
雨
方
の
巻
で
あ
た
へ
ら
れ
る

人
物
の
映
像
は
お
互
に
他
に
投
影
し
て
ゐ
な
い
。
此
は
作
の
失
敗
な
ど
、

λ

一
一
一
口
ふ
程
度
で
は
な
く
、
別
の
も
の
を
無
理
や
り
に
く
っ
つ
け
結
び
つ
け
、
而
も
そ
の

手
際
が
甚
だ
下
手
だ
っ
た
、
と
言
ふ
事
に
な
り
さ
う
で
あ
る
。

『
藤
原
の
君
』
は
、

第
一
段
源
雅
頼
及
ぴ
其
一
門
の
来
園

第
二
段
あ
て
宮
に
挑
む
懸
想
人
の
物
語

と
、
か
う
二
つ
に
わ
け
で
み
ら
れ
る
。

此
巻
の
第
一
の
不
思
議
は
、
巻
の
名
で
あ
る
。
内
容
と
は
ぴ
た
り
と
合
っ
て
ゐ
な
い
。
尤
、
巻
の
名
や
物
語
の
名
は
偶
然
で
、
で
た
ら
め
な
も
の
だ
、
と
言

っ
て
し
ま
へ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
此
巻
の
中
心
は
、
質
量
共
に
第
二
段
に
あ
る
の
に
、
源
雅
頼
の
幼
名
を
以
っ
て
巻
名
と
し
て
ゐ
る
事
に
、
ま
づ
奇
異
の
感
を

抱
か
せ
ら
れ
る
。

藤
原
の
君
と
言
ふ
の
は
、
源
氏
雅
頼
の
章
名
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
は
樵
頼
自
身
の
口
で
言
っ
て
ゐ
る
。
併
、
一
世
の
源
氏
を
、
何
故
に
幼
名
を
藤
原
を
以
っ

て
呼
ん
だ
の
か
。
後
に
雅
頼
は
、
一
族
を
引
伴
れ
て
、
春
白
神
社
に
参
詣
す
る
（
吋
梅
の
花
笠
』
の
巻
）
。
雅
頼
は
母
方
が
藤
原
氏
だ
か
ら
春
日
詣
で
を
す
る
と
言

ふ
風
に
説
明
が
し
で
あ
る
が
、
母
御
息
所
が
藤
氏
だ
か
ら
藤
原
の
君
と
呼
ば
れ
た
と
言
ふ
読
明
（
さ
う
明
ら
か
に
は
書
い
て
な
い
が
、
さ
う
説
明
し
よ
う
と
し

て
ゐ
る
）
と
共
に
、
何
か
納
得
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。
殊
に
「
藤
原
の
君
」
と
言
ふ
名
は
源
氏
物
語
に
見
え
、
源
雅
頼
と
は
、
松
下
氏
に
よ
れ
ば
、
賓
在
人

物
の
名
だ
と
一
一
一
口
ふ
の
だ
か
ら
、
藤
原
の
君
が
源
雅
頼
と
同
一
人
に
な
っ
て
ゐ
る
事
に
根
本
的
疑
ひ
が
生
ず
る
。
き
う
思
っ
て
み
る
と
、
此
巻
の
筆
も
多
少
陵
昧

で
あ
っ
て
、
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昔
、
藤
原
の
君
と
開
ゆ
る
一
世
の
源
氏
お
は
し
ま
し
け
り

と
一
一
日
ふ
書
き
出
し
で
、
此
藤
原
の
君
と
言
は
れ
る
源
氏
の
君
が
、
元
服
し
て
雅
頼
と
な
の
っ
た
事
な
ど
は
書
い
て
な
い
。
い
き
な
り
、

源
氏
雅
樹
御
土
器
賜
る
と
て

と
、
そ
れ
こ
そ
突
然
に
か
う
書
い
て
あ
る
。
前
の
藤
原
の
君
主
一
一
一
口
ふ
幼
名
の
者
が
、
一
人
前
に
成
人
し
て
雅
頼
と
な
っ
た
の
だ
と
言
ふ
事
は
、
讃
者
が
結
ぴ
つ

け
て
考
ヘ
る
だ
け
で
あ
る
。

此
巻
自
身
か
ら
言
へ
ば
、
第
一
段
は
、
あ
て
官
紹
介
の
矯
に
存
在
理
由
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
併
、
あ
て
宮
の
紹
介
の
篤
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
不
成

功
で
あ
っ
て
、
父
雅
頼
に
闘
す
る
記
述
が
不
必
要
に
詳
し
い
。
此
巻
だ
け
の
雅
頼
は
、
あ
て
宮
の
父
と
し
て
の
位
置
に
ゐ
る
だ
け
で
、
何
の
活
動
も
し
な
い
の

で
、
従
っ
て
第
一
段
の
記
述
は
、
此
巻
の
本
筋
に
何
等
かL
は
る
事
が
な
い
。
あ
て
宮
の
事
を
書
く
潟
だ
け
な
ら
、
父
の
事
に
こ
ん
な
に
筆
を
費
す
必
要
は
な

い
。
こ
L

に
、
此
巻
に
お
け
る
二
つ
の
部
分
の
聞
に
横
た
は
る
溝
渠
を
感
ず
る
。
郎
、
問
題
は
、
此
物
語
に
お
い
て
、
抑
々
、
雅
頼
の
存
在
が
先
か
、
あ
て
宮

の
存
在
が
先
か
と
一
一
一
口
ふ
、
極
め
て
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
段
段
、
あ
て
宮
に
挑
む
懸
想
人
の
物
語
と
一
一
一
口
へ
ば
、
梗
概
を
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
一
言
で
っ
き
て
し
ま
ふ
。
た
ミ
歌
を
中
心
に
し
た
単
純
な
も
の

と
、
濁
立
し
て
ゐ
る
刻
例
制
射
出
の
い
く
つ
か
と
が
あ
る
。
此
は
作
者
さ
へ
興
に
の
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
無
数
に
短
篇
物
語
｜
｜
私
の
一
一
日
ひ
方
で
は
中
篇
小
説
｜

ー
が
挿
入
さ
れ
て
行
く
。
竹
取
物
語
の
五
人
の
懸
想
人
は
十
人
に
培
え
て
も
い
L

・
し
、
源
氏
の
雨
夜
の
月
旦
で
、
話
題
に
な
る
女
の
数
は
も
っ
と
培
え
て
も
、

少
し
も
さ
し
支
へ
な
い
の
と
同
断
で
あ
る
。
時
間
的
統
一
も
一
貫
し
た
迫
撃
も
な
く
、
構
成
は
頗
る
弱
く
て
、
部
分
的
抜
き
さ
し
は
自
由
で
あ
る
。

登
場
す
る
懸
想
人
は
十
一
入
、
源
賞
忠
、
藤
原
兼
雅
、
平
正
明
、
兵
部
卿
の
官
、
源
仲
澄
、
上
野
宮
、
三
春
一
両
基
、
郵
正
宮
、
良
ヰ
行
政
、
滋
野
良
菅
、
そ

れ
か
ら
春
宮
で
あ
る
。
此
等
の
人
物
は
、
上
野
宮
の
様
に
全
く
濁
立
し
て
ゐ
る
者
も
を
り
、
春
宮
の
様
に
成
功
す
る
懸
想
人
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
長
篇
宇

津
保
物
語
か
ら
み
れ
ば
、
此
巻
に
登
場
す
る
あ
て
宮
の
懸
想
人
は
、
殆
、
主
流
の
人
物
で
は
な
い
。
恰
も
源
氏
物
語
雨
夜
の
月
旦
の
話
題
に
の
ぼ
る
女
性
達
が
、

殆
、
杏
と
し
て
消
息
を
絶
つ
如
く
、
此
等
の
人
々
に
つ
い
て
も
、
作
者
は
は
な
は
だ
無
責
任
で
あ
る
。
勿
論
、
質
忠
、
仲
澄
、
乗
雅
は
或
意
味
で
大
事
だ
が
、

そ
の
兼
雅
に
し
た
所
で
、
後
に
は
主
人
公
級
の
人
物
に
な
る
の
だ
が
．
そ
ん
な
必
然
性
は
、
此
巻
の
兼
雅
に
は
け
ぶ
り
も
な
い
。
車
な
る
一
人
の
色
好
み
で
あ

" t丸
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’
っ
て
、
既
に
仲
忠
と
一
一
一
口
ふ
肝
腎
な
人
物
の
父
で
あ
る
事
な
ど
、
全
く
書
い
て
な
い
。
月
旦
の
常
夏
の
女
が
、
後
に
夕
顔
の
女
と
な
り
、
撫
子
が
玉
童
と
な
っ
て

大
き
い
護
展
を
し
て
行
く
の
よ
り
も
‘
も
っ
と
一
段
と
偶
然
性
に
富
ん
で
ゐ
て
‘
此
巻
の
策
雅
は
、
ご
く
平
凡
な
、
あ
て
宮
を
め
ぐ
る
一
懸
想
人
に
す
ぎ
な
い
。

宇
津
保
の
藤
原
の
君
の
女
こ
そ
、
い
と
章
一
り
か
じ
は
か
ん
＼
し
き
人
に
て
、
過
ち
な
か
め
れ
ど
、
す
く
よ
か
に
一
吉
田
ひ
出
で
た
る
一
一
一
同

J
t

女
し
き
所
な
か
め
る

ぞ
一
様
な
め
る
（
源
氏
『
蛍
』
の
巻
）
。

源
氏
の
蛍
の
巻
の
筆
者
の
見
た
此
宇
津
保
が
、
今
日
の
藤
原
の
君
の
巻
で
も
な
く
宇
津
保
物
語
で
も
な
い
事
は
、
想
像
し
て
よ
い
と
思
ふ
が
、
此
が
お
そ
ら
く

、

あ
て
宮
も
の
が
た
り
の
原
形
に
、
近
い
も
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
は
、
雅
頼
も
策
推
も
ゐ
な
か
っ
た
だ
ら
う
し
、
あ
て
宮
と
一
一
一
日
ふ
名
も
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
此
あ
て
宮
も
の
が
た
り
が
長
篇
へ
と
書
き
つ
が
れ
て
行
き
、
や
が
て
一
門
の
物
語
と
な
っ
て
行
く
に
つ
れ
て
、
現
在
の
第
一
段
が
書
き
添
へ
ら
れ
て
行

っ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
第
一
段
は
、
設
展
し
た
あ
て
宮
も
の
が
た
り
に
と
っ
て
は
、
必
要
な
る
記
述
で
あ
る
。

而
も
、
こ
L

で
問
題
の
雑
頼
と
策
雅
こ
そ
、
先
の
松
下
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
史
上
の
人
物
で
あ
っ
て
、
史
上
の
事
・
貨
を
か
な
り
物
語
の
境
遇
の
上
に
反
映

さ
せ
て
ゐ
る
人
物
で
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
事
は
注
怠
を
要
ず
る
。
中
篇
小
説
が
長
篇
小
説
に
書
き
績
が
れ
て
行
く
時
に
、
史
上
の
人
物
の
境
遇
を
も
と
り
こ

ん
で
、
物
語
が
成
長
し
て
行
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

ハ
U

一
、
た
行
す
る
中
篇
小
説

そ
の

『
藤
原
の
君
』
の
巻
の
考
へ
は
、
直
に
『
“
俊
蔭
』
の
省
に
も
あ
て
は
ま
る
。
現
在
の
宇
津
保
か
ら
す
れ
ば
、
此
巻
は
、
仲
忠
も
の
が
た
り
を
長
篇
小
説
化
ず
べ

き
位
置
に
据
ゑ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
た
し
か
に
そ
の
意
圃
の
も
と
に
、
改
作
が
行
は
れ
た
ら
し
い
事
が
想
像
さ
れ
る
。

此
巻
の
第
一
の
作
者
が
、
仲
忠
を
主
人
公
と
考
へ
て
、
そ
の
出
生
を
説
く
篤
に
、
俊
蔭
の
事
か
ら
筆
を
お
こ
し
た
と
す
る
の
は
、
か
な
り
疑
問
が
も
た
れ
る
。

つ
ま
り
此
巻
で
も
．
俊
蔭
が
先
か
仲
忠
が
先
か
、
殊
に
仲
忠
の
場
合
、
乗
雅
が
先
か
仲
忠
が
先
か
と
当
一
日
ふ
事
は
、
第
一
の
問
題
と
な
る
。
俊
蔭
の
名
は
、
勿
論

名
だ
け
で
あ
る
が
‘
源
氏
物
語
に
出
て
来
る
。
仲
忠
の
名
は
枕
草
子
そ
の
他
に
出
て
来
る
。
さ
う
し
て
兼
雅
の
名
は
、
鎌
倉
初
期
の
史
上
の
人
物
に
、
そ
の
名



を
見
出
す
D

此
巻
は
弐
の
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
段
俊
蔭
漂
流
諌

第
二
段
俊
蔭
女
と
策
雅
（
営
時
若
小
君
）
と
の
交
渉

第
三
段
仲
申
鉛
離
語

第
四
段
出
仕
後
の
仲
忠

宇
津
保
物
語
は
、
可
俊
蔭
』
を
第
一
巻
に
据
ゑ
る
の
が
今
日
ま
で
の
常
識
で
あ
り
、
又
此
巻
は
他
に
比
べ
て
‘
俊
蔭
の
漂
流
諌
と
、
仲
忠
母
子
の
う
つ
ぼ
に
於

け
る
生
活
に
異
色
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
此
巻
の
存
在
を
き
は
立
た
せ
、
江
戸
期
の
刊
本
に
は
、
此
巻
だ
け
濁
立
し
て
刊
行
し
た
も
の
が
あ
る
位
で
あ
る
。
殊

に
源
氏
に
「
宇
津
保
の
俊
蔭
」
と
あ
る
事
、
更
に
此
物
語
の
名
が
、
此
巻
の
内
容
か
ら
出
て
ゐ
る
ら
し
く
思
は
れ
た
事
な
ど
、
一
一
暦
此
巻
の
重
要
性
を
増
し
た

様
で
あ
る
。
併
、
さ
う
一
一
首
ふ
強
備
知
識
の
埋
積
を
遁
れ
て
、
此
巻
自
身
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

此
巻
の
第
四
段
は
、
『
藤
原
の
君
”
同
の
知
識
が
な
く
て
は
課
ら
な
い
。
俊
蔭
・
俊
蔭
女
・
仲
忠
と
、
祖
父
・
母
・
子
と
、
三
代
に
亙
っ
て
進
ん
で
来
た
筆
は
、

此
段
に
這
入
る
と
‘
舞
塞
が
念
に
績
が
り
、
今
ま
で
の
中
心
は
失
は
れ
、
雅
頼
の
側
か
ら
此
物
語
の
世
界
が
描
か
れ
初
め
る
。
つ
ま
り
雅
頼
を
中
心
と
し
た
、

今
ま
で
と
は
別
系
統
の
世
界
が
、
卒
然
と
展
開
を
し
初
め
る
。

キ
レ

仲
忠
が
琴
以
外
の
「
こ
と
あ
そ
び
」
を
教
は
る
、
此
も
常
代
屈
指
の
人
物
、
仲
頼
行
政
の
二
人
が
突
然
出
て
来
る
。
左
大
将
と
一
一
日
ふ
名
で
、
碓
頼
も
い
き
な

り
出
て
来
る
。
雅
頼
の
所
の
、
首
時
の
貴
公
子
が
挑
み
か
け
て
ゐ
る
「
ら
う
た
し
と
思
ふ
女
の
童
」
に
就
い
て
、
何
の
務
備
知
識
も
な
い
の
に
、
仲
忠
は
、
既

に
よ
く
知
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
の
事
は
『
藤
原
の
君
』
や
『
嵯
蛾
院
』
の
巻
で
輿
へ
ら
れ
る
知
識
で
あ
っ
て
、
此
段
は
、
そ
れ
等
の
巻
の
書
か
れ
た
後
で
な
け

れ
ば
、
書
か
れ
る
筈
が
な
い
。
つ
ま
り
、
此
部
分
は
、
宇
漕
保
が
現
在
の
形
に
整
へ
ら
れ
る
時
の
添
加
に
蓮
ひ
な
い
。
そ
し
て
、
前
に
多
少
誇
張
し
て
言
っ
た

様
に
、
此
部
分
を
切
放
せ
ば
、
『
俊
蔭
』
は
可
藤
原
の
君
』
と
は
全
く
闘
係
が
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
。

此
雨
巻
に
、
自
由
に
出
入
し
て
ゐ
る
人
物
は
仲
忠
の
父
で
あ
る
乗
雅
で
あ
る
が
、
此
も
‘
名
は
等
し
い
が
‘
此
雨
巻
に
於
け
る
限
り
ま
る
で
別
人
で
あ
っ
て
、

刊 h,,. 
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『
藤
原
の
君
』
の
乗
雅
は
、
あ
て
宮
に
挑
む
色
好
み
の
人
物
、
『
俊
蔭
』
の
策
雅
は
、
あ
て
宮
と
の
事
は
け
ぶ
り
も
な
い
、
た
ど
仲
忠
の
父
で
あ
る
。
併
、
此
品
位

で
業
雅
が
、
若
小
君
と
し
て
登
場
す
る
第
二
段
は
、
勿
論
つ
ぎ
目
は
現
在
で
は
、
ど
こ
と
は
一
一
一
日
へ
な
い
が
、
第
一
段
第
三
段
と
は
、
割
合
に
は
っ
き
り
と
蓮
っ

て
ゐ
る
。
内
容
の
貼
か
ら
も
形
式
の
鈷
か
ら
も
さ
う
で
あ
る
。
殊
に
第
一
段
は
際
立
っ
て
ゐ
る
。

朝
に
昆
て
タ
の
お
そ
な
は
る
程
だ
に
、
紅
の
涙
を
落
ナ
に
、
遥
か
な
る
様
に
、
相
凡
む
こ
と
の
難
き
道
に
出
で
立
つ
。
父
母
俊
蔭
悲
し
ぴ
息
ひ
や
る
べ
し
。

俊
蔭
定
め
て
知
り
つ
。
我
身
は
此
山
に
減
し
つ
、
と
思
ふ
も
の
か
ら
、
い
か
し
き
心
を
な
し
て
阿
修
羅
の
中
に
交
り
ぬ
。

我
等
昔
の
犯
し
の
深
き
に
よ
り
て
、
悪
し
き
・
身
を
う
け
た
り
。
し
か
あ
れ
ば
、
忍
厚
の
心
を
思
ふ
輩
に
あ
ら
ず
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
日
本
の
闘
に
忍
辱
の
父

母
あ
り
と
申
す
に
よ
り
て
、
四
十
人
の
子
供
の
悲
し
く
、
千
人
の
谷
屈
の
悲
し
ぎ
に
よ
り
て
、
放
が
命
を
ゆ
る
し
を
は
ん
ぬ
。

ま
る
で
、
文
法
一
を
超
越
し
た
文
章
だ
。
更
に
、
筆
が
簡
単
に
ほ
し
よ
り
す
ぎ
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
と
、
今
度
は
叉
ば
か
丁
寧
に
、
た
ど
名
詞
を
お
き
か
へ
て
ゐ
る

だ
け
の
繰
り
返
し
を
績
け
て
ゐ
て
、
却
っ
て
、
さ
え
一
百
ふ
所
に
は
省
略
が
な
く
、
右
の
引
用
で
も
一
部
分
訣
る
様
に
、
き
つ
く
つ
な
漢
語
及
ぴ
漢
語
式
の
語
が

貨
に
多
い
。

俊
蔭
天
人
の
宣
ふ
に
従
ひ
て
、
花
園
よ
り
西
を
さ
し
て
行
け
ば
、
大
い
な
る
川
あ
り
。
共
川
よ
り
孔
雀
出
で
来
て
其
川
を
渡
し
つ
。
琴
を
ば
例
の
旋
風
お
く

る
。
そ
れ
よ
り
西
ヘ
行
け
ば
、
谷
あ
り
。
其
谷
よ
り
龍
出
で
来
て
越
し
つ
。
琴
は
旋
風
お
く
り
つ
。
そ
れ
よ
り
猶
行
け
ば
、
さ
か
し
ぎ
山
七
つ
あ
り
。
其
山

よ
り
仙
人
あ
り
て
越
し
っ
。
そ
れ
よ
り
西
を
行
け
ば
、
虎
狼
ひ
と
山
騒
「
所
あ
り
き
。
犀
出
で
来
て
共
山
を
越
し
っ
。
そ
れ
よ
り
西
へ
行
け
ば
：
：
：

か
う
一
一
一
同
ふ
文
章
に
比
べ
て
、
第
二
段
は
、
我
々
が
漠
然
と
承
認
し
て
ゐ
る
平
安
朝
式
の
文
章
と
背
馳
し
な
い
。
其
上
、
第
一
段
に
は
全
く
な
い
短
歌
が
、
此

部
分
に
は
十
六
首
も
あ
る
。
（
第
三
段
一
首
、
第
四
段
二
百
三
一
万
来
宇
津
保
は
、
源
氏
よ
り
短
い
に
拘
ら
ず
、
歌
の
数
は
却
っ
て
多
い
。
源
氏
は
八
百
首
足
ら

ず
で
宇
津
保
は
千
首
に
近
い
。
而
も
そ
れ
が
、
た
ど
物
語
と
一
一
一
日
ふ
も
の
は
、
歌
さ
へ
は
い
っ
て
ゐ
れ
ば
、
形
式
が
整
ふ
も
の
と
言
ふ
侍
襲
観
念
に
と
ら
は
れ
て

ゐ
る
の
か
、
た
ど
羅
列
式
な
記
録
に
と
ど
ま
る
程
度
の
も
の
が
多
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
此
巻
の
第
二
段
の
歌
は
割
合
に
救
は
れ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
第
二
段
は
‘

俊
蔭
女
と
若
小
君
（
首
時
の
太
政
大
臣
の
思
ひ
子
）
と
の
緩
の
交
渉
を
主
題
と
し
た
、
歌
物
語
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
上
流
の
貴
族
の
子
弟
が
、
蓬
生

の
宿
に
、
ナ
ャ
れ
た
女
性
を
接
見
す
る
と
一
昌
弘
山
、
昔
時
の
色
好
み
の
生
活
の
、
一
つ
の
理
想
的
な
冒
険
語
と
し
て
、
濁
立
し
て
ゐ
る
。
而
も
、
本
来
し
て
た
る
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ぺ
き
俊
蔭
女
が
、
こL
で
は
わ
れ
に
廻
っ
て
、
若
小
君
が
し
て
と
な
っ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
若
小
君
の
自
に
よ
っ
て
女
を
見
、
女
の
家
を
昆
て
ゐ
る
。

だ
か
ら
、
第
二
段
の
作
者
は
、
ど
う
し
て
も
第
一
段
の
作
者
と
は
建
っ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
し
、
叉
材
料
も
蓬
ふ
。
そ
れ
が
第
一
段
と
第
一
一
一
段
と
の
聞
に
、
這

入
り
こ
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。

第
二
段
は
、
仲
忠
の
震
に
必
要
で
な
く
‘
む
し
ろ
、
後
の
策
雄
、
及
び
乗
雅
の
北
の
方
三
僚
の
君
と
し
て
の
、
俊
蔭
女
の
震
に
必
要
な
の
だ
。
仲
忠
の
出
生

を
説
く
篤
に
は
、
若
小
君
と
の
交
渉
は
、
不
必
要
に
長
す
ぎ
る
。
き
う
し
て
、
か
う
言
ふ
事
賞
は
、
仲
忠
が
、
俊
蔭
の
孫
と
し
て
の
必
然
性
が
あ
る
か
ど
う
か

と
一
言
ふ
、
大
き
い
疑
問
を
お
こ
さ
せ
る
。

現
在
で
も
、
第
一
段
と
第
三
段
と
の
聞
に
は
溝
が
あ
る
が
、
第
二
段
の
介
在
は
、
ま
す
／
＼
此
溝
を
大
き
く
し
、
そ
の
結
び
つ
き
の
偶
然
性
を
増
し
て
来
る

の
で
あ
る
。

仲
忠
も
の
が
た
り
、
あ
て
宮
も
の
が
た
り
共
に
、
現
在
の
宇
津
保
物
語
の
成
立
に
は
、
充
分
考
慮
に
入
れ
な
い
諜
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
が
、
最
も
原
始

に
近
い
宇
津
保
物
語
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

源
氏
物
語
句
繕
合
』
の
巻
に
、

物
語
の
い
で
来
初
め
の
お
ゃ
な
る
竹
取
の
翁
に
、
う
つ
ぼ
の
俊
蔭
を
あ
は
せ
て
事
ふ

よ
あ
る
記
述
は
、
宇
津
保
物
語
が
源
氏
に
先
行
す
る
物
語
で
あ
る
事
の
詮
援
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
文
章
を
、

物
語
と
一
一
一
口
ふ
も
の

L

出
て
来
た
初
め
の
先
祖
で
あ
る
所
の
、
竹
取
物
語
の
翁
に
、
宇
津
保
物
語
の
俊
蔭
の
檎
を
合
せ
て
、
あ
ら
そ
ふ

と
言
ふ
様
に
解
轄
す
る
の
は
、
儀
り
に
素
朴
す
ぎ
る
解
緯
だ
。
我
々
は
既
に
可
竹
取
物
語
』
以
外
の
、
竹
取
の
翁
の
物
語
を
、
津
山
に
知
っ
て
ゐ
る
し
、
柳
同

園
男
先
生
や
折
口
信
夫
先
生
の
述
作
に
よ
っ
て
、
う
つ
ぼ
と
貴
種
流
離
語
と
の
闘
係
を
承
知
し
て
ゐ
る
。
俊
蔭
の
漂
流
や
仲
忠
母
子
の
う
つ
ぼ
の
生
活
が
、
貴

種
流
離
語
の
一
つ
の
型
で
あ
る
事
を
考
へ
れ
ば
、
源
氏
に
言
ふ
竹
取
や
宇
津
保
が
、
直
に
今
日
の
も
の
を
斥
す
と
は
言
ほ
れ
な
い
し
、
殊
に
「
お
や
」
と
一
一
一
口
ふ

語
は
、
先
組
と
一
一
一
同
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
「
母
胎
」
と
一
一
日
ふ
風
に
考
へ
る
べ
き
語
だ
ら
う
か
ら
、
源
氏
の
頃
に
流
行
し
て
ゐ
た
い
ろ
ノ
＼
の
物
語
の
母
胎
と
し
て
、

物
取
の
翁
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
、
う
つ
ぼ
の
俊
蔭
が
、
今
日
の
宇
津
保
物
語
の
俊
蔭
だ
な
ど
ヘ
疑
問
も
持
た
ず
に
考
へ
る
事
は
、
呑
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気
す
ぎ
る
。

俊
蔭
の
話
と
仲
忠
の
話
、
つ
ま
り
、
可
俊
蔭
』
の
第
一
段
と
第
三
段
と
は
、
貴
種
流
離
諒
と
し
て
考
へ
て
み
る
と
‘
明
ら
か
に
仲
忠
の
話
の
方
が
古
風
を
と
日
込

め
て
ゐ
る
。
仲
忠
の
う
つ
ぼ
で
の
生
活
は
、
紳
を
育
て
る
話
、
或
は
養
は
れ
た
神
の
話
で
あ
っ
て
、
此
は
貴
種
流
離
語
の
重
．
要
な
ぽ
い
ん
と
で
あ
り
、
俊
蔭
の

話
の
如
き
流
離
の
過
程
は
、
此
に
比
べ
て
遥
か
に
軽
い
。

俊
蔭
が
行
く
時
の
遣
唐
使
の
舶
は
、
三
般
で
出
帆
し
た
様
に
書
い
て
あ
る
が
、

舶
の
舶
な
ら
べ
、
た
ひ
ら
け
く
は
や
渡
り
来
て

四
つ
の
舵

と
あ
る
高
葉
の
歌
で
承
知
し
て
ゐ
る
様
に
、
遣
唐
使
の
般
は
四
般
が
普
通
で
あ
る
（
淳
仁
天
皇
の
時
は
、
二
般
だ
っ
た
ら
し
い
）
が
、
三
般
だ
っ
た
事
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
。
叉
、
波
斯
闘
に
流
さ
れ
た
と
一
一
一
口
ふ
の
だ
が
、
波
期
闘
に
就
い
て
の
蛍
時
の
知
識
が
、
江
談
抄
の
記
載
以
上
に
明
ら
か
に
な
っ
て
来
れ
ば
、
案
外

俊
蔭
漂
流
譜
は
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
其
操
り
所
が
謀
っ
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

仲
忠
の
話
が
‘
清
少
納
言
の
頃
、
既
に
う
つ
ぼ
の
生
活
の
珍
し
さ
故
に
、
評
判
に
な
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
事
は
、

仲
忠
が
童
生
ひ
一
一
日
ひ
お
と
す
人
と
、
鴛
に
時
鳥
は
劣
れ
る
と
一
一
日
ふ
人
こ
そ
い
と
つ
ら
う
に
く
け
れ

と
、
枕
草
子
に
あ
る
の
で
想
像
さ
れ
る
。
枕
草
子
の
他
の
所
で
は
、
宇
津
保
の
仲
忠
と
涼
と
、
と
り
立
て
ミ
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら

1
此
う
つ
ぼ
の
生
活
を
送

っ
て
ゐ
る
仲
忠
は
、
宇
津
保
物
語
と
一
一
一
日
は
れ
る
物
語
の
中
に
書
か
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
事
は
、
ま
あ
疑
へ
な
い
が
、

物
語
は
住
吉
宇
津
保
の
類
：
：
：
（
枕
草
子
）

と
言
ふ
段
を
見
る
と
、
散
迭
し
た
中
篇
小
説
と
お
ぼ
し
き
物
語
の
名
を
津
山
あ
げ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
み
て
も
、
住
吉
と
鈎
比
さ
れ
て
ゐ
る
宇
津
保
が
、
今
日

の
如
き
、
源
氏
に
つ
「
大
き
さ
の
も
の
だ
っ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
仲
忠
の
話
、
或
は
涼
と
一
緒
に
出
て
来
る
仲
忠
の
話
な
ど
を
内
容
と
し
て
ゐ
る

宇
津
保
物
語
は
、
今
日
の
如
き
も
の
で
は
な
く
て
、
中
篇
小
説
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ら
う
と
言
ふ
事
は
、
ど
こ
ま
で
も
想
像
読
だ
が
、
誤
り
で
は
な
か
ら
う
。

、
、
、
、
、
、

或
は
更
に
言
へ
ば
、
源
氏
に
出
て
来
る
「
宇
津
保
の
俊
蔭
」
「
宇
津
保
の
藤
原
の
君
」
と
言
ふ
場
合
の
宇
津
保
は
、
枕
草
子
の
宇
津
保
と
は
、
蓮
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
物
語
を
停
請
し
、
貴
人
に
語
り
聞
か
せ
て
、
英
魂
の
成
育
を
は
か
る
の
を
職
掌
と
し
た
、
前
代
の
女
達
の
後
で
あ
る
平
安
朝
の
盛
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時
の
女
房
達
は
、
或
は
家
々
に
俸
は
る
津
山
の
物
語
を
管
理
し
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

或
時
期
に
、
此
源
氏
の
作
者
の
一
一
一
口
ふ
引
叫
附
と
．
枕
草
子
の
作
者
の
目
に
し
た
引
吋
聞
と
が
、
綜
合
さ
れ
る
時
が
来
た
。
そ
し
て
源
氏
に
言
ふ
引
叫
聞
の
俊

蔭
の
‘
う
つ
ぼ
に
闘
聯
の
あ
る
部
分
は
、
枕
草
子
の
「
う
つ
ぼ
の
仲
忠
」
の
童
生
ひ
の
部
分
に
霞
ね
陥
れ

r
麟
課
さ
れ
、
そ
し
て
現
在
の
仲
忠
の
生
活
の
中
に

と
け
こ
ん
で
し
ま
ひ
、
僅
か
に
、
俊
蔭
と
言
ふ
名
を
巻
の
名
に
の
み
と
ど
め
た
。
そ
し
て
、
此
二
つ
の
部
分
の
ぎ
や
っ
ぷ
に
、
仲
忠
を
育
て
た
女
性
の
夫
と
し

て
、
乗
雅
が
は
い
り
こ
ん
で
来
て
、
従
っ
て
、
紳
を
育
て
た
女
性
と
共
紳
と
は
、
世
間
風
の
母
子
と
し
て
合
理
化
さ
れ
、
業
雅
は
仲
忠
の
父
と
な
っ
た
。
同
時

に
、
英
女
性
は
、
俊
蔭
の
女
と
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ー

l

此
は
大
臆
な
想
像
設
で
あ
る
。
併
、
宇
津
保
の
錯
観
は
、
様
々
の
、
こ
れ
に
先
行
す
る
中
篇
小
説

を
考
へ
て
、
初
め
て
諒
解
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
源
氏
物
語
に
し
て
も
、
き
う
言
ふ
成
長
を
し
た
に
蓮
ひ
な
い
。
併
、
源
氏
の
場
合
は
、
作
者
の
力
量
が
蓮
ひ
、

情
熱
が
蓮
ふ
。
更
に
、
書
ぎ
つ
が
れ
、
成
長
し
た
期
聞
が
意
外
に
短
か
っ
た
。
宇
津
保
は
蓮
ふ
。
作
者
の
力
量
も
情
熱
も
劣
り
、
第
一
成
長
の
時
聞
が
長
す
ぎ

宜
ヤ

た
。
物
語
の
母
胎
と
言
は
れ
る
種
子
が
、
平
安
朝
を
経
過
し
、
鎌
倉
に
入
り
、
漸
く
大
き
く
育
っ
て
来
て
、
松
下
氏
の
或
設
に
よ
れ
ば
、
南
北
朝
に
ま
で
、
足

を
つ
っ
こ
ん
で
‘
や
っ
と
成
長
が
と
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

’
宇
津
保
物
語
が
‘
様
々
の
中
篇
小
設
を
そ
の
傘
下
に
を
さ
め
て
行
っ
た
中
に
は
、
枕
草
子
の
停
へ
る
散
法
物
語
の
中
の
「
殿
う
つ
り
」
や
「
闘
ゆ
づ
り
」
と

言
ふ
名
の
中
篇
小
説
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
、
枕
草
子
に
停
へ
る
も
の
は
、
そ
の
内
容
は
諮
ら
な
い
が
、
「
殿
う
つ
り
」
や
「
閤
ゆ
づ
り
」
と
一
吉
ふ
名

は
充
分
そ
の
内
容
を
想
像
さ
せ
る
上
に
、
多
分
、
題
材
と
し
て
も
趣
向
と
し
て
も
、
平
安
朝
時
代
に
は
好
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
ら
う
か
ら
、
同
類
の
小
説
は
い

く
つ
も
あ
っ
た
に
蓮
ひ
な
く
、
そ
れ
等
が
宇
津
保
に
集
中
し
て
行
っ
た
事
は
考
へ
ら
れ
よ
う
。

「
殿
う
つ
り
」
と
言
ふ
語
は
、
源
氏
物
語
の
『
玉
章
』
の
巻
に
出
て
来
る
。
前
の
巻
の
『
少
女
』
の
終
り
に
、
源
氏
の
君
の
六
僚
の
邸
が
完
成
し
、
方
々
が
美

々
し
い
行
列
を
つ
ら
ね
て
、
そ
れ
ん
＼
の
町
々
に
ひ
ぎ
う
つ
る
。
そ
れ
を
、
此
巻
の
始
め
の
所
で
、
夕
顔
の
女
房
の
右
近
が
、
自
分
の
女
主
人
の
夕
顔
の
上
が

、
、
、
、

生
き
て
ゐ
て
く
れ
た
ら
、
営
然
「
此
御
殿
移
り
の
敷
の
中
に
は
」
這
入
っ
た
事
だ
っ
た
ら
う
と
歎
息
す
る
所
が
あ
る
。
こ
れ
で
も
明
ら
か
な
様
に
、
車
に
、
御

邸
の
引
越
し
と
一
一
日
ふ
だ
け
の
事
で
な
く
、
自
分
の
宏
蛙
な
邸
の
中
に
、
あ
ち
こ
ち
に
ゐ
る
‘
交
渉
の
深
い
女
達
を
迦
へ
て
来
る
。
さ
う
言
ふ
内
容
を
特
に
持
っ

た
誇
ら
し
い
。
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平
安
朝
時
代
の
色
好
み
の
生
活
の
、
も
っ
と
も
華
や
か
な
理
怨
は
、
光
源
氏
の
六
僚
院
の
生
活
で
あ
ら
う
。
此
生
活
こ
そ
、
首
代
の
理
想
的
な
男
の
、
理
想

的
な
、
豪
春
な
生
活
で
あ
る
が
、
「
殿
う
つ
り
」
も
そ
の
色
好
み
の
男
の
柴
華
の
絶
頂
の
一
こ
ま
で
あ
り
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
「
殿
う
つ
り
」
を
主
題
と
し
た
中

篇
小
説
や
檎
巻
物
が
あ
っ
た
ら
う
と
言
ふ
事
は
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。
枕
草
子
に
停
へ
る
「
殿
う
つ
り
」
の
物
語
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
一
つ
で
あ
ら
う
と

思
は
れ
る
。

宇
津
保
物
語
で
は
、
唯
一
人
の
色
好
み
で
あ
る
、
兼
雅
が
、
此
殿
う
つ
り
を
行
ふ
。
『
臓
開
』
の
巻
、
上
中
下
三
巻
の
中
の
‘
大
き
な
心
刻
叫
出
の
一
つ
で
あ

る
。
宮
廷
や
大
貴
族
の
家
庭
を
物
語
の
舞
蚕
と
し
て
ゐ
る
長
篇
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
宇
津
保
が
少
し
も
色
好
み
ら
し
い
色
好
み
を
書
い
て
ゐ
な
い
の
は
前
に

言
っ
た
が
、
そ
の
中
で
、
兼
雅
だ
け
は
、
と
も
か
く
色
好
み
の
生
活
を
し
て
ゐ
る
。

宇
津
保
の
可
閣
議
』
上
中
下
三
巻
は
、
王
氏
た
る
源
雅
頼
の
女
、
あ
て
宮
の
皇
子
が
皇
太
子
と
な
る
か
、
他
氏
た
る
藤
原
乗
雅
の
女
、
梨
牽
腹
の
皇
子
が
立

つ
か
の
事
ひ
が
、
大
き
な
ぷ
ろ
っ
と
と
な
っ
て
ゐ
る
各
々
方
、
宇
津
保
の
中
で
も
最
も
物
語
的
に
躍
動
し
て
ゐ
る
部
分
で
あ
る
。
而
も
、
営
然
重
要
な
位
置
を

占
め
て
ゐ
る
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
外
の
巻
々
に
は
現
れ
な
い
で
、
閣
議
り
の
事
件
に
だ
け
、
聾
一
星
の
様
に
現
れ
て
主
役
を
つ
と
め
、
そ
の
ま

L

消
え
て
行
く

人
物
が
ゐ
た
り
す
る
の
で
、
此
も
先
行
す
る
中
篇
小
説
を
思
は
せ
る
。

お
そ
ら
く
王
氏
と
他
氏
と
が
、
そ
れ
ん
＼
の
出
自
を
意
識
し
て
、
そ
の
野
立
感
情
を
最
も
激
化
さ
せ
る
の
は
、
ど
ち
ら
の
女
御
の
お
生
み
し
た
皇
子
が
、
儲

君
と
な
る
か
の
争
ひ
で
あ
ら
う
か
ら
、
枕
草
子
の
頃
に
、
既
に
そ
れ
を
主
題
と
し
た
中
篇
小
説
が
あ
っ
た
事
は
う
な
づ
け
る
。
だ
か
ら
枕
草
子
の
「
園
ゆ
づ
り
」

の
内
容
も
、
大
健
推
測
す
る
事
が
出
来
る
だ
ら
う
。
殊
に
注
E試
す
べ
き
事
は
、
現
貨
の
世
界
の
藤
氏
（
他
氏
）
査
感
に
濁
し
て
、
源
氏
と
ベ
一
一
口
ひ
宇
津
保
と
一
言
ひ
、

物
語
の
世
界
で
は
、
王
氏
が
築
え
て
ゐ
る
事
だ
。

問
、
先
行
す
る
中
篇
小
説

そ
の
三

か
う
言
ふ
様
に
、
長
篇
小
説
以
前
に
、
充
分
世
人
の
興
味
を
遭
い
た
中
篇
小
説
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
も
と
の
主
題
を
と
ど
め
た
ま

λ

で
、
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な
構
成
の
一
部
分
に
と
り
こ
ま
れ
て
行
く
と
言
ふ
事
は
、
日
本
の
物
語
の
成
長
の
過
程
に
は
‘
か
な
り
明
ら
か
な
事
賞
で
あ
っ
た
事
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
‘

宇
津
保
の
吋
忠
こ
そ
』
の
巻
‘
及
ぴ
そ
れ
の
宇
津
保
全
睦
へ
の
結
び
つ
き
は
‘
殊
に
明
ら
か
に
、
そ
の
過
程
を
物
語
っ
て
ゐ
る
様
だ
。

忠
こ
そ
と
言
ふ
の
は
、
時
の
右
大
臣
橘
千
蔭
と
、
一
世
の
源
氏
た
る
北
の
方
の
聞
に
出
来
た
子
で
あ
る
が
、
母
君
は
平
く
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
。
そ
の
頃
、

左
大
臣
源
忠
騒
が
亡
っ
て
、
北
の
方
が
残
っ
て
ゐ
た
が
、
此
北
の
方
が
、
千
蔭
の
迷
惑
を
も
か
ま
は
ず
に
、
し
き
り
に
交
渉
を
生
じ
よ
う
と
す
る
。
千
蔭
は
心

ナ
L

ま
ぬ
な
が
ら
、
北
の
方
の
名
替
を
も
思
っ
て
、
過
賞
に
あ
っ
か
つ
て
ゐ
る
。
忠
こ
そ
は
、
忠
艇
の
姪
に
あ
た
る
あ
こ
君
に
懸
想
す
る
の
だ
が
、
千
蔭
に
つ

れ
な
く
扱
は
れ
て
ゐ
る
北
の
方
は
、
忠
こ
そ
に
「
気
色
あ
る
消
息
」
を
治
る
様
に
な
る
。
忠
こ
そ
を
父
の
千
蔭
の
身
代
り
に
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
き
っ
ぱ

り
と
断
ち
れ
て
、
こ
れ
か
ら
忠
こ
そ
を
恨
む
様
に
な
り
、
好
計
を
用
ゐ
て
父
子
の
聞
を
さ
か
う
と
ナ
る
が
、
父
の
千
蔭
は
な
か
ノ
＼
そ
の
計
に
陥
ら
な
い
。
し

ま
ひ
に
‘
父
に
到
し
て
横
し
ま
な
計
童
を
た
て
ふ
ゐ
る
と
言
ふ
事
を
、
ま
こ
と
し
や
か
に
人
か
ら
聞
か
さ
れ
て
、
千
蔭
が
ふ
と
忠
こ
そ
に
そ
の
不
満
を
洩
ら
し

た
の
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
忠
こ
そ
は
出
奔
し
て
し
ま
ふ
。
後
に
其
事
情
が
氷
解
し
て
、
千
蔭
は
焦
れ
死
に
し
て
し
ま
ひ
、
北
の
方
の
方
は
零
落
し
て
、
こ

れ
も
さ
す
ら
う
て
、
し
ま
ふ
。
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、
此
纏
母
子
の
話
は
、
橋
子
い
ぢ
め
の
物
語
と
し
て
簡
略
に
し
て
み
る
と
、
そ
の
ぼ
い
ん
と
は
．

m

能
子
が
男
の
子
で
あ
る
こ
と
。

問
縫
子
い
ぢ
め
の
原
因
を
、
母
の
子
に
劃
す
る
よ
こ
し
ま
な
る
懸
が
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
事
に
し
て
ゐ
る
こ
と
。

か
う
言
ふ
一
つ
の
剖
川
刈
に
し
て
み
る
と
、
室
町
以
後
の
小
説
に
出
て
来
る
「
愛
護
若
」
の
系
統
の
話
と
同
じ
類
型
に
は
い
る
。
浄
瑠
璃
で
有
名
に
な
っ
た
「
播

州
合
邦
辻
」
の
、
玉
手
’
塑
剛
と
俊
徳
丸
の
話
も
、
勿
論
此
系
統
の
物
語
で
あ
る
。

縫
子
が
女
で
あ
る
場
合
の
縫
子
い
ぢ
め
の
話
は
、
室
町
の
小
説
や
、
特
に
「
昔
話
」
に
到
っ
て
非
常
に
護
達
し
て
ゐ
る
が
、
男
の
子
で
あ
る
場
合
と
は
、
蓮

ホ
〉
司

っ
た
遭
を
遁
っ
た
か
の
如
く
、
趣
き
が
艶
っ
て
ゐ
て
‘
殊
に
目
立
つ
の
は
、
縫
母
の
腹
を
い
た
め
た
子
、
本
子
と
言
ふ
べ
き
者
が
針
立
し
て
現
れ
吃
ゐ
る
事
だ
。

而
も
、
本
子
は
何
の
意
志
も
な
い
人
聞
で
あ
る
事
が
多
い
の
に
見
て
も
、
縫
子
本
子
の
鈎
立
が
、
本
来
の
も
の
で
な
い
事
が
推
測
さ
れ
る
。
勿
論
後
に
は
本
子
－

が
数
名
に
な
っ
て
、
そ
の
中
の
末
娘
が
縫
子
の
同
情
者
と
な
っ
て
来
た
り
、
一
人
の
場
合
に
も
、
本
子
が
母
親
の
意
志
に
反
し
て
、
縫
子
に
同
情
的
に
な
っ
た



り
し
て
ゐ
る
。
‘
併
‘
さ
う
言
ふ
風
に
設
注
し
て
来
た
も
の
で
も
、
叉
、
男
の
子
の
場
合
で
も
女
の
子
の
場
合
で
も
、
共
通
し
て
考
へ
ら
れ
る
事
は
、
縫
子
が
何

故
憎
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
の
か
と
一
一
一
一
日
ふ
拡
に
つ
い
て
の
説
明
が
納
得
出
来
な
い
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
殊
に
女
の
耀
子
は
、
初
め
か
ら
、
い
ぢ
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
星
の
下
に
生
れ
て
来
た
と
し
か
思
は
れ
な
い
一
生
を
諮
っ
て
ゐ
る
。
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
理
由
は
、
ど
う
も
我
々
の
求
め
て
ゐ
る
理
由
立
は
な
い
。
此

は
男
の
場
合
で
も
さ
う
で
あ
る
。
忠
こ
そ
が
出
奔
、
流
離
の
生
活
を
諮
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
と
し
て
、
物
語
自
身
が
説
い
て
ゐ
る
の
は
、
や
は
り
我
々
を
満
足

さ
せ
な
い
。

殊
に
忠
こ
そ
の
話
の
注
意
を
惹
く
賂
は
、
北
の
方
の
好
計
の
部
分
に
力
が
こ
め
ら
れ
て
ゐ
て
、
北
の
方
つ
ま
り
縫
母
の
位
置
の
人
が
、
忠
こ
そ
に
懸
想
す
る

前
後
は
、
物
語
自
身
暖
昧
で
あ
り
、
更
に
、
縫
子
い
ぢ
め
に
と
っ
て
は
大
事
な
要
素
と
思
は
れ
る
、
総
子
の
流
離
諒
が
、
殆
ど
脱
落
し
て
了
っ
て
ゐ
る
。
其
黙

で
は
、
「
愛
護
若
」
の
方
が
、
飴
程
古
風
を
と
ど
め
て
ゐ
て
、
縫
子
い
ぢ
め
の
物
語
の
歴
史
は
、
逆
流
し
て
ゐ
る
と
一
一
一
回
っ
て
よ
い
。

縫
子
が
い
ぢ
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
流
離
す
る
事
は
、
二
段
階
に
考
へ
て
み
る
方
が
よ
い
。
い
ぢ
め
ら
れ
る
話
は
、
根
本
に
あ
る
の
は
‘
年
齢
通
過
儀

式
の
折
の
試
練
と
、
結
婚
の
資
格
の
有
無
の
検
査
の
篤
の
試
練
と
で
あ
る
。
此
烈
し
い
試
練
に
堪
へ
得
な
け
れ
ば
、
人
は
、
一
人
前
（
成
年
）
と
認
め
ら
れ
な

か
ヴ
た
し
、
結
婚
し
う
る
資
格
が
あ
る
と
‘
枇
曾
的
に
認
容
せ
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
警
へ
ば
古
事
記
の
大
闘
主
命
の
話
も
そ
れ
で
、
殆
ど
殺
さ
れ

て
了
ふ
程
の
惨
虐
な
目
に
曾
ふ
の
だ
が
、
そ
れ
に
堪
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
図
を
統
治
す
る
一
人
前
の
者
と
も
な
れ
な
い
の
だ

L

．
素
妾
鳴
曾
の
試
練
に
堪
へ
て

初
め
て
、
そ
の
娘
を
輿
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
い
ぢ
め
ら
れ
る
話
に
は
、
初
め
は
幸
一
瞬
な
交
換
僚
件
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
る
中
は
、
決
し
て
惨
虐

で
も
な
ん
で
も
な
か
っ
た
の
だ
が
、
ど
う
言
ふ
誇
か
、
幸
一
脳
な
交
換
僚
件
を
失
っ
た
篤
に
、
い
ぢ
め
る
話
の
惨
虐
さ
だ
け
が
目
に
つ
く
様
に
な
っ
た
の
だ
。

纏
母
と
言
ふ
位
置
に
立
つ
、
い
ぢ
め
る
人
間
も
、
通
過
儀
式
の
際
の
助
成
者
を
考
へ
れ
ば
、
或
馳
説
明
が
つ
く
だ
ら
う
。
母
代
り
の
「
ま
‘
ご
と
一
一
日
は
れ
た

役
の
者
が
を
つ
て
‘
此
の
教
育
に
よ
っ
て
、
一
人
前
に
潟
上
げ
ら
れ
て
行
く
の
だ
が
、
此
「
ま
、
ご
が
性
格
を
か
へ
て
来
て
、
現
質
的
な
感
情
の
さ

L

く
れ
だ

っ
た
者
に
な
っ
て
来
る
と
、
家
庭
生
活
の
中
の
縫
母
と
一
一
日
ふ
者
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

室
町
の
小
説
類
を
見
る
と
、
純
粋
の
縫
子
い
ぢ
め
の
話
は
少
く
‘
む
し
ろ
懸
ひ
物
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
女
主
人
公
の
姫
君
の
境
遇
を
説
明
す
る
部
分
に
、
姫

が
様
子
で
あ
る
事
を
説
い
て
ゐ
る
．
と
一
一
一
日
っ
た
形
の
も
の
が
多
い
。
謂
は
て
態
愛
諒
に
、
縫
子
い
ぢ
め
の
話
が
乗
り
か

λ

っ
て
来
て
ゐ
る
の
だ
が
、
や
が
て

。
。



そ
の
部
分
が
人
気
を
得
て
、
態
愛
語
のh
hを
ぬ
ぎ
捨
て
L
し
ま
っ
た
と
み
る
べ
き
も
の
が
多
い
。
だ
か
ら
純
粋
な
縫
子
い
ぢ
め
の
話
の
多
い
「
昔
話
」
で
は
、

主
人
公
の
女
の
子
の
年
齢
も
ず
っ
と
低
く
な
っ
て
来
る
。
こ
れ
は
、
聞
手
の
年
齢
の
低
下
も
さ
る
事
な
が
ら
、
主
題
が
、
轡
愛
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
事
情
を
考

へ
に
入
れ
な
け
れ
ば
注
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
．
と
も
す
る
と
そ
の
終
結
が
、
殿
様
が
迎
へ
に
来
た
り
し
て
ゐ
る
の
は
、
や
は
り
出
生
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
残
つ

T

ゐ
る
の
だ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

此
に
鞠
し
て
、
縫
子
が
男
の
子
で
、
縫
母
に
懸
ひ
を
し
か
け
ら
れ
、
流
離
し
て
行
く
話
は
、
出
生
が
い
さ

L

か
蓮
ふ
様
で
あ
る
。
停
説
の
も
ち
う
ふ
と
し
て

は
蓮
ふ
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

繕
母
と
縫
子
と
の
穣
愛
で
、
ご
く
平
い
話
は
、
神
武
天
皇
の
后
、
い
す
け
よ
り
援
に
、
腹
違
ひ
の
子
、
た
ぎ
し
み

λ

の
命
が
穣
ひ
を
し
か
け
る
話
が
古
事
記

に
あ
る
。
命
は
ー
そ
の
轡
ひ
を
遂
げ
る
震
に
、
援
の
腹
に
出
来
た
弟
達
を
殺
さ
う
と
し
．
逆
に
‘
弟
に
よ
っ
て
滅
さ
れ
る
。

も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
ゐ
る
の
は
、
源
氏
物
語
の
藤
吉
女
御
と
光
源
氏
と
の
穣
ひ
で
、
此
穣
愛
は
、
纏
母
が
縫
子
の
子
を
生
む
と
一
一
一
日
ふ
所
に
ま
で
進
ん
で
ゐ

る
。
源
氏
の
君
が
、
須
磨
に
流
通
の
生
活
を
諮
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
も
、
そ
こ
で
天
境
地
妖
に
遭
遇
す
る
の
も
‘
結
婚
等
級
の
観
れ
が
神
の
怒
り
に
踊
れ

た
の
だ
と
見
る
べ
き
だ
ら
う
。
現
在
の
源
氏
で
は
、
政
治
の
過
ち
に
封
ず
る
天
鑓
の
様
に
読
か
れ
て
ゐ
る
が
、
作
者
も
忘
れ
て
ゐ
る
根
本
に
、
そ
れ
が
あ
る
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

忠
こ
そ
が
出
奔
し
流
離
の
生
活
を
送
り
、
忠
経
の
北
の
方
が
零
落
し
て
漂
泊
す
る
の
も
、
「
愛
護
若
」
が
流
離
し
て
死
に
、
纏
母
も
死
罪
に
行
は
れ
る
の
也
、

や
は
り
根
本
に
、
き
う
し
た
観
れ
を
許
さ
ぬ
神
の
怒
り
が
あ
っ
た
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

お
よ
そ
馳
け
足
で
‘
日
本
の
纏
子
い
ぢ
め
の
話
の
展
望
を
終
へ
た
が
、
以
上
で
、
『
忠
こ
そ
』
の
巻
が
‘
中
篇
と
し
て
濁
立
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
事
、
縫

子
い
ぢ
め
の
話
と
し
て
は
、
か
な
り
進
ん
だ
時
代
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
事
の
説
明
は
つ
い
た
事
に
し
て
お
く
。

此
巻
の
濁
立
性
、
他
の
巻
々
と
の
闘
係
の
な
さ
は
、
前
に
述
べ
た
「
第
四
段
を
取
り
除
い
た
『
俊
蔭
』
の
巻
」
を
思
は
せ
る
程
で
あ
る
。
以
下
、
宇
津
保
全

盟
と
此
巻
と
の
関
係
を
見
て
行
く
の
だ
が
、

山
登
場
人
物
が
他
の
巻
と
共
通
し
て
ゐ
る
こ
と
。

-19-



吋
俊
蔭
』
の
巻
に
此
巻
の
話
を
匂
は
し
て
ゐ
る
こ
とo

m

俊
蔭
の
持
ち
俸
へ
た
琴
の
話
。

と
、
こ
の
三
鮪
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

(2) 

左
大
臣
忠
艇
の
名
も
右
大
臣
千
蔭
の
名
も
、
同

u

藤
原
の
君
』
可
俊
蔭
』
の
雨
巻
に
出
て
来
て
ゐ
る
が
、
其
雨
巻
で
は
、
主
流
か
ら
は
づ
れ
た
人
物
で
、
格
別
の

事
は
な
い
。
勿
論
、
千
蔭
に
忠
こ
そ
と
言
ふ
、
ナ
守
れ
た
子
息
の
あ
る
事
は
物
語
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

同
信
組
降
蔭
』
の
巻
に
は
‘
兼
職
が
、
年
を
隔
て

L

仲
忠
母
子
に
逢
ひ
、
母
子
を
京
の
邸
に
迦
ヘ
ょ
う
と
す
る
時
に

昔
千
蔭
の
お
と
ど
の
た
ど
一
人
子
を
憐
母
に
謀
ら
れ
て
、
今
は
一
菅
に
も
聞
え
ず
と
な
む
言
ふ
な
る

と
‘
策
雄
が
語
る
所
が
あ
る
。
此
は4
忠
こ
そ
』
の
巻
の
内
容
を
肢
に
平
く
もl
i

平
く
と
言
ふ
の
は
‘
普
通
の
巻
序
で
守
忠
こ
そ
』
が4
俊
蔭
』
の
弐
の
弐

の
巻
だ
か
ら
言
ふ
の
だ
がl
i

こ
h
A
で
言
っ
て
ゐ
る
の
か
、
郎
、
司
忠
こ
そ
』
の
巻
ぼ
、
『
俊
蔭
』
の
巻
の
此
部
分
が
書
か
れ
た
時
．
既
に
出
来
上
っ
て
ゐ
た
事

キ
レ

に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
『
忠
こ
そ
』
の
巻
の
も
とA
な
っ
た
中
篇
小
説
の
事
を
言
っ
て
ゐ
る
の
か
問
題
に
な
る
。
併
‘
一
一
唐
重
要
な
の
は
‘
琴
の
話
で
あ
る
。

キ
レ
ヨ
ト

俊
蔭
が
持
ち
停
へ
た
十
二
の
琴
の
琴
の
中
、
二
つ
の
琴
の
名
が
此
巻
に
出
て
来
る
。

、
、
、

7

そ
の
中
、
か
た
ち
風
と
言
ふ
名
の
琴
は
、
源
忠
粧
が
俊
蔭
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
死
後
、
北
の
方
の
財
産
と
な
っ
て
ゐ
た
謬
だ
が
、
零
落
の
後
に
、

源
雅
頼
に
高
石
で
買
っ
て
貰
っ
た
と
言
ふ
事
が
出
て
ゐ
る
。
後
に
、
あ
て
宮
が
か
た
ち
風
を
弾
く
事
が
度
々
あ
る
が
、
此
時
・
に
、
雅
樹
の
家
の
財
産
と
な
っ
た

の
だ
。

、
、
、
を
り
め
風
（
お
り
め
風
と
も
書
か
れ
て
ゐ
る
）
は
橘
千
蔭
が
俊
蔭
か
ら
贈
ら
れ
た
の
だ
が
、
子
の
忠
こ
そ
が
愛
用
し
て
ゐ
た
。
忠

ζ

そ
出
奔
の
折
、
離
れ
に

く
い
事
が
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
梅
壷
の
君
に
物
を
申
上
げ
る
事
も
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
こ
と
、
ま
う
一
つ
は
、
を
り
め
風
を
弾
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
こ

リ
ウ
B
ク

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
忠
こ
そ
は
、
を
り
め
風
の
龍
角
の
所
に
、
別
れ
の
歌
を
血
を
も
っ
て
書
き
つ
け
て
お
い
た
。
後
に
事
情
を
知
っ
た
千
蔭
は
、
歎
き
の
あ

ま
り
、
此
琴
を
こ
は
し
て
悌
像
を
作
ら
う
と
し
た
が
、
力
を
用
ゐ
て
も
こ
は
れ
る
所
か
、
傷
も
つ
か
な
い
。
其
中
に
大
空
が
か
き
曇
っ
て
、
雨
降
り
雷
鳴
っ
て
、

琴
を
宙
天
高
く
巻
き
上
げ
て
し
ま
っ
た
。

A
U
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此
場
合
、
梅
査
の
こ
とL
を
り
め
風
の
こ
と
L

は
、
い
か
に
も
卒
然
と
出
て
来
る
。
梅
査
の
こ
と
は
、
可
忠
こ
そ
』
の
巻
で
、
途
に
は
っ
き
り
し
な
い
。
は
じ

め
は
あ
こ
君
と

J一
一
一
口
ふ
女
の
，
人
と
の
事
が
出
て
来
る
の
だ
が
、
出
奔
の
時
に
は
あ
こ
君
の
事
が
な
く
、
を
り
め
風
も
、
何
か
無
理
に
忠
こ
そ
に
結
ぴ
つ
け
た
様
な

感
が
し
な
い
で
も
な
い
。
梅
震
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
・
、
を
り
め
風
の
事
は
、
宇
津
保
と
し
て
は
意
味
あ
る
結
ぴ
つ
き
で
あ
る
。

五
、
宇
津
保
物
一
訟
の
改
作
そ
の

清
原
俊
蔭
は
、
二
十
三
年
に
及
ぶ
長
い
漂
流
の
後
に
、
漸
く
日
本
の
園
に
踊
っ
て
来
た
が
、
其
折
に
十
二
の
琴
を
持
ち
踊
っ
た
。
其
漂
流
中
俊
蔭
は
、
波
斯

7

ス
ラ

閥
よ
り
も
更
に
遠
い
、
仰
菩
薩
や
天
人
の
常
に
行
会
」
通
ふ
所
ま
で
行
き
、
阿
修
羅
が
切
り
こ
な
す
木
を
貰
び
う
け
て
、
三
十
の
琴
を
作
り
、
天
女
を
母
と
し
て

生
れ
た
七
人
の
人
々
か
ら
、
極
柴
浄
土
、
の
柴
の
一
昔
に
通
ふ
琴
の
手
を
、
こ
と
ご
と
く
弾
ぎ
と
っ
て
来
た
。
三
十
の
中
、
殊
に
秀
れ
た
二
つ
に
は
‘
天
女
自
ら
、

、
、
ブ
、
、

7

な
ん
風
・
は
し
風
の
名
を
付
け
、
此
二
つ
は
人
に
聞
か
せ
て
は
い
け
な
い
、
此
二
つ
の
一
音
の
す
る
所
へ
は
、
裟
婆
世
界
で
あ
ら
う
と
も
必
ず
訪
は
う
と
約
束
す

る
。
残
り
の
二
十
八
の
中
、
十
の
琴
に
、
七
人
の
天
女
の
子
建
が
、
血
を
以
っ
て
名
を
書
お
じ
つ
け
た
。
ほ
か
の
白
木
の
十
八
は
、
俊
蔭
は
世
話
に
な
っ
た
七
人

の
人
々
や
、
そ
の
他
に
贈
り
物
に
し
て
し
ま
ふ
。
少
し
宇
津
保
自
身
の
書
き
方
が
陵
昧
だ
が
、
多
分
作
者
は
、
命
名
さ
れ
た
十
二
の
琴
を
持
ち
蹄
っ
た
と
一
一
一
口
ふ
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つ
も
り
で
あ
ら
う
。

7
j
l

ソ
ウ

天
人
達
の
話
に
よ
る
と
、
俊
蔭
は
、
天
の
提
て
に
よ
っ
て
、
天
の
下
に
琴
に
よ
っ
て
族
を
立
つ
べ
き
人
で
あ
る
と
の
事
で
あ
り
、
叉
、
天
女
を
母
と
し
た
七

キ
－J
J
J

ウ

人
の
人
々
に
嘗
る
人
を
、
二
一
代
の
孫
に
得
る
で
あ
ら
う
と
預
言
さ
れ
る
。
俊
蔭
の
血
筋
の
者
は
、
「
琴
の
族
」
と
呼
ば
れ
る
宿
命
が
、
天
の
提
て
に
よ
っ
て
既
に

き
ま
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
か
包
し
た
物
語
を
中
心
と
し
た
、
俊
蔭
漂
流
諌
を
以
っ
て
始
ま
る
宇
津
保
物
語
は
、
琴
の
族
の
物
語
と
じ
て
展
開
し
て
行
く
様
な

強
想
を
、
議
者
に
抱
か
せ
る0

・

俊
蔭
は
騎
朝
し
て
、
十
二
の
琴
を
そ
れ
ん
＼
分
回
す
る
。
そ
れ
は
、
琴
の
族
が
接
大
し
て
、
宇
津
保
物
語
が
、
恰
も
水
論
俸
の
如
く
、
入
犬
俸
の
如
く
、
琴

を
持
ち
停
へ
た
人
々
の
物
語
と
し
て
、
展
開
し
て
行
く
の
か
、
と
言
ふ
様
な
諜
想
を
さ
へ
、
讃
者
に
も
た
せ
る
の
で
あ
る
。



な
ん
風
・
は
し
風
の
二
つ
は
、
俊
蔭
は
こ
れ
を
一
人
娘
に
停
へ
る
。
人
に
見
せ
て
は
い
け
な
い
。
幸
ひ
あ
ら
ば
其
幸
ひ
の
き
は
ま
る
時
、
繭
ひ
極
ま
る
身
な

ら
ば
や
は
り
其
繭
ひ
の
頂
上
に
、
此
琴
を
か
き
鳴
ら
せ
と
教
訓
す
る
。
此
は
俊
底
の
そ
の
娘
へ
の
遺
言
と
な
っ
た
。

俊
蔭
女
は
、
仲
忠
と
共
に
、
山
の
う
つ
ぼ
に
隠
れ
る
時
に
、
此
琴
を
持
っ
て
行
く
。
そ
し
て
此
山
が
東
側
か
ら
都
に
押
し
ょ
せ
た
兵
士
共
に
荒
ら
さ
れ
や
う

と
し
た
時
、
身
の
危
険
を
感
じ
た
母
子
は
、
な
ん
風
を
取
り
出
し
て
演
奏
す
る
。
山
の
木
こ
ぞ
り
て
倒
れ
、
山
さ
か
さ
ま
に
崩
れ
て
、
立
ち
回
ん
だ
兵
士
共
は
、

忽
に
埋
れ
て
し
ま
っ
た
。

此
な
ん
風
の
一
菅
は
、
仲
忠
の
賓
父
、
印
、
嘗
て
俊
践
女
と
一
夜
の
契
り
を
結
ん
で
、
そ
の
ま

L

打
絶
え
て
し
ま
っ
た
、
右
大
将
藤
原
乗
雅
を
、
山
の
う
つ
ぼ

に
ま
で
、
導
い
て
来
る
。
此
再
曾
に
よ
っ
て
、
仲
忠
母
子
は
兼
雄
に
迎
へ
と
ら
れ
、
以
後
順
調
な
人
生
に
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
（
可
俊
蔭
』
）
。

遥
か
に
巻
を
へ
だ
て
弘
、
最
終
巻
の
可
棲
上
』
の
下
巻
で
、
仲
忠
が
、
共
子
犬
宮
に
、
三
代
に
俸
は
る
琴
の
手
を
教
へ
、
い
よ
ノ
＼
棲
の
上
よ
り
下
り
る
時

に
、
噂
を
聞
い
て
、
上
皇
を
初
め
、
営
時
の
上
流
貴
族
が
悉
く
集
っ
て
来
る
。
一
日
は
じ
仲
忠
一
家
の
名
替
の
頂
上
で
あ
る
が
、
此
時
、
は
し
風
が
演
奏
さ
れ
る

0

．
官
が
騒
し
く
鳴
り
ひ
ら
め
た
』
、
地
震
の
様
に
大
地
が
ゆ
ら
ぎ
、
俄
に
池
の
水
が
た

L

へ
て
溢
れ
出
る
、
と
言
っ
た
奇
瑞
が
現
れ
る
。

な
ん
風
・
は
し
風
の
記
述
も
、
細
か
い
貼
で
は
、
多
少
、
辻
棲
の
あ
は
な
い
所
も
あ
る
が
、
大
館
首
尾
一
貫
し
て
ゐ
る
。
（
凶
に
、
琴
の
名
の
風
は
、
「
ふ
」

、
、
、
、
、
、

と
訓
ん
で
ゐ
る
o

守
吹
上
』
の
巻
の
上
に
、
や
ど
も
り
か
ぜ
と
あ
る
が
誤
り
で
あ
ら
う
。
拾
芥
抄
に
記
す
琴
の
名
器
の
中
に
、
松
風
・
南
風
一
五
々
と
あ
る
が
、
こ

れ
を
何
と
訓
む
か
、
拾
芥
抄
自
身
で
は
諮
ら
な
い
）
。

二
つ
の
名
器
な
ん
風
は
し
風
を
除
い
た
琴
は
、

m
w
り
う
か
く
風
俊
蔭
女
の
も
の
と
な
り
、
仲
忠
に
俸
は
り
、
娘
の
犬
宮
に
俸
は
る
（
可
賊
開
』
上
）
。

問
ほ
そ
を
風
俊
蔭
は
ま
づ
自
分
の
も
の
と
し
、
俊
蔭
弐
仲
忠
と
停
は
るo
勺
吹
上
』
の
下
位
也
、
紳
泉
苑
の
紅
葉
賀
で
、
帝
の
手
に
こ
の
琴
が
あ
る
の
は
を

か
し
い
。

間
や
ど
も
り
風

仰
せ
た
風

ス
ザ
・
ン

俊
蔭
は
こ
れ
を
我
家
に
残
し
た
が
、
仲
忠
は
犯
伊
凶
吹
上
演
に
、
減
涼
を
訪
問
し
た
折
．
涼
に
贈
っ
た
。
以
後
消
息
な
し
。

嵯
峨
帝
に
贈
る
。
策
雅
が
、
う
つ
ぼ
の
仲
忠
母
子
を
議
見
す
る
に
到
る
時
、
空
に
ひ
ど
く
な
ん
風
の
昔
を
聞
い
て
、
宮
中
に
あ
る
せ
た
風
と
一
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つ
仲
間
の
も
の
だ
ら
う
と
想
像
す
る
所
が
あ
る
。
俊
蔭
の
停
へ
た
琴
が
、
細
か
く
使
は
れ
て
ゐ
る
。

や
ま
も
り
風
隣
峨
院
の
后
宮
に
贈
る
。
後
に
仲
忠
に
降
下
し
た
朱
雀
院
の
女
一
の
宮
が
宮
中
で
演
奏
す
る
所
が
あ
る
か
ら
（
勺
閑
譲
』
上
）
、
此
も
宮
中

(5) (7) (6）に
停

』ま』ま
なつ
ぞた
の。

風

春
宮
、
後
の
朱
雀
院
に
贈
る
。
涼
が
後
に
宮
中
で
ひ
く
事
が
あ
る
（
『
吹
上
』
下
）
。

春
宮
の
女
御
、
印
、
源
雅
樹
の
大
君
、
仁
毒
殿
の
女
御
に
贈
る
。
し
か
し
、
後
、
噂
を
聞
か
な
い
。

m
w

前
述
。
白
雅
一
頼
の
家
に
俸
は
っ
た
此
琴
を
、
あ
て
宮
が
、
春
日
紳
祉
の
枇
頭
で
演
秦
ず
る

0

・
此
琴
の
一
音
が
事
き
と
な
っ
て
、
出
奔
し
た
忠
こ
そ

が
護
見
せ
ら
れ
る
。
忠
こ
そ
は
雅
頼
と
、
昔
の
若
か
っ
た
頃
の
物
語
を
し
、
此
時
か
い
ま
見
た
こ
と
か
ら
、
あ
て
宮
に
思
ひ
っ
く
（
『
梅
の
花
笠
』
）
。
琴
の
一
菅
の

な
か
だ
ち
に
よ
っ
て
醤
知
が
再
曾
ず
る
趣
向
は
、
乗
雅
と
仲
忠
母
子
と
の
再
曾
の
趣
向
と
同
じ
だ
が
、
神
秘
的
な
、
琴
の
奇
硝
を
一
吉
は
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
ら

う
。
女
一
の
宮
が
や
ま
も
り
風
を
ひ
い
た
時
、
既
に
春
宮
の
女
御
と
な
っ
て
ゐ
た
あ
て
宮
が
こ
れ
を
ひ
い
て
ゐ
る
か
ら
、
雅
頼
か
ら
あ
て
宮
に
俸
は
り
、
あ
て

、
宮
は
此
を
携
へ
て
、
入
内
し
た
の
だ
ら
う
。

聞
を
り
め
風
前
述
。

問
あ
は
れ
風
名
の
み
早
え
て
記
述
な
し
。

か
う
一
一
日
ふ
風
に
、
宇
津
保
物
語
か
ら
、
琴
の
銘
々
停
と
も
一
三
日
ふ
べ
き
も
の
を
抜
き
書
き
し
て
作
っ
て
み
る
と
、
錯
凱
の
多
い
宇
津
保
と
し
て
は
、
割
合
に
前

後
の
祉
れ
が
少
い
。
勿
論
例
に
よ
っ
て
、
せ
い
ひ
・
一
一
一
千
年
・
き
り
か
ぜ
と
斗
一
一
口
っ
た
様
な
、
前
後
無
闘
係
の
琴
の
名
が
卒
然
と
出
て
来
た
り
は
す
る
が
、
主
要

人
物
の
名
や
年
に
さ
へ
混
観
の
あ
る
宇
津
保
の
こ
と
だ
か
ら
、
多
少
の
事
は
寛
恕
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

昔
の
物
語
の
も
つ
一
つ
の
傾
向
と
し
て
、
家
々
に
俸
は
る
章
一
器
名
賓
に
闘
す
る
記
述
段
、
大
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
其
物
語
に
封
ず
る
讃
者
の
信
頼
を
か

ち
得
る
、
大
事
な
僚
件
と
な
っ
て
ゐ
た
。
従
っ
て
、
其
記
述
は
、
正
確
さ
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
に
関
聯
し
て
、
柴
器
の
場
合
は
、
そ
れ
の
演
奏
の
技
術

の
倖
統
に
つ
い
て
も
、
確
か
な
書
、
雪
方
を
し
て
ゐ
る
。
平
安
朝
の
、
少
く
と
も
其
時
代
感
の
濃
厚
な
時
代
の
物
語
は
さ
う
で
あ
っ
た
。
た
と
へ
ば
源
氏
物
語
で

は
、
頭
中
幣
は
、
横
笛
の
名
人
で
、
こ
れ
が
そ
の
子
の
柏
木
の
右
衛
門
替
に
俸
は
っ
て
行
く
。

ζ

の
筋
は
源
氏
で
も
特
に
目
立
っ
て
ゐ
る
が
、
宇
津
保
の
琴
の

み
や
こ
風

か
た
ち
風

qa 
q
L
 



由
来
語
が
、
そ
れ
ん
＼
筋
道
だ
っ
て
書
か
れ
て
ゐ
る
事
は
、
重
賓
名
器
の
由
来
語
の
停
統
と
制
約
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。
前
代
の
、
物
語
の
さ
う

言
ふ
傾
向
、
讃
者
の
さ
う
し
た
噌
好
は
、
弐
の
代
の
重
費
名
器
の
奇
瑞
語
、
紳
秘
語
を
生
み
出
す
素
地
と
な
っ
た
。
近
世
の
小
説
戯
曲
に
、
い
や
に
な
る
程
出

て
来
る
「
お
家
の
軍
費
」
の
源
流
で
あ
る
。

右
の
銘
々
俸
の
形
に
整
理
し
た
も
の
で
は
看
過
せ
ら
れ
易
い
が
、
琴
が
、
宇
津
保
の
物
語
的
展
開
の
き
っ
か
け
に
活
用
さ
れ
て
ゐ
る
例
が
い
く
つ
も
あ
る
事

と
、
更
に
、
あ
て
宮
の
懸
怨
人
と
し
て
大
事
な
人
々
で
、
而
も
本
来
の
あ
て
宮
も
の
が
た
り
の
人
々
で
な
い
人
（
つ
ま
り
『
藤
原
の
君
』
の
巻
の
懸
想
人
で
な

い
人
々
）
は
、
殆
ど
、
俊
蔭
の
琴
に
関
係
が
あ
る
と
一
一
一
口
ふ
事
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
『
藤
原
の
君
』
の
巻
を
首
巻
と
し
て
、
現
在
の
宇
津
保
を
般
に
整
ヘ
て
み

る
と
、

第
一
巻

第
二
巻

藤
原
の
君
（
あ
て
宮
の
出
生
）

俊
蔭

嵯
峨
院
（
俊
蔭
の
琴
の
一
つ
を
俸
へ
た
仲
忠
と
言
ふ
懸
想
人
の
物
語
）
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第
三
巻

第
四
巻

梅
の
花
笠
（
俊
蔭
の
琴
の
一
つ
を
停
へ
た
忠
こ
そ
と
あ
て
宮
と
の
物
語
）

上
下
（
俊
蔭
の
琴
の
一
つ
を
停
へ
た
源
涼
と
あ
て
宮
と
の
物
語
）

こ
ん
な
風
な
整
理
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
或
時
期
の
改
作
者
に
は
、
こ
ん
な
計
萱
が
あ
っ
て
其
意
圃
の
も
と
に
宇
津
保
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
の
か

吹
上

忠
こ
そ

も
し
れ
な
い
と
さ
へ
思
は
せ
る
。

事
賞
、
前
に
述
べ
た
様
に
、
俊
蔭
漂
流
一
識
を
ぷ
ろ
ろ
お

f
、
と
す
る
宇
、
津
保
は
、
十
二
の
琴
を
持
ち
停
へ
た
人
々
に
ま
つ
は
る
物
語
と
し
て
展
開
し
て
行
き
さ

う
に
見
え
る
の
だ
が
、
そ
の
計
置
が
作
者
に
あ
っ
た
事
を
充
分
に
見
せ
な
が
ら
、
源
氏
の
三
分
の
ニ
に
及
ぶ
長
篇
宇
津
保
の
‘
そ
の
入
犬
停
式
水
論
俸
式
計
翠

は
、
失
敗
も
し
く
は
未
設
に
終
っ
て
ゐ
る
。

2

は
る
か
に
時
を
へ
だ
て
ヘ
江
戸
の
浮
瑠
璃
、
依
名
手
本
忠
臣
蔵
も
、
水
品
川
俸
式
趣
向
を
た
て

L

．
其
犬
序
に
ミ
落
ち
散
っ
た
る
兜
の
教
は
四
十
七
」
と
言

ひ
‘
此
か
ら
展
開
す
る
忠
臣
の
物
語
が
、
其
兜
の
一
つ
ノ
＼
を
得
た
人
々
の
物
語
だ
と
し
て
．
赤
穂
浪
士
の
銘
々
俸
を
書
か
う
と
し
て
ゐ
る
計
輩
を
見
せ
て
ゐ

る
が
、
大
序
の
作
者
の
計
霊
は
み
ご
と
に
裏
切
ら
れ
た
進
展
を
し
て
行
っ
て
し
ま
ふ
。



そ
し
て
、
宇
津
保
も
忠
臣
蔵
も
呆
し
得
な
か
っ
た
計
費
は
、
漸
く
馬
琴
が
入
犬
停
で
し
と
げ
た
。
馬
琴
は
多
分
宇
津
保
の
趣
向
は
知
ら
ず
、
多
分
忠
臣
蔵
の

削
刈
叫
に
よ
っ
て
、
八
犬
停
の
趣
向
を
水
論
俸
に
よ
っ
て
立
て
た
。
だ
か
ら
水
論
停
式
趣
向
と
一
一
一
日
ふ
賭
で
は
、
馬
琴
は
忠
臣
蔵
の
作
者
の
前
に
脱
帽
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
更
に
水
瀞
停
の
作
者
も
、
宇
津
保
を
通
し
て
、
多
分
宇
津
保
の
作
者
が
か
う
し
た
趣
向
を
借
り
よ
う
と
し
た
先
行
文
義

l
i

多
分
そ
れ
は
中

岡
文
皐
で
あ
ら
う
が
｜
i

に
、
敬
意
を
挽
は
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。

宇
津
保
物
語
に
出
て
来
る
「
琴
の
族
」
と
一
一
日
ふ
語
は
、
『
臓
開
』
の
上
に

こ
の
琴
の
族
あ
る
所
、
撃
す
る
所
に
は
：
：
：

と
あ
り
、
俊
蔭
の
流
れ
の
人
々
を
斥
し
て
ゐ
る
様
だ
が
、
私
は
こ
れ
を
や
ミ
由
民
く
、
俊
蔭
停
来
の
琴
を
停
へ
た
人
々
を
こ
め
て
さ
う
言
っ
て
ゐ
る
。

忠
こ
そ
と
一
一
一
口
ふ
、
先
行
す
る
中
篇
小
説
の
主
人
公
は
、
本
来
宇
津
保
と
関
係
は
な
か
っ
た
が
、
宇
津
保
の
何
番
目
か
の
改
作
者
の
手
に
よ
っ
て
、
宇
津
保
の

中
に
抱
合
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
び
つ
き
方
は
、
俊
蔭
の
停
へ
た
十
二
の
琴
の
中
の
一
つ
と
忠
こ
そ
と
を
結
び
つ
け
、
師
、
琴
の
族
の
一
人
と
し
て
の
資

5
 

9“ 

格
を
忠
こ
そ
に
興
へ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宇
津
保
の
登
場
人
物
と
L
て
来
た
の
で
あ
る
。
長
篇
宇
津
保
物
語
の
一
巻
と
し
て
、
甚
だ
ず
は
り
の
惑
い
『
忠
こ
そ
』

の
巻
も
、
か
う
考
へ
て
、
初
め
て
そ
の
所
を
得
る
事
に
な
る
だ
ら
う
。

ぃ
ハ
、
宇
津
保
物
語
の
改
作
そ
の

仲
忠
と
涼
と
はi
翠
，
の
族
の
物
語
と
し
て
考
へ
る
と
、
共
に
同
じ
く
俊
蔭
の
琴
を
停
へ
た
人
物
で
あ
る
が
、
現
在
の
物
語
の
中
に
溶
け
こ
ん
で
ゐ
て
、
割
立

も
し
く
は
並
立
す
る
人
物
と
し
て
目
立
っ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
、
先
行
す
る
中
篇
小
説
で
は
、
そ
の
存
在
は
か
な
り
並
立
的
で
あ
っ
た
様
だ
。

御
前
に
人
々
多
く
集
ひ
ゐ
て
、
物
語
の
良
し
悪
し
き
、
に
く
き
所
な
ど
を
定
め
言
ひ
し
ろ
ひ
、
涼
、
仲
忠
が
こ
と
な
ど
、
御
前
に
も
劣
り
勝
り
た
る
事
な
ど

仰
せ
ら
れ
け
るl
l

枕
草
子

国
融
院
の
御
時
に
や
、
宇
津
保
の
涼
仲
忠
と
い
づ
れ
勝
れ
る
と
論
じ
け
る
に
、
し
の
は
ら
は
涼
が
方
に
ゃ
あ
り
け
む

1
女
一
の
宮
は
仲
忠
が
方
に
在
し
け
る



に
や
、
い
づ
れ
を
い
る
L

な
ど
あ
る
に
、
も
の
な
一
吉
ひ
そ
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
と
も
か
く
も
言
は
で
在
し
け
る
を
、
一
一
一
口
ひ
お
こ
せ
給
う
け
れ
ば

沖
つ
汲
吹
上
の
演
に
家
居
し
て
、
一
人
ナ
ピ
し
と
思
ふ
ぺ
し
ゃ
は
｜i
公
任
卿
集

此
等
に
上
っ
て
み
る
と
、
二
人
が
、
其
優
劣
を
論
ぜ
ら
れ
る
様
な
立
場
に
あ
る
中
篇
小
識
が
、
早
く
あ
っ
た
事
が
想
像
出
来
る
。

現
在
の
宇
常
保
物
語
を
讃
ん
で
行
け
ば
、
仲
忠
は
絶
待
に
他
の
迫
随
を
許
さ
ぬ
程
に
‘
ぬ
け
出
て
ゐ
る
人
物
と
し
て
書
か
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
俊
蔭
の
漂
流
諌
の
効
果
も
う
ず
れ
て
了
ふ
し
、
天
人
の
三
代
の
孫
た
る
べ
き
仲
忠
が
、
外
の
人
と
ひ
と
し
な
み
に
扱
ほ
れ
で
は
、
護
者
の

期
待
に
そ
む
く
と
一
三
口
ふ
も
の
だ
。
そ
れ
が
巻
の
進
む
に
伴
れ
て
、
あ
て
宮
の
懸
想
人
と
し
て
は
‘
意
外
に
低
い
位
置
し
か
あ
た
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
殊
に
『
吹

上
』
の
巻
で
は
、
涼
が
非
常
に
讃
美
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
琴
の
演
奏
な
ど
も
、
簡
単
に
、
三
代
の
孫
た
る
仲
忠
と
等
し
い
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
賭
か
ら
も
、
涼
仲

忠
並
立
を
主
題
と
す
る
中
篇
小
説
の
先
行
す
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
し
、
更
に
、
仲
忠
と
言
ふ
名
の
、
古
い
小
説
中
の
人
物
が
、
後
に
、
俊
蔭
の
孫
に
か
き
な

っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ
思
は
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

吹
上
の
物
語
で
は
、
し
て
は
涼
、
わ
き
は
仲
艇
で
あ
っ
て
、
涼
の
事
を
耳
に
す
る
の
も
、
涼
訪
問
の
計
査
を
立
て
る
の
も
仲
頼
で
あ
っ
て
、
仲
忠
は
此
場
合

ご
く
騒
い
人
物
で
あ
る
。
力
、
二
人
と
も
、
あ
て
宮
の
懸
忽
人
と
し
て
は
仲
よ
く
落
選
す
る
の
で
、
中
篇
小
説
に
お
け
る
二
人
は
、
懸
想
人
と
し
て
の
引
川
削

る
で
な
く
、
営
代
の
秀
れ
た
人
物
と
し
て
並
橋
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
現
在
の
宇
津
保
物
語
に
於
け
る
、
小
説
的
な
封
立
は
、
却
っ
て
遡
っ
て
、
そ
の
父
議
、
仲
忠
の
父
の
兼
雅
と
、
あ
て
宮
の
父
の
雅
頼
と
の
濁
立
に
あ

る
。
佑
草
子
や
会
任
集
の
筆
者
這
が
、
現
在
の
宇
津
保
を
手
に
と
っ
て
、
針
ム
ー
す
る
人
物
の
月
旦
を
行
ふ
な
ら
、
む
し
ろ
雅
頼
策
雅
の
針
立
を
と
り
上
げ
る
べ

き
で
、
全
睦
の
中
に
と
け
こ
ん
で
、
そ
の
封
立
の
、
特
に
際
立
っ
て
ゐ
な
い
、
仲
忠
・
涼
を
、
特
に
取
出
し
て
来
る
の
は
、
を
か
し
い
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ヂ
カ
タ

1
1
1
1
1
1
1

藤
原
兼
雄
は
、
宇
津
保
で
は
、
太
政
大
臣
の
四
男
で
、
後
に
左
大
臣
と
な
る
が
、
物
語
へ
の
登
場
は
、
非
常
に
ふ
し
ぎ
な
出
方
を
し
て
ゐ
る
。
ご
同
で
び
ゅ

う
す
る
。

『
俊
蔭
』
の
巻
で
は
、
初
め
、

：
：
：
叉
十
五
才
ば
か
り
に
て
、
玉
光
り
輝
く
う
な
ゐ
子
の
、
御
馬
添
へ
多
く
て
、
渡
り
給
ふ
。
う
な
ゐ
子
は
こ
げ
（
太
政
）
大
臣
殿
の
御
四
郎
に
あ
た
り
給
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，
ふ
O
i

－
－
－
若
小
君
と
な
む
聞
え
け
る
。

此
若
小
君
が
俊
蔭
の
娘
と
契
り
を
結
ぴ
、
中
絶
え
て
後
、
う
つ
ぼ
の
母
子
が
、
な
ん
風
を
か
き
鳴
七
た
日
に
、

其
目
、
帝
、
北
野
に
御
幸
し
給
ふ
日
に
て
、
：
：
：
其
日
候
ひ
給
ふ
右
大
将
の
お
と
ミ
御
馬
を
引
廻
し
て
此
琴
の
調
べ
を
聞
き
つ
け
給
ひ
て
、
御
兄
の
右
大

臣
に
聞
え
給
与
点
。
・
：
：
・
右
の
お
と

H
A－
－
：
：
と
聞
え
給
へ
ば
、
大
将
「
仙
人
な
ど
も
か
く
こ
そ
お
は
ず
な
れ
。
さ
ら
ば
乗
雅
一
人
ま
か
ら
む
か
し
」

・
と
あ
り
、
讃
者
は
ま
だ
此
右
大
将
が
嘗
て
の
若
小
君
と
は
知
ら
な
い
が
、
乗
雅
と
一
一
一
日
ふ
固
有
名
詞
が
、
右
の
知
く
、
自
稽
と
し
て
初
め
て
出
る
。
つ
い
で
、

兄
の
大
臣
は
：
：
：
昔
父
母
の
賀
茂
詣
で
の
時
、
騒
ぎ
宣
ひ
し
を
思
し
出
で
て
：
：
：

か
う
言
ふ
不
完
全
な
紹
介
の
し
か
た
で
、
讃
者
は
、
若
小
君
が
い
こ
う
る
右
大
将
乗
雅
で
あ
る
と
言
ふ
事
を
知
ら
さ
れ
る
。
誰
や
ら
が
見
か
ね
て
書
き
添
へ
た

注
ら
し
い
文
句
が
、
本
文
に
な
っ
て
ゐ
る
。

昔
若
小
君
と
聞
え
し
は
大
勝
、
兵
衛
佐
に
お
は
せ
し
は
右
大
臣
に
な
む
お
は
ず
る
。

所
が
『
藤
原
の
君
』
の
巻
に
な
る
と
、

か
く
て
叉
、
右
大
将
藤
原
設
雅
と
申
す
、
年
三
十
ば
か
り
に
て
、
世
の
中
に
心
に
く

L

費
え
給
へ
る
‘
限
り
な
き
色
好
み
に
て
、
即
時
ぎ
家
に
、
多
く
陸
共
建

て
L

、
よ
き
人
々
の
女
、
方
々
に
住
ま
せ
て
住
み
給
ふ
あ
り
け
り
。

と
、
か
く
の
如
く
戸
可
俊
蔭
』
の
巻
の
、
俊
蔭
、
の
女
の
夫
で
あ
り
、
仲
忠
の
父
で
あ
る
と
一
一
一
一
日
ふ
事
は
、
全
く
関
係
な
し
に
‘
新
し
ぶ
登
場
し
て
来
る
。
『
藤
原
の

君
』
の
巻
に
は
、
俊
蔭
・
俊
蔭
女
・
仲
忠
と
一
一
一
口
ふ
三
代
の
人
々
の
事
は
、
け
ぶ
り
も
出
て
ゐ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
主
人
公
級
の
人
物
の
、
か
う
一
一
一
一
日
ふ
無
責
任
な

出
し
及
は
、
誰
し
も
疑
問
を
感
じ
な
い
で
は
ゐ
な
い
だ
ら
う
。

源
雅
頼
も
、
宇
津
保
で
は
、
一
世
の
源
氏
で
あ
っ
て
、
童
名
右
藤
原
の
君
と

J一
一
一
口
っ
た
事
は
、
前
に
述
べ
た
。
此
「
藤
原
の
君
」
は
、
源
氏
に
出
て
来
る
。
が

勿
論
、
雑
損
と
言
ふ
名
は
出
て
来
な
い
。
又
、
宇
津
保
の
本
文
も
、
此
藤
原
の
君
が
、
郎
、
源
碓
頼
で
あ
る
こ
と
は
、
不
確
寅
な
書
き
方
を
し
て
ゐ
る
。
此
も

本
稿
の
コ
一
」
に
述
べ
た
。

こ
れ
に
到
し
て
、
警
へ
ば
仲
忠
は
、
紹
介
が
正
確
で
あ
っ
て
、
生
れ
て
以
来
、
子
と
呼
ん
で
ゐ
て
、
き
て
、

- 27 ー



十
六
と
言
ふ
年
、
二
月
に
か
う
ぷ
り
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
名
を
ば
仲
忠
と
一
一
一
日
ふ

と
、
正
式
な
紹
介
を
し
て
ゐ
る
。
雨
者
の
聞
の
こ
れ
だ
け
の
蓮
ひ
も
‘
雅
頼
策
雅
雨
名
と
も
に
史
上
の
人
物
で
あ
る
と
な
る
と
、
結
び
つ
け
方
の
不
手
際
が
、

か
う
し
た
人
名
の
出
し
方
の
不
自
然
さ
と
な
っ
て
現
れ
た
の
だ
と
見
る
事
が
出
来
よ
う
。

史
上
の
人
物
と
し
て
の
素
描
を
、
公
卿
補
任
に
よ
っ
て
試
み
る
と
、

山
政
原
忠
雅
は
、
父
は
樫
中
納
言
忠
宗
、
母
は
参
議
家
保
卿
女
。
忠
宗
の
祖
父
は
、
道
長
の
孫
師
貨
で
あ
る
。
近
衛
天
皇
の
康
治
元
年
十
九
歳
で
従
二
一
位
非

参
議
と
な
り
、
保
元
平
治
の
観
の
折
に
廟
堂
に
あ
っ
た
人
で
、
六
僚
天
皇
の
仁
安
三
年
、
四
十
五
哉
で
従
一
位
太
政
大
臣
と
な
り
、
翠
々
一
年
、
上
表
し
て
辞
退
、

平
家
滅
亡
の
後
、
後
鳥
羽
天
皇
の
文
治
元
年
、
出
家
し
て
ゐ
る
。
宇
津
保
の
忠
雅
は
‘
求
面
に
は
立
た
な
い
が
、
物
語
で
も
、
最
後
の
方
で
、
同
じ
太
政
大
臣

と
な
っ
て
ゐ
る
。

間
藤
原
策
推
は
、
史
上
の
人
物
と
し
て
は
、
忠
雄
の
子
で
、
物
語
の
方
で
、
忠
雅
の
弟
と
な
っ
て
ゐ
る
黙
は
建
っ
て
ゐ
る
が
、
左
大
医
と
な
っ
た
事
は
、
公

卿
補
任
も
宇
津
保
も
同
じ
だ
。
母
は
中
納
言
家
成
卿
女
。
二
僚
天
皇
の
永
高
元
年
、
従
二
一
位
非
参
議
と
な
っ
た
。
時
に
十
八
歳
。
安
徳
天
阜
の
存
永
二
年
、
正

二
位
権
大
納
言
で
あ
っ
た
が
（
三
十
六
歳
三
義
仲
の
観
の
折
‘
出
仕
を
と
ど
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
お
そ
ら
く
木
曾
義
仲
専
横
の
人
事
で
あ
ら
う
。
後
鳥
羽
天
皇
の

文
治
三
年
、
四
十
歳
で
正
二
位
構
大
納
言
に
還
任
し
、
五
十
一
歳
で
左
大
臣
と
な
り
、
翌
正
治
一
五
年
、
土
御
門
の
時
、
左
大
臣
を
僻
し
た
。
此
あ
と
、
業
雅
の

弐
に
左
大
臣
と
な
っ
た
の
が
、
新
古
今
で
有
名
な
藤
原
良
経
で
あ
っ
た
。

間
源
雅
頼
は
、
宇
、
津
保
で
は
乗
雅
に
鈎
立L
．
官
も
常
に
一
一
級
先
じ
て
ゐ
た
が
、
史
上
の
人
物
は
い
さ

L

か
蓮
ふ
。
父
は
入
選
中
納
一
一
一
日
雅
策
。
村
上
源
氏
の

‘
流
れ
で
、
組
父
穎
房
は
右
大
臣
、
曾
祖
父
師
房
（
村
上
の
孫
、
具
平
親
王
の
子
）
は
太
政
大
臣
を
つ
と
め
た
人
で
あ
る
。
母
は
模
大
納
言
能
俊
卿
女
。
乗
雅
が

十
八
歳
で
非
参
議
と
な
っ
た
時
は
、
雅
頼
は
肢
に
三
十
九
歳
で
、
正
四
位
下
参
議
で
あ
っ
た
。
業
雅
二
十
一
歳
の
折
に
は
、
雅
頼
を
越
し
て
擢
中
納
言
と
な
り
‘

雅
頼
は
、
お
く
れ
て
翌
年
擢
中
納
言
と
な
っ
た
。
以
後
六
年
間
、
共
に
擢
中
納
言
に
と
ど
ま
っ
て
ゐ
た
。
高
倉
天
皇
の
治
承
二
一
年
に
は
、
雅
頼
は
正
三
位
擢
中

納
一
一
言
の
官
を
評
し
て
ゐ
る
。

私
の
乏
し
い
知
識
で
は
、
以
上
の
コ
一
人
の
名
を
、
平
家
物
語
で
知
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
松
下
氏
の
論
文
に
よ
る
と
、
史
上
の
雅
頼
乗
雅
も
、
勢
威
を
事

見
U

9
臼



っ
た
と
言
ふ
の
だ
が
‘
そ
れ
は
‘
公
卿
補
任
以
外
の
史
書
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ず
‘
今
の
私
の
よ
く
す
る
所
で
は
な
い
。

L

か
し
此
線
に
沿
う
て
調
査
を
ナ
ム
め

て
行
け
ば
、
物
語
の
宇
津
保
が
、
ど
こ
ま
で
史
貨
を
う
つ
し
て
ゐ
る
か
ミ
や
が
て
は
明
ら
か
に
な
る
筈
だ
。
叉
、
何
故
に
特
に
‘
此
等
の
人
々
を
．
ぴ

i
q引
川

創
叫
剥
し
て
来
た
か
の
事
情
も
‘
ま
う
少
し
わ
か
つ
て
来
る
だ
ら
う
。

七
、
鈴

ニ＇，、－
R崎日

主
と
し
て
宇
津
保
の
現
朕
の
様
々
の
矛
盾
を
考
察
し
て
、
此
以
前
に
あ
る
べ
き
中
篇
小
説
を
考
へ
、
今
日
の
宇
津
保
へ
の
、
幾
多
の
作
者
の
参
加
を
‘
大
謄

に
推
測
し
た
。
筒
い
く
つ
か
の
書
き
の
こ
し
を
順
序
な
く
あ
げ
て
お
く
。

m
w
松
下
氏
の
論
文
で
は
．
な
ほ
も
っ
と
多
く
の
人
々
の
類
似
を
あ
げ
て
を
ら
れ
る
が
、
此
も
ま
う
少
し
徹
底
し
た
調
査
を
進
め
て
か
ら
に
し
た
い
。

m
w
あ
て
宮
も
の
が
た
り
の
一
人
物
た
る
源
賓
忠
に
就
い
て
、
宇
津
保
の
寅
忠
が
中
納

4
1口
で
、
妻
は
三
僚
に
邸
が
あ
っ
て
、
三
僚
の
上
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
の
に
・

濁
し
て
、
松
下
氏
に
よ
る
と
．
後
醍
醐
天
皇
の
時
の
人
に
、
二
一
保
中
納
言
質
忠
と
一
一
一
日
ふ
人
が
ゐ
た
と
．
一
一
一
日
ふ
。
此
も
も
し
暗
合
で
な
く
ば
、
南
北
朝
以
後
の
筆
さ

へ
も
加
っ
て
ゐ
る
事
に
な
る
。

本
稿
で
は
賓
忠
の
事
を
書
か
な
か
っ
た
。
賓
忠
は
『
藤
原
の
君
』
の
程
に
登
場
す
る
あ
て
宮
の
十
一
人
の
懸
怨
人
の
第
一
披
で
‘
珍
し
く
最
後
ま
で
琴
の
族

に
無
関
係
で
あ
っ
て
‘
し
か
も
最
後
ま
で
物
語
中
に
出
設
す
る
。
注
意
す
べ
き
人
物
で
あ
る
。

m
w
質
忠
・
兼
職
と
、
も
う
一
人
源
仲
澄
と
が
、
そ
の
十
一
人
中
で
注
意
す
べ
き
人
で
、
乗
雅
は
、
あ
て
宮
も
の
が
た
り
の
側
か
ら
、
い
つ
か
仲
忠
も
の
が
た

り
の
側
に
轄
身L
．
仲
澄
は
同
腹
の
妹
で
あ
る
あ
て
宮
に
懸
想
し
て
‘
焦
れ
死
に
し
て
し
ま
ふ
。
仲
澄
の
こ
と
は
‘
狭
衣
物
語
や
石
清
水
物
語
に
出
て
来
る
が
、

さ
う
し
た
物
語
も
．
成
立
年
代
が
く
だ
る
か
ら
‘
そ
れ
に
よ
っ
て
先
行
中
篇
小
説
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
松
下
氏
は
仲
澄
を
も
‘
賓
在
人
物
の
名
に
関
係
づ
け
て
を

ら
れ
る
が
、
す
る
と
、
『
藤
原
の
君
』
に
登
場
し
て
、
摘
も
十
一
人
中
、
最
も
大
事
な
三
人
が
三
人
と
も
、
後
代
の
賓
在
人
物
に
よ
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
り
、
誠

伝
興
味
を
ひ
く
。

n
w
d
 

q
L
 



開
雅
頼
が
自
分
の
邸
に
、
娘
の
婿
達
を
集
め
て
分
散
し
な
い
の
は
、
平
安
朝
の
結
婚
生
活
の
定
型
か
ら
み
る
と
‘
此
は
異
様
で
、
武
家
の
生
活
を
思
は
せ
る
。

伺
俊
蔭
の
話
に
も
、
仲
忠
の
話
に
も
、
孝
の
徳
に
闘
ず
る
意
識
的
な
記
述
が
あ
り
、
言
は
え
孝
の
唱
帯
意
識
と
言
っ
た
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
後

代
風
で
あ
る
。

開
源
氏
塑
聞
が
、
既
に
現
賓
の
藤
氏
全
盛
に
針
し
て
王
氏
の
築
華
の
物
語
で
あ
る
。
宇
津
保
も
、
史
上
で
は
、
雅
頼
の
官
位
は
低
く
‘
忠
雄
策
雅
に
及
ば
ぬ

が
、
物
語
で
は
、
朱
雀
院
の
弐
の
今
上
は
、
母
は
、
雅
頼
の
宮
腹
の
大
君
た
る
仁
寄
殴
女
御
の
御
子
で
あ
り
、
春
宮
は
、
母
は
、
こ
れ
も
王
氏
で
、
あ
て
宮
で

3

あ
る
。
や
は
り
物
語
は
‘
王
氏
出
の
帝
が
績
き
、
雅
頼
の
築
華
の
き
は
み
と
な
っ
て
ゐ
る
。

の
あ
て
宮
は
、
母
は
嵯
峨
磁
の
女
一
の
宮
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
は
孫
王
で
あ
る
。
叉
、
仲
忠
の
子
の
犬
宮
も
、
仲
忠
と
朱
雀
院
の
女
一
の
宮
と
の
閣
の
子
だ

か
ら
、
こ
れ
も
孫
王
で
あ
る
。
源
氏
物
語
は
、
先
行
す
る
紫
の
物
語
を
考
へ
る
と
‘
藤
査
が
女
源
氏
で
あ
り
、
若
き
藤
宮
と
も
言
ふ
べ
き
紫
の
上
も
、
女
源
氏

で
あ
る
。
従
っ
て
源
氏
物
語
は
、
光
源
氏
物
語
の
外
に
、
女
源
氏
物
語
が
考
へ
ら
れ
る
。
此
に
鈎
し
て
、
宇
津
保
は
、
い
は
ど
女
孫
王
の
物
語
で
あ
る
。
俊
蔭

女
も
孫
玉
、
梨
査
の
女
御
（
兼
雅
の
子
）
も
孫
王
で
あ
る
。
郎
、
宇
津
保
の
女
の
側
の
主
要
人
物
は
、
す
べ
て
孫
王
で
、
従
っ
て
、
小
説
上
の
血
縁
や
物
語
の

筋
立
て
を
無
税
し
て
か
L

れ
ば
、
境
遇
は
共
通
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
、
あ
て
宮
犬
宮
が
宮
と
呼
ば
れ
る
事
と
共
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
-30 ー

。

折
口
先
生
に
は
‘
早
く
「
新
編
源
氏
物
語
」
の
御
計
聾
が
あ
る
。
横
筋
と
思
は
れ
る
も
の
や
、
後
の
書
き
縫
ぎ
と
思
は
れ
る
部
分
を
制
ら
う
と
一
一
一
日
ふ
趣
旨
で

あ
る
。
十
五
年
前
、
卒
業
論
文
に
宇
津
保
を
選
ん
だ
時
「
新
編
宇
津
保
物
語
」
を
考
へ
て
み
て
は
、
と
の
お
勤
め
を
う
け
た
。
私
の
宇
津
保
論
は
、
「
新
編
宇
津

保
物
語
」
編
纂
の
篤
の
、
基
礎
と
な
る
べ
き
考
察
に
出
議
し
た
の
で
あ
る
。
其
考
察
論
が
、
い
ま
だ
に
此
あ
た
り
を
う
ろ
つ
い
て
ゐ
る
事
は
、
先
生
に
封
し
て

恥
か
し
い
が
、
し
か
た
が
な
い
。


