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蹴
鞠
文
学
の
可
能
性

ー
ー
ー
散
侠
物
語
『
扇
流
し
』
を
め
ぐ
る
臆
説
｜
｜

佐
々
木

孝
浩

は
じ
め
に
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稿
者
は
先
に
、
蹴
鞠
を
詠
ん
だ
和
歌
の
伝
統
と
そ
の
読
み
ぶ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
（
ぞ
そ
の
際
の
用
例
収
集
時
に
候
補
と
は

な
っ
た
の
だ
が
、
蹴
鞠
の
歌
で
あ
る
と
認
定
す
る
だ
け
の
決
め
手
を
欠
き
、
数
に
加
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
一
首
が
あ
る
。
そ
の
後
も
蹴

鞠
の
歌
を
目
に
付
く
に
従
っ
て
蓄
積
し
て
き
た
の
だ
が
、
こ
の
問
題
の
歌
に
つ
い
て
も
、
最
終
的
な
判
断
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
改
め

て
総
合
的
な
検
討
を
加
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
蹴
鞠
を
重
要
な
素
材
と
し
て
扱
っ
た
物
語
作
品
の
存
在
の
可
能
性
を
見
出
し
た
。
そ
の
作

品
が
現
存
し
な
い
以
上
、
あ
く
ま
で
も
臆
説
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
そ
う
考
え
る
に
至
っ
た
考
察
の
過
程
を
こ
こ
に
提
示
し
て

み
た
い
。

(148) 



「
あ
り
や
」

の
歌

(147) 

問
題
の
一
首
は
、
文
永
八
年
（
一
二
七
こ
に
後
嵯
峨
院
后
・
大
宮
院
姑
子
の
命
令
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
に
成
立
し
た
物
語
の
作
中
歌

を
、
作
中
人
物
を
作
者
と
し
て
勅
撰
集
の
形
式
に
倣
っ
た
配
列
を
し
て
撰
進
さ
れ
た
、
『
風
葉
和
歌
集
』
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

を
と
こ
の
か
れ
が
れ
に
み
え
け
れ
ば
、
た
ふ
の
み
ね
の
ふ
も
と
に
わ
た
る

と
て
、
ふ
る
さ
と
に
か
き
つ
け
け
る

一
扇
な
が
し
の
源
中
納
言
女

思
ひ
あ
ま
り
深
き
山
べ
に
入
り
ぬ
と
も
あ
り
ゃ
な
し
ゃ
と
誰
か
と
ふ
べ
き

（
巻
一
八
・
雑
三
・
二
二
八
四
）
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一
見
し
た
だ
け
で
は
、
こ
の
歌
が
何
故
蹴
鞠
に
関
係
す
る
の
か
は
分
か
り
難
い
で
あ
ろ
う
。
稿
者
が
そ
う
考
え
た
く
な
る
の
は
、
①
歌
本

文
に
「
あ
ま
り
」

「
あ
り
や
」
の
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
②
詞
書
に
「
た
ふ
の
み
ね
（
多
武
峰
）
」
の
名
が
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
③
作
品
名
に
コ
扇
」
の
語
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
、
三
点
に
拠
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
具
体
的
に
説
明
し
て
み
た
い
。

先
ず
①
に
つ
い
て
は
、
「
あ
ま
り
」
の
「
ま
り
」
が
「
鞠
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
例
と
し
て
は
、
正
治

二
年
（
一
二

O
O）
に
後
鳥
羽
院
が
主
催
し
た
『
正
治
後
度
百
首
』
の
「
宴
遊
」
題
で
鴨
長
明
が
詠
ん
だ
、
「
暮
が
た
の
か
ず
の
あ
ま
り
を

袖
に
か
け
て
あ
か
ぬ
木
か
げ
を
か
へ
る
も
ろ
人
」
（
六
八
八
）
と
の
、
「
余
り
」
と
「
鞠
」
を
掛
詞
に
し
た
明
確
な
歌
が
ふ
れ
が
o

ま
り
を
こ
ふ
事
」
に
、
「
式
云
、
都
督
説
云
、
有
や
々
々
と
こ
ふ
・
：
」

「
あ
り
や
」
は
、
藤
原
頼
輔
『
蹴
鞠
口
伝
集
」
の
上
巻
上
帖
「
一

と
見
え
る
様
山
、
鞠
を
要
求
す
る
時
の
掛
け
声
な
の
で
あ
る
。



た
だ
し
、
そ
の
声
を
明
確
に
和
歌
に
詠
み
込
む
最
古
例
は
、
永
正
三
年
（
一
五

O
六
）
の
飛
鳥
井
雅
康
『
蹴
鞠
百
首
和
歌
』
に
お
け
る
、

「
あ
り
や
と
も
あ
り
や
お
っ
と
も
や
く
わ
ん
共
な
ら
ひ
な
く
て
は
い
か
γ

言
ふ
べ
き
」
ま
で
下
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
こ
れ
は
掛
詞
等
で
は

な
く
、
そ
の
ま
ま
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
類
例
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
、
先
の
「
あ
ま
り
」
も
、
「
お
も
ひ
あ
ま
り
」
と
い
う
句
の
形
だ
と
、
『
後
拾
遺
集
』
の
道
命
法
師
歌
（
六
一
人
）

や
、
「
古
今
六

帖
』
歌
（
一
三
二
九
、
『
万
葉
集
』

一
三
三
九
）
等
々
の
古
例
が
確
認
で
き
、
「
あ
り
ゃ
な
し
ゃ
と
」
の
句
も
、
「
伊
勢
物
語
』
で
も
著
名
な

『
古
今
集
」
業
平
歌
（
四
一
一
）
を
始
め
と
す
る
例
等
、
蹴
鞠
と
無
関
係
な
歌
が
あ
る
。
問
題
と
す
る
こ
語
が
一
首
の
中
に
共
存
し
て
い
て

も
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
根
拠
に
な
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
補
強
材
料
と
な
る
の
が
、
②
と
③
で
あ
る
。
②
の
「
多
武
峰
」
に
つ
い
て
も
、
こ
じ
つ
け
の
よ
う
な
説
明
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
藤
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原
鎌
足
を
記
っ
た
談
山
神
社
が
鎮
座
す
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
鎌
足
と
い
え
ば
、
大
化
の
改
新
を
共
に
行
っ
た
中
大
兄
皇
子
と
は
、
蹴
鞠

の
最
中
に
脱
げ
た
靴
を
拾
っ
た
こ
と
が
親
し
く
な
る
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
逸
話
で
著
名
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
や
藤
原
仲

麻
呂
の
『
家
伝
上
』
等
に
見
え
、
『
今
昔
物
語
集
』
で
も
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
『
蹴
鞠
口
伝
集
』
下
巻
上
帖
で
も
、
本
朝
に
お

け
る
起
源
と
し
て
『
本
朝
事
始
』
の
記
事
が
引
用
さ
れ
て
い

μo
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
多
武
峰
は
鎌
足
を
介
し
て
蹴
鞠
と
結
び
付
く
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
③
に
つ
い
て
は
、
『
蹴
鞠
口
伝
集
』
上
巻
上
帖
に
、
「
一
扇
を
腰
に
さ
す
事
」
と
の
項
が
存
し
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
蹴
鞠

ま
り
あ
し

に
お
い
て
は
、
行
為
者
で
あ
る
鞠
足
は
扇
を
携
帯
し
、
行
っ
て
い
る
際
に
は
腰
に
差
し
た
り
、
上
手
く
蹴
れ
た
時
に
得
意
げ
に
広
げ
た
り
す

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
著
名
な
『
年
中
行
事
絵
巻
』
の
蹴
鞠
の
場
面
で
も
、
鞠
足
の
扇
所
持
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
③
も
か
そ
け
き
関
連
性
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
三
点
を
総
合
す
る
と
、
問
題
の
一
首
が
蹴
鞠
に
関
係
す
る
歌
で
あ
る
可
能
性
を
、
完

(146) 



全
に
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

コ
扇
流
し
」
と
い
う
話
形

問
題
の
「
あ
り
や
」
の
歌
が
蹴
鞠
に
関
連
す
る
歌
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
為
に
は
、
こ
の
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
物
語
自
体
が
、
少
な
く

と
も
蹴
鞠
の
場
面
を
有
す
る
程
度
に
は
、
関
連
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
『
扇
流

し
」
は
散
侠
物
語
で
あ
る
の
で
、
手
掛
り
は
『
風
葉
集
』
に
撰
歌
さ
れ
た
四
首
と
そ
の
調
書
程
度
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
そ
の
考
証
を
難
し
く
す
る
の
は
、
室
町
時
代
物
語
『
あ
ふ
ぎ
な
が
し
」
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
事
情
を
説
明
す
る
前
に
、
こ
の
国
会

図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
刊
の
絵
入
三
冊
本
（
現
状
合
一
冊
・
孤
本
）
の
梗
概
を
大
ま
か
に
纏
め
て
お
き
た
い
。

大
臣
の
子
四
位
少
将
は
、
八
月
十
五
夜
に
白
河
の
古
び
た
邸
で
姫
君
を
発
見
し
自
邸
に
伴
う
。
少
将
の
父
母
は
驚
く
も
、
そ
の
美
貌

と
才
気
を
認
め
結
婚
を
許
す
。
少
将
は
帝
の
物
忌
み
の
相
伴
の
際
に
、
大
納
言
の
姫
君
と
も
契
り
を
結
ん
で
し
ま
う
。
（
上
冊
）

失
望
し
た
姫
君
は
、
出
家
す
べ
く
山
里
に
住
む
乳
母
の
叔
母
の
尼
を
頼
っ
て
身
を
隠
す
。
驚
い
た
少
将
は
乳
母
子
と
共
に
畿
内
中
を

探
し
求
め
、
と
あ
る
山
奥
で
川
を
流
れ
て
く
る
一
扇
を
拾
う
。
そ
の
扇
は
か
つ
て
自
分
が
姫
君
に
与
え
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
姫
君
の
歌

が
記
さ
れ
て
い
た
。
（
中
冊
）

少
将
は
上
流
を
尋
ね
、
姫
君
と
再
会
し
共
に
都
に
帰
る
。
そ
れ
を
知
り
大
納
言
の
姫
君
は
悲
嘆
し
て
死
亡
す
る
。
姫
君
は
中
納
言
の

子
で
あ
る
こ
と
が
判
り
、
改
め
て
二
人
は
結
婚
し
幸
福
に
な
っ
た
。
（
下
冊
）

(145) -128-



『
風
葉
集
』

の
四
首
が
、
こ
ち
ら
に
は
一
首
も
確
認
で
き
な
い
の
で
、
両
者
が
同
一
作
品
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
が
、
こ
の
名
前

を
同
じ
く
す
る
二
つ
の
物
語
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ
研
究
の
蓄
積
が
存
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
丁
寧
に
紹
介
す

る
余
裕
は
な
い
の
で
、
そ
の
結
論
の
み
を
整
理
し
た
一
覧
を
作
成
し
て
お
き
た
い
。

《
両
者
の
関
係
を
認
め
る
も
の
V

・
中
野
荘
次
氏
「
風
葉
和
歌
集
考
（
下
）
」
（
『
国
語
・
国
文
」

3
1
4
、
昭
8
・
4
）

・
勝
俣
隆
氏
「
中
世
小
説
『
扇
流
し
』
と
散
逸
物
語
『
扇
流
し
』
」
（
『
国
語
と
教
育
（
長
崎
大
学
）
」

・
神
野
藤
昭
夫
氏
『
散
侠
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』
（
若
草
書
房
、
平
叩
）

辺
、
平
9
・ロ）

小
木
喬
氏
『
散
逸
物
語
の
研
究

平
安
・
鎌
倉
時
代
編
』
（
笠
間
書
院
、
昭
特
）

129-

《
両
者
の
関
係
を
認
め
な
い
》

こ
の
様
に
両
者
の
関
係
を
認
め
る
意
見
の
方
が
優
勢
で
あ
る
と
言
え
る
。
現
存
の
も
の
に
は
「
蹴
鞠
」
の
語
す
ら
で
て
こ
な
い
の
で
、
両

者
の
関
係
が
濃
密
で
あ
る
な
ら
ば
、
問
題
の
歌
も
蹴
鞠
と
は
無
関
係
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
に
な
る
。

た
だ
そ
れ
で
も
や
は
り
気
に
な
る
の
は
、
何
故
「
多
武
峰
」
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
現
存
の
も
の
で
は
姫
君
が
隠
れ
る
場
所
は
特

定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
関
連
が
想
定
で
き
そ
う
な
重
要
な
作
品
群
が
存
し
て
い
る
。

刊
本
の
『
あ
ふ
ぎ
な
が
し
』
に
見
え
た
、
川
を
流
れ
て
く
る
扇
を
拾
っ
て
再
会
を
果
た
す
と
い
う
趣
向
を
、
散
侠
し
た
物
語
も
有
し
て
い

(144) 

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
の
作
品
名
か
ら
し
て
も
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
様
な
話
形
を
有
し
、
し
か
も
多
武
峰
が
舞
台
と
な
る
作
品



群
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
『
長
谷
寺
験
記
』

『
三
国
伝
記
」

『
雲
玉
和
歌
集
』
等
に
見
え
る
、
高
光
少
将
に
関
す
る
説
話
が
そ
れ
で
、

(143) 

出
家
し
て
多
武
峰
に
龍
も
っ
て
し
ま
っ
た
高
光
を
探
し
て
い
た
そ
の
室
は
、
観
音
の
導
き
に
よ
り
、
川
を
流
れ
て
き
た
高
光
所
持
の
扇
を
見

つ
け
て
再
会
を
果
た
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
隠
れ
る
の
が
女
か
男
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
散
供
物
語
が
こ
の
説
話
を
踏
ま
え
て

い
る
の
な
ら
ば
、
「
多
武
峰
」
が
選
ば
れ
た
理
由
も
は
っ
き
り
す
る
。

こ
の
高
光
説
話
と
散
供
物
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
り
、
や
は
り
説
が
二
分
し
て
い
る
。
次
に
纏
め
て
お
き
た

しミ。

《
「
扇
流
し
』
と
の
関
連
を
想
定
》

・
永
井
義
憲
氏
「
多
武
峰
少
将
物
語
成
立
考
」
（
「
文
学
』
昭
防
・

3
、
「
日
本
仏
教
文
学
研

究
』
昭
党
再
録
）

-130-

・
上
坂
信
男
氏
「
多
武
峰
少
将
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
物
語
序
説
』
有
精
堂
、
昭
位
）

《
『
扇
流
し
』
と
の
直
接
的
な
関
係
を
否
定
》

・
新
田
孝
子
氏
「
『
多
武
峰
少
将
物
語
』
と
『
扇
流
し
物
語
』
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」
必

l
7、

昭
科
・

7
）

・
松
原
一
義
氏
「
道
綱
母
と
高
光
日
記
絵
の
成
立
｜
｜
付
・
扇
流
の
こ
と
｜
｜
」
（
稲
賀
敬
二
・
増
田
欣
編
『
王
朝
文
学
前
後
』
和

泉
書
院
、
平
7）

・
若
林
薫
氏
「
多
武
峰
少
将
藤
原
高
光
の
妻
と
「
一
扇
流
し
」
｜
｜
『
長
谷
寺
験
記
』
下
巻
第
白
話
に
つ
い
て
｜
｜
」
（
「
国
語
と
国
文

学
』
乃
Tish

－
－
、
平
は
・

1
）



新
し
い
研
究
に
否
定
的
な
見
解
が
目
立
つ
の
が
注
意
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
高
光
の
出
家
に
つ
い
て
記
し
、
成
立
も
古
い
『
多
武
峰

少
将
物
語
』
や
『
栄
華
物
語
』
に
扇
流
し
の
話
が
な
い
こ
と
や
、
鎌
倉
極
初
期
の
成
立
と
目
さ
れ
る
『
長
谷
寺
験
記
』
に
、
「
扇
流
ト
云
ハ

是
ニ
テ
ソ
侍
ケ
ル
」
と
の
一
文
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
す
る
と
、
高
光
の
扇
流
し
説
話
は
、
散
侠
物
語
の
扇
流
し
の
場
面
が
多
武
峰
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
高
光
が
多
武
峰
で
修
行
し
た
と
の
史
実
と
結
び
付
い
て
、
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

散
侠
の
『
扇
流
し
』
と
作
品
名
や
話
形
が
共
通
す
る
諸
作
品
に
は
、
蹴
鞠
の
要
素
は
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
以
上
確
認
し
た
様

に
、
こ
の
散
供
物
語
が
そ
れ
ら
と
緊
密
な
関
係
が
あ
る
と
も
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
物
語
が
そ
れ
ら
と
の
共
通
性
を
有
し
な
が
ら

も
、
蹴
鞠
に
関
連
す
る
作
品
で
あ
っ
た
可
能
性
は
僅
か
な
が
ら
も
残
る
の
で
あ
る
。

蹴
鞠
と
文
学
の
交
流

今コ

散
供
物
語
『
扇
流
し
』
が
、
蹴
鞠
と
関
連
す
る
作
品
で
あ
る
可
能
性
を
検
証
す
る
に
は
、
蹴
鞠
と
文
学
の
交
流
の
歴
史
か
ら
探
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

『
扇
流
し
』
は
、
澄
憲
が
永
万
二
年
（
一
一
六
六
）
頃
に
作
成
し
た
『
源
氏
一
品
経
表
白
』
に
、
「
有
本
朝
物
語
一
之
事
、
是
古
今
ノ
所
制

ヲ

チ

ク

ホ

イ

ワ

ヤ

ネ

サ

メ

シ

ノ

ヒ

ネ

サ

コ

ロ

モ

げ

け

件

庁

防

ル

ノ

ハ

マ

マ

ツ

ス

エ

ハ

ノ

ア

マ

ノ

ハ

コ

ロ

モ

（

9）

也
、
所
謂
落
窪
・
石
屋
・
寝
覚
・
忍
泣
・
狭
衣
・
」
周
淵
｜
・
住
吉
・
水
浜
松
・
末
葉
露
・
天
羽
衣
・
格
夜
姫
・
光
源
氏
等
也
」
と
そ
の
名

が
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
白
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
平
安
末
期
迄
の
散
文
作
品
の
中
で
、

蹴
鞠
の
場
面
が
登
場
す
る
も
の
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。

物
語
文
学
の
中
で
最
初
に
蹴
鞠
の
場
面
が
登
場
す
る
の
は
『
宇
津
保
物
語
』
で
あ
る
。
そ
の
「
国
譲
中
」
で
、
桂
殿
で
正
頼
と
子
息
達
が

蹴
鞠
に
興
じ
る
場
面
が
あ
る
。
「
「
を
か
し
き
鞠
の
懸
か
り
か
な
」
と
輿
あ
る
ま
で
鞠
遊
ば
す
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
蹴
鞠
の
コ

l
ト
に
植
え
ら

(142) 



れ
る
樹
木
で
あ
る
「
懸
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
な
ど
か
ら
し
て
、
蹴
鞠
の
こ
と
が
作
者
や
当
時
の
読
者
に
そ
れ
な
り
に
馴
染
み
の
あ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

(141) 

そ
し
て
何
よ
り
も
大
き
な
存
在
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。
柏
木
が
女
三
宮
を
垣
間
見
て
し
ま
う
、
「
若
菜
上
」
の

蹴
鞠
の
場
面
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
ろ
う
。
近
世
期
に
好
ん
で
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
よ
し
あ
る
か
か
り
」
（
古
典
全
集
）

の
桜

の
下
で
、
公
達
達
が
鞠
を
楽
し
む
様
子
は
そ
れ
だ
け
で
絵
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
悲
劇
の
恋
の
始
ま
り
と
な
る
こ
と
は
、
源
氏
物

語
の
影
響
力
の
大
き
さ
か
ら
し
て
も
、
蹴
鞠
を
中
心
と
し
て
恋
模
様
が
展
開
す
る
物
語
が
生
ま
れ
う
る
可
能
性
を
秘
め
た
場
面
と
し
て
も
、

注
目
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
可
能
性
を
多
少
な
り
と
も
補
強
す
る
の
が
、
『
狭
衣
物
語
』
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
巻
四
で
、
狭
衣
が
斎
院
を
訪
れ
た
際
に
蹴
鞠
が

司，中
司
、
】

行
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
か
の
「
桜
は
避
き
て
」
と
て
、
花
の
下
に
や
す
ら
ひ
給
へ
り
し
御
様
を
、
そ
の
折
は
見
し
か
ど
」
（
古
典
大
系
）

と
、
語
り
手
の
古
女
房
が
六
条
院
で
の
柏
木
等
の
蹴
鞠
を
見
て
い
た
と
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
御
簾
の
内
の
女

房
達
が
狭
衣
に
蹴
鞠
に
加
わ
る
よ
う
に
勧
め
る
た
め
に
、
「
ま
め
人
の
大
将
は
、
お
は
せ
ず
や
侍
り
け
る
」
な
ど
と
言
っ
て
、
タ
霧
の
こ
と

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
、
『
源
氏
物
語
』
の
蹴
鞠
場
面
の
影
響
力
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
散
文
作
品
に
お
け
る
蹴
鞠
の
場
面
を
確
認
し
て
い
く
と
、
源
氏
や
狭
衣
の
影
響
を
受
け
た
、
蹴
鞠
を
重
要
な
要
素
と
す
る
物
語

が
成
立
し
た
可
能
性
を
認
め
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
韻
文
作
品
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

詞
書
に
「
鞠
」
の
語
が
見
え
る
現
存
最
古
の
例
は
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
か
ら
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る

『
大
斎
院
前
御
集
』
中
の
、
「
六
日
の
ひ
る
っ
か
た
、
ま
り
の
い
と
た
か
く
き
の
す
ゑ
ま
で
あ
が
る
を
み
て
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る

（
作
者



「進」

・
歌
欠
・
二
三
番
歌
の
次
）
。

歌
に
鞠
が
詠
み
込
ま
れ
た
最
古
例
は
、
堀
河
朝
時
（
応
徳
三
年
（
一

O
八
六
）

1
嘉
承
二
年
（
一
一

O
七
）
）
に
、
周
防
内
侍
が
詠
ん
だ
、

「
の
ど
か
な
る
雲
ゐ
は
花
も
ち
ら
ず
し
て
は
る
の
と
ま
り
と
な
り
に
け
る
か
な
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
調
書
に
「
：
・
あ
さ
が
れ
ひ
の
み
す

に
、
さ
く
ら
の
つ
く
り
枝
に
ま
り
を
つ
け
て
さ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
を
見
て
：
・
」
（
新
勅
撰
集
一
一
九
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
鞠
」

で
縁
語
仕
立
て
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ま
た
鞠
の
語
が
初
め
て
勅
撰
集
に
記
さ
れ
た
の
は
、
仁
平
元
年
（
一
一
五
ニ
撰
進
の
『
詞
花
集
』
で
あ
り
、
そ
の
摂
津
歌
の
詞
書
に

「
太
皇
太
后
宮
か
も
の
い
っ
き
と
き
こ
え
給
け
る
時
、
人
人
ま
ゐ
り
て
ま
り
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
・
：
」
（
三
七
）
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

「
蹴
鞠
」
題
の
初
例
は
、
長
承
三
年
（
一
一
一
一
一
四
）

ー
保
延
二
年
（
一
一
一
一
一
六
）
頃
に
催
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
『
為
忠
家
後
度
百
首
」

で
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詠
作
に
も
、
「
は
が
、
り
」
（
六
八
七
・
為
忠
）

「
に
は
ま
り
」

（
六
八
八
親
隆
・
六
九
一
為
業
）

ば
」
（
六
九
三
為
経
）
等
と
、
蹴
鞠
の
用
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
さ
れ
よ
う
。

平
安
時
代
の
和
歌
の
調
書
や
歌
本
文
で
、
蹴
鞠
に
関
す
る
詞
の
含
ま
れ
る
も
の
は
、
こ
の
他
に
も
存
在
し
て
お
り
、
蹴
鞠
を
詠
み
込
む
和

歌
が
物
語
の
中
に
現
れ
る
こ
と
も
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
状
況
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

散
侠
物
語
『
扇
流
し
』
成
立
の
場

『
扇
流
し
』

の
成
立
の
下
限
は
先
に
確
認
し
た
が
、
そ
れ
以
前
の
何
時
な
ら
ば
、
蹴
鞠
に
関
連
す
る
物
語
が
成
立
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

の
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
公
家
達
の
実
生
活
に
お
い
て
も
蹴
鞠
が
浸
透
し
て
い
な
け
れ
ば
、
蹴
鞠
を
主
要
な
要
素
と
す

る
物
語
は
生
ま
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
で
、
渡
辺
融
氏
が
「
公
家
鞠
の
成
立
」
で
、
「
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
め
に
か
け

『
源
氏
物
語
』

「蹴」
「
ま
り

司
、
】

司
、
】(140) 



て
院
、
摂
関
と
い
っ
た
貴
族
社
会
の
最
上
層
の
人
々
が
積
極
的
に
蹴
鞠
会
を
催
す
こ
と
が
多
く
な
り
：
・
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
注
目

(139) 

さ
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
が
成
立
し
た
十
一
世
紀
初
頭
頃
か
ら
、
『
扇
流
し
』
成
立
の
下
限
の
永
万
二
年
（
一
一
六
六
）
頃
ま
で
の
間
で
、
蹴
鞠
と
文

学
を
共
に
愛
し
た
個
人
や
集
団
を
求
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
斎
院
令
子
内
親
王
の
周
辺
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
令
子
は
白
河
院

皇
女
で
、
母
は
右
大
臣
源
顕
房
女
。
母
が
関
白
師
実
養
女
で
あ
っ
た
関
係
も
あ
っ
て
師
実
に
養
わ
れ
、
寛
治
三
年
（
一

O
八
九
）
六
月
二
十

五
日
か
ら
康
和
元
年
（
一

O
九
九
）
六
月
二
十
日
迄
斎
院
を
務
め
、
嘉
承
二
年
（
一
一

O
七
）
に
堀
河
天
皇
の
皇
后
、
長
承
三
年
（
一
一
一
一
一

四
）
に
は
太
皇
太
后
と
な
っ
て
、
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）

に
六
七
歳
で
崩
じ
て
い
る
。

そ
の
令
子
が
斎
院
在
任
中
の
康
和
元
年
（
一

O
九
九
）
三
月
十
七
日
に
、
師
実
・
師
通
等
が
斎
院
御
所
で
蹴
鞠
を
行
っ
た
こ
と
が
『
師
通

る
に
：
・
」
等
と
詞
書
の
あ
る
も
の

（五

0
・
五
ニ
は
、
そ
の
折
の
詠
歌
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
古
今
著
聞
集
』
第
十
七
蹴
鞠
に
見

A品
・

司

3

記
」
に
見
え
て
い
る
。
『
摂
津
集
」
に
「
院
の
花
御
覧
じ
に
、
と
の
ば
ら
、
人
人
な
ど
あ
ま
た
ぐ
し
て
ま
ゐ
ら
せ
給
へ
る
に
、
ま
り
な
ど
あ

え
る
、
「
後
二
条
殿
、
三
月
の
比
、
白
河
の
斎
院
へ
参
り
給
ひ
て
、
御
鞠
会
あ
り
け
る
に
」
（
古
典
集
成
）
と
始
ま
る
説
話
も
こ
の
折
の
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
「
汗
杉
き
た
る
童
、
扇
を
さ
し
て
」
、
雪
を
盛
り
上
げ
た
手
笛
の
蓋
を
出
し
た
の
を
、
汗
を
掻
い
た
師
実
が
、
檎
扇
の
先
で
掬

っ
て
口
に
し
た
と
の
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
ぼ
れ
た
雪
で
直
衣
が
濡
れ
て
、
裏
が
透
け
て
む
ら
む
ら
に
見
え
た
姿
で
、
蹴
鞠
を
再
開
し

た
の
が
、
「
い
と
う
つ
く
し
う
や
さ
し
」
か
っ
た
と
あ
る
こ
と
な
ど
、
蹴
鞠
に
扇
の
要
素
も
加
わ
り
、
そ
の
ま
ま
物
語
の
一
場
面
に
で
も
な

り
そ
う
で
あ
る
。

同
じ
年
の
四
月
三
日
に
も
、
師
実
等
は
斎
院
で
蹴
鞠
や
和
歌
会
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、
や
は
り
『
師
通
記
』
等
に
見
え
て
い
る
し
、
は

っ
き
り
し
た
年
次
は
不
明
な
が
ら
、
三
月
晦
に
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
た
国
信
や
行
宗
ら
が
斎
院
に
集
ま
っ
て
、
蹴
鞠
が
行
わ
れ
た
こ
と
も



『
行
宗
集
』
に
見
え
て
い
る

（
二
三
、
四
）
。
ま
た
や
や
後
年
の
こ
と
だ
が
、
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
二
月
二
八
日
に
は
皇
后
御
所
で
、
蹴

鞠
・
管
弦
・
和
歌
の
御
会
が
あ
っ
た
こ
と
も
『
中
右
記
』
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
令
子
の
周
辺
で
蹴
鞠
が
催
さ
れ
た
こ
と
は
、
師
実
が
蹴
鞠
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
令

子
自
身
も
相
応
に
興
味
を
有
し
て
い
た
故
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

令
子
周
辺
に
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
こ
が
物
語
と
縁
の
深
い
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
拠
る
。
『
今
鏡
』
巻
七
「
あ
り
す
が
は
」
に
は
、
「
侍

ゃ
「
三
条
の
を
と
γ
」
（
公
教
）
が
若
年
の
頃
の
月
夜
に
、
御
所
に
忍
び
込
ん
で
立
ち
聞
き
を
し
て
い
る

と
、
妻
戸
を
立
て
た
局
の
内
か
ら
、
「
源
氏
よ
み
て
、
「
榊
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」
、
「
葵
は
し
か
あ
り
」
な
ど
」
言
う
声
が
聞
こ
え
て
き
た
と
の

逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

従
大
納
言
」
（
成
通
・
鞠
の
名
人
）

ま
た
令
子
の
御
所
で
は
『
源
氏
物
語
」
が
愛
読
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
物
語
の
作
成
も
行
わ
れ
て
い
た
と
の
説
が
、
少
な
か
ら

ぬ
先
学
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
説
だ
け
を
列
挙
す
る
と
、
二
条
太
皇
太
后
宮
大
弐
は
『
心
高
き
東
宮
宣
旨
』
（
散
侠
）
と

『
す
ま
ひ
』
保
）
、
同
式
部
は
『
お
や
こ
の
中
』
黛
）
、
同
肥
後
は
「
苔
の
衣
』
（
祖
形
（
料
）
と
『
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
（
堤
中

（
初
）

納
言
物
（
官
）
『
こ
の
つ
い
で
』
（
同
）
の
作
者
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

戸、J
司
、
】

勿
論
こ
れ
ら
は
何
れ
も
実
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
の
説
が
令
子
の
周
辺
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然

と
は
片
付
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
す
ま
ひ
』
と
い
う
相
撲
に
関
連
す
る
一
風
変
わ
っ
た
作
品
が
、
令
子
周
辺
で
制
作
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
こ
と
も
、
『
扇
流
し
』
と
蹴
鞠
の
関
係
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(138) 



五

『
扇
流
し
』
作
者
の
検
討

(137) 

以
上
の
よ
う
に
令
子
内
親
王
の
御
所
で
は
、
し
ば
し
ば
蹴
鞠
が
催
さ
れ
、
ま
た
物
語
が
制
作
さ
れ
て
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い

て
、
蹴
鞠
を
男
女
の
重
要
な
出
会
い
の
場
に
設
定
す
る
様
な
物
語
が
、
生
み
出
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ

が
、
そ
の
可
能
性
を
少
し
で
も
追
求
す
べ
く
、
続
い
て
は
『
風
葉
和
歌
集
』
に
残
さ
れ
た
『
扇
流
し
』
を
出
典
と
す
る
四
首
の
和
歌
の
表
現

を
検
討
し
て
、
令
子
周
辺
に
具
体
的
な
作
者
を
想
定
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

先
に
も
確
認
し
た
、
「
思
ひ
あ
ま
り
深
き
山
べ
に
入
り
ぬ
と
も
あ
り
ゃ
な
し
ゃ
と
誰
か
と
ふ
べ
き
」
（
一
一
一
一
八
四
）
に
つ
い
て
、
改
め
て
そ

の
特
徴
を
述
べ
る
と
、
「
思
ひ
あ
ま
り
」
は
伊
勢
や
源
氏
に
、
「
深
き
山
べ
」
は
宇
津
保
（
四
例
）

や
『
多
武
峰
少
将
物
語
』
に
、
「
あ
り
や

fo 
司
、
】

な
し
ゃ
と
」
は
伊
勢
や
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
、
「
誰
か
と
ふ
べ
き
」
は
『
多
武
峰
少
将
物
語
』
に
用
例
が
あ
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
如

何
に
も
物
語
的
な
表
現
に
満
ち
た
歌
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

他
の
三
首
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

を
と
こ
の
さ
く
ら
＃
こ
え
だ
お
こ
せ
て
侍
り
け
る
に

（幻）

あ
ふ
ぎ
な
が
し
の
新
中
納
言

あ
だ
に
の
み
ち
り
ぬ
べ
け
れ
ば
桜
花
風
に
つ
け
て
も
物
を
こ
そ
思
へ

（
八
九
）

返
し

宰
相
中
将

あ
だ
な
り
と
な
に
か
は
な
げ
く
色
深
く
の
ど
け
き
春
の
か
た
み
と
を
み
よ

（九

O）



（
も
の
思
ひ
け
る
秋
の
こ
ろ
、
袖
を
風
の
ふ
き
か
へ
す
に
）

あ
ふ
ぎ
な
が
し
の
源
中
納
言

い
と
ど
し
く
あ
れ
た
る
宿
は
秋
の
ょ
に
物
思
ふ
袖
ぞ
露
け
か
り
け
る
（
二
六
九
）

「
あ
だ
に
の
み
」
歌
は
五
匂
全
て
に
古
く
か
ら
の
用
例
が
あ
り
、
特
別
珍
し
い
表
現
は
無
い
と
い
え
る
の
だ
が
、
『
肥
後
集
』
の
次
の
一
首

な
ど
は
、
状
況
や
表
現
の
共
通
性
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

さ
か
ざ
り
し
を
か
へ
し
ゃ
る
と
て

勺
I

丹
、
】

人
の
も
と
に
、
ち
ひ
さ
き
さ
く
ら
の
は
じ
め
て
さ
き
た
る
が
、
心
と
け
て
も

い
か
が
と
ぞ
か
ぜ
に
つ
け
て
も
お
も
ひ
や
る
は
な
さ
き
そ
む
る
や
ど
の
さ
く
ら
を
（
四
一
二
）

加
え
て
、
「
物
を
こ
そ
思
へ
」
の
句
も
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
『
肥
後
集
』
に
、
「
な
に
は
め
が
ま
ど
ほ
に
あ
め
る
あ
ら
す

だ
れ
す
き
て
よ
し
な
き
も
の
を
こ
そ
お
も
へ
」
（
一
九
七
）
と
の
用
例
も
見
出
せ
る
。

肥
後
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
令
子
の
皇
后
・
皇
太
后
時
代
に
仕
え
た
女
房
で
あ
り
、
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
『
苔
の
衣
』
（
祖
系
本
）

や
「
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
幾
篇
か
の
作
者
説
も
あ
る
人
物
で
あ
る
。
郎
一
一
か
都
合
が
良
す
ぎ
る
様
で
は
あ
る
が
、
こ
の
関
連
性
に
注
意
し
て

(136) 

他
の
歌
も
検
討
し
て
み
た
い
。



「
あ
だ
な
り
と
」
歌
も
全
て
の
句
に
古
い
用
例
は
あ
る
の
だ
が
、
第
三
句
の
「
色
深
く
」
は
、
や
は
り
『
肥
後
集
』
に
「
い
ろ
ふ
か
く
花

(135) 

の
に
ほ
ひ
の
み
に
し
み
て
う
す
き
こ
ろ
も
は
き
ま
う
か
り
け
る
」
（
五
八
）

「
い
ろ
ふ
か
く
を
り
け
る
は
な
の
心
ざ
し
み
よ
の
ほ
と
け
に

さ
か
せ
つ
る
か
な
」
（
一
一
二
六
）
と
、
花
と
関
連
す
る
二
首
が
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
「
色
」
は
鞠
の
回
転
を
意
味
す
る
言
葉
だ
が
、
そ

こ
ま
で
考
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
な
に
か
は
」
の
語
も
や
は
り
頻
用
さ
れ
る
語
で
は
あ
る
が
、
同
集
に
は
「
神
か
け
て
な

に
か
は
た
だ
す
ほ
と
け
だ
に
ま
こ
と
の
た
め
に
そ
ら
ご
と
ぞ
せ
し
」
（
一
四
八
）
の
用
例
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
い
と
ど
し
く
」
歌
も
特
別
珍
し
い
句
は
無
い
の
だ
が
、
『
肥
後
集
』
に
は
共
通
す
る
句
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
肥
後
が
常

陸
の
名
で
出
詠
し
て
い
る
『
永
久
百
首
』
に
、
「
た
ぐ
ひ
な
き
か
を
り
に
そ
へ
て
い
と
ど
し
く
く
れ
な
ゐ
ふ
か
く
に
ほ
ふ
梅
か
な
」
（
紅
梅
・

八
三
）

や
、
「
七
夕
の
あ
か
ぬ
わ
か
れ
を
お
も
ひ
や
る
我
が
こ
ろ
も
で
は
露
け
か
り
け
り
」
（
七
夕
後
朝
・
二
三
七
）
等
の
用
例
が
確
認
で
き

僅
か
に
四
首
の
内
の
三
首
に
、
肥
後
の
歌
と
の
句
の
共
通
性
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
肥
後
が
『
扇
流
し
』
の
作
者
で
あ
る
と
断
じ
る
こ

-138-

る
の
で
あ
る
。

と
が
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
蹴
鞠
と
い
う
要
素
を
抜
き
に
し
て
も
、
肥
後
が
『
扇
流
し
』
の
作
者
候
補
と
な
り
う
る
の
か
は
一
層
心
許
な
い

限
り
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
風
葉
集
』
に
拠
っ
て
知
ら
れ
る
散
侠
物
語
の
和
歌
一
首
と
、
良
く
似
た
詠
作
が
存
す
る
こ
と
が
作
者

説
の
根
拠
と
な
り
う
る
散
供
物
語
研
究
に
あ
っ
て
は
、

一
応
候
補
の
一
人
に
数
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

肥
後
は
、
従
五
位
下
肥
前
守
定
成
の
女
で
、
常
陸
介
・
肥
後
守
藤
原
実
宗
の
妻
と
な
っ
て
い
る
。
長
久
年
間
（
一

O
四
0
1
四
四
）
頃
の

生
ま
れ
と
思
わ
れ
、
関
白
師
実
に
そ
の
没
の
康
和
三
年
（
一
一

O
こ
頃
ま
で
三
十
年
以
上
仕
え
、
後
に
前
斎
院
皇
后
宮
令
子
内
親
王
に
出

仕
し
た
。
『
堀
河
院
艶
書
合
』
『
堀
河
百
首
』
『
永
久
百
首
』
の
作
者
と
な
っ
て
い
る
様
に
、
堀
河
院
期
を
代
表
す
る
女
流
歌
人
の
一
人
で
あ

り
、
勅
撰
集
に
は
『
金
葉
集
』
以
下
に
五
十
首
も
入
集
し
て
お
り
、
家
集
『
肥
後
集
』
（
二

O
七
首
）
が
あ
る
。
物
語
作
者
と
し
て
は
、
作



歌
能
力
は
申
し
分
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
や
『
狭
衣
物
語
』
に
も
通
じ
、
そ
れ
ら
を
材
と
す
る
詠
作
も
少
な
か

ら
ず
確
認
で
き
る
と
の
指
摘
も
あ
る
の
で
あ
る
。

肥
後
の
最
も
大
部
な
現
存
作
品
で
あ
る
と
こ
ろ
の
家
集
『
肥
後
集
』
か
ら
、
そ
の
物
語
作
者
と
し
て
の
能
力
や
、
『
扇
流
し
』
の
作
者
で

あ
る
可
能
性
等
を
今
少
し
探
っ
て
み
よ
う
。

師
実
の
死
後
程
な
く
自
撰
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
肥
後
集
』
に
は
、
「
太
政
大
臣
は
な
み
に
あ
り
か
せ
給
ひ
て
、
御
と
も
に
は
な

の
し
た
に
く
る
ま
た
て
て
」
（
二

O
）
、
「
あ
る
と
こ
ろ
に
は
な
み
に
い
き
た
り
け
る
に
、
さ
る
べ
き
殿
上
人
わ
か
や
か
な
る
か
む
だ
ち
め
な

ど
、
い
ま
も
き
そ
ひ
て
は
な
の
し
た
に
ゐ
た
る
を
み
て
」
（
四
一
）
等
と
、
師
実
等
の
花
見
に
同
行
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
花
見
の
際

に
蹴
鞠
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
先
の
令
子
と
蹴
鞠
の
関
係
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
り
、
蹴
鞠
好
き
の
師
実
に
仕
え
て
い
た

Q
ノ

司
、
】

こ
と
も
あ
り
、
肥
後
も
蹴
鞠
に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
集
中
に
蹴
鞠
に
関
す
る

記
述
は
見
え
な
い
の
だ
が
、

人
の
こ
ゆ
み
あ
は
せ
し
け
る
に

い
る
ゆ
み
の
や
か
ず
ま
さ
り
に
な
り
ゆ
く
は
わ
が
ひ
く
か
た
の
つ
よ
き
な
り
け
り
（
一
四
九
）

と
、
『
枕
草
子
』
で
「
あ
そ
び
わ
ざ
は

小
弓
。
碁
。
さ
ま
あ
し
け
れ
ど
、
鞠
も
を
か
し
」
（
古
典
全
集
）
と
し
て
、
蹴
鞠
と
共
に
挙
げ
ら
れ

る
小
弓
を
詠
ん
で
い
る
の
は
注
意
さ
れ
よ
う
。

あ
る
い
は
ま
た
、
「
か
す
が
に
ま
ゐ
り
た
る
に
：
・
」
（
一
三
二
、
「
ま
た
の
ち
に
お
な
じ
み
や
し
ろ
に
ま
ゐ
り
て
：
・
」
（
一
二
一
一
一
）
等
と
あ
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る
こ
と
か
ら
、
奈
良
に
複
数
度
行
っ
た
経
験
が
あ
る
こ
と
も
判
る
。
多
武
峰
ま
で
足
を
伸
ば
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
京
よ
り
奈
良
ま
で
の
道

中
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
『
扇
流
し
』
を
執
筆
す
る
に
は
好
都
合
で
あ
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
「
な
が
ら
へ
て
わ
す
る
ま
じ
き
よ
し
い
ひ
け
る
人
の
、
さ
も
な
か
り
け
る
に
か
は
り
て
」
（
一
五
八
）
、

「
た
え
に
け
る
を
と
こ
の
も
と
に
、
し
の
ぶ
ず
り
や
り
け
る
に
か
は
り
て
」
（
一
九
六
）
等
を
は
じ
め
と
し
て
、
恋
に
も
相
応
に
通
じ
て
い
た

こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

自
撰
家
集
で
あ
れ
ば
、
詞
書
も
自
身
の
執
筆
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
別
に
長
文
が
多
い
と
か
、
物
語
的
に
洗
練
さ
れ
た
文
章
で
あ

る
訳
で
も
な
い
が
、
「
あ
か
つ
き
が
た
京
ご
く
ど
の
に
て
、
す
だ
れ
を
ま
き
あ
げ
て
人
人
な
げ
し
に
ま
く
ら
を
し
て
ふ
し
た
る
に
、
袖
の
な

か
に
き
り
ぎ
り
す
の
な
け
ば
」
（
一

O
四
）
、
「
も
の
へ
ゆ
く
み
ち
に
、
心
も
ゆ
か
ぬ
こ
と
ゃ
あ
り
け
ん
、
い
き
っ
き
て
京
へ
や
る
」
（
一
六
七
）
、

「
つ
く
し
な
り
し
が
の
ぼ
る
べ
き
ほ
ど
に
な
り
て
、
ふ
ね
に
の
ら
む
と
せ
し
に
、
た
ち
の
さ
ま
は
あ
や
し
げ
な
り
し
か
ど
、
ま
た
み
る
べ
き

と
こ
ろ
な
ら
ね
ば
あ
は
れ
に
て
」
（
一
七

O
）
等
は
、
歌
物
語
の
風
情
も
あ
る
こ
な
れ
た
文
章
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
か
ら
し
て
も

相
応
の
文
章
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

補
強
材
料
と
も
言
い
難
い
も
の
を
、
幾
つ
並
べ
て
も
甲
斐
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
取
り
敢
え
ず
は
肥
後
が
『
一
扇
流
し
』
を
執
筆
し
て
も
お

か
し
く
は
な
い
だ
げ
の
条
件
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、

一
応
以
上
の
例
か
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

肥
後
が
『
扇
流
し
』
を
執
筆
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
師
実
に
仕
え
て
い
る
頃
か
、
令
子
の
元
に
参
じ
て
か
ら
か
ま
で
は
推
測
の
し
よ
う

も
な
い
が
、
主
人
を
慰
め
る
目
的
で
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
令
子
の
為
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
し
た

ら
、
蹴
鞠
に
関
連
し
て
い
る
せ
よ
、
そ
う
で
な
い
に
せ
よ
、
令
子
と
共
に
師
実
在
世
時
代
の
華
や
か
に
し
て
和
や
か
な
思
い
出
を
懐
か
し
む

為
に
、
物
語
を
執
筆
し
た
と
ま
で
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
無
謀
な
浪
漫
性
で
あ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

散
侠
し
た
物
語
の
残
存
す
る
一
首
の
歌
を
起
点
と
し
て
、
そ
の
作
者
ま
で
を
想
定
あ
る
い
は
妄
想
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
辿
り
着
い
て
し
ま

っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
も
、
問
題
の
歌
が
蹴
鞠
に
関
係
す
る
歌
で
あ
る
と
断
言
も
で
き
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
お
詫
び
す
る
し

か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
検
証
手
続
き
に
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
物
語
作
成
の
場
に
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
作
中
和
歌
の
表
現
と

か
な
り
共
通
性
の
高
い
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
人
物
は
、
肥
後
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
蹴
鞠
と
の
関
連
を
抜
き
に
し
て

も
、
散
供
物
語
『
扇
流
し
」
の
作
者
と
し
て
、
肥
後
を
候
補
の
一
人
に
推
挙
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

残
存
す
る
僅
か
四
首
の
み
か
ら
、
そ
の
粗
筋
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
散
供
物
語
『
扇
流
し
』
は
そ
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の
作
品
名
か
ら
し
て
、
な
ん
ら
か
の
障
害
に
よ
っ
て
身
を
隠
し
た
女
主
人
公
を
探
し
て
い
た
男
主
人
公
が
、
川
を
流
れ
て
き
た
扇
を
拾
っ
て

再
会
を
果
た
す
と
い
う
枠
組
み
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
認
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
に
、
出
会
い
の
契

機
が
蹴
鞠
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
、
多
武
峰
が
出
て
く
る
の
も
蹴
鞠
と
の
縁
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
、
比
一
一
末
的
な
二
点

の
可
能
性
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

い
わ
ば
、
宇
津
保
・
源
氏
・
狭
衣
と
続
い
た
物
語
文
学
に
お
け
る
蹴
鞠
場
面
登
場
の
伝
統
を
汲
み
、

源
氏
物
語
で
強
い
印
象
を
与
え
ら
れ
る
、
男
女
の
運
命
的
な
出
会
い
の
要
素
を
活
か
し
た
物
語
が
、
作
成
さ
れ
た
可
能
性
を
想
定
し
て
み
た

次
第
で
あ
る
。
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日注（1
）
「
藤
原
成
通
影
供
と
飛
鳥
井
家
の
歌
鞠
二
道
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
加
、
平
6
・
3
）。

（2
）
本
文
は
丹
鶴
叢
書
本
を
底
本
と
す
る
『
新
編
国
歌
大
観
」
に
拠
る
。
以
下
特
に
注
記
の
な
い
和
歌
作
品
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

（3
）
引
用
の
傍
線
は
稿
者
が
私
に
付
す
。
以
下
も
同
様
で
あ
る
。
「
あ
ま
り
」
に
「
ま
り
」
を
掛
け
る
例
に
は
、
『
明
日
香
井
集
』
に
見
え
る
雅
経
と

順
徳
院
と
の
贈
答
の
例
（
一
三
二
二
、
三
）
も
あ
る
。

建
保
二
年
三
月
廿
日
比
、
や
へ
ざ
く
ら
の
枝
に
鞠
を
つ
け
て
内
裏
へ
ま
い
ら

せ
け
る
に
、
そ
へ
て
侍
け
る

は
る
を
お
し
み
お
る
て
え
だ
の
や
へ
ざ
く
ら
こ
〉
の
へ
に
も
と
お
も
ふ
ば
か
り
ぞ

御
返
し

は
る
を
お
し
む
お
り
つ
る
花
も
こ
、
の
へ
に
お
も
ふ
あ
ま
り
の
い
ろ
は
そ
へ
け
り

（4
）
渡
辺
融
氏
「
蹴
鞠
口
惇
集
上
巻
（
前
田
育
徳
会
尊
経
関
文
庫
所
蔵
）
翻
刻
」
（
「
東
京
大
学
教
養
学
部
体
育
学
紀
要
』
お
、
平
3
・
3
）
に
よ

る
。
猶
、
「
式
」
は
頼
輔
の
蹴
鞠
の
師
で
あ
る
藤
原
成
通
の
『
三
十
箇
条
式
』
の
こ
と
、
「
都
督
」
は
成
通
の
外
祖
父
藤
原
顕
季
の
こ
と
で
あ

る。

（5
）
架
蔵
近
世
期
写
本
に
拠
る
。

（6
）
桑
山
浩
然
氏
『
蹴
鞠
技
術
変
遺
の
研
究
』
（
科
研
報
告
書
、
平
4
）
所
収
の
渡
辺
融
氏
「
蹴
鞠
口
伝
集
下
巻
」
の
東
山
御
文
庫
蔵
本
翻
刻
に
拠

る
。
『
本
朝
事
始
』
は
侠
書
。
こ
こ
で
は
「
打
麹
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
蹴
鞠
の
起
源
を
語
る
意
図
の
元
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る

（7
）
整
理
的
な
紹
介
で
あ
る
の
で
、
「
改
作
関
係
を
否
定
す
る
説
も
あ
る
。
・
：
扇
流
し
と
い
う
趣
向
以
外
に
は
筋
の
共
通
性
が
希
薄
」
と
の
補
記
も

あ
る
。

（8
）
長
谷
寺
蔵
折
本
を
底
本
と
す
る
「
長
谷
寺
験
記
』
（
新
典
社
善
本
叢
書
二
、
昭
日
）

（9
）
『
大
日
本
史
料
第
二
編
之
十
』
所
収
の
『
拾
珠
抄
』
か
ら
の
翻
刻
に
拠
る
。

（
叩
）
室
城
秀
之
氏
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
』
（
お
う
ふ
う
、
平
7
）
に
拠
る
。

（
日
）
渡
辺
融
・
桑
山
浩
然
氏
『
蹴
鞠
の
研
究
』
（
東
大
出
版
会
、
平
9
）。

に
拠
る
。
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（
ロ
）
注
日
所
掲
書
参
照
。

（
日
）
榊
原
邦
彦
氏
他
編
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
、
昭
特
）
に
拠
る
。

（
凶
）
令
子
周
辺
の
物
語
愛
好
に
つ
い
て
は
、
塚
谷
多
貴
子
氏
「
皇
后
宮
令
子
歌
壇
論
｜
金
葉
集
期
の
女
流
歌
壇

l
」
（
『
北
大
国
語
国
文
研
究
』
位
、

昭
特
・
日
）
、
山
田
和
則
氏
「
二
条
太
皇
太
后
宮
令
子
サ
ロ
ン
の
物
語
制
作
｜
散
逸
物
語
『
す
ま
ひ
（
相
撲
）
』
の
成
立
を
中
心
に
｜
」
（
『
日

本
文
学
』
日
｜
口
、
平
U
・
ロ
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
日
）
樋
口
芳
麻
巴
氏
『
平
安
・
鎌
倉
時
代
散
逸
物
語
の
研
究
』
（
ひ
た
く
書
房
、
昭
幻
）
。

（
凶
）
注
M
所
掲
の
山
田
氏
論
文
。

（
口
）
三
角
洋
一
氏
『
物
語
の
変
貌
』
（
若
草
書
房
、
平
8
）。

（
同
）
山
田
和
則
氏
「
『
苔
の
衣
』
成
立
論
｜
改
作
仮
説
と
二
条
太
皇
太
后
宮
令
子
サ
ロ
ン

l
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
剖

l
m、
平
M
－

m）。

（
ゆ
）
山
岸
徳
平
氏
『
堤
中
納
言
物
語
全
註
解
」
（
有
精
堂
、
昭
幻
）
。

（
却
）
野
村
二
二
氏
「
堤
中
納
言
物
語
中
八
篇
の
作
者
に
つ
い
て
」
（
『
平
安
文
学
研
究
』
相
、
昭
門
的
・

6
）。

（
幻
）
中
野
荘
次
・
藤
井
隆
氏
『
増
訂
校
本
風
葉
和
歌
集
』
（
友
山
文
庫
、
昭
川
町
）
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
歌
の
作
者
は
「
新
」
を
「
源
」
と
す
る
も

の
が
殆
ど
で
、
克
つ
京
都
大
学
文
学
部
閲
覧
室
蔵
本
・
池
田
亀
鑑
旧
蔵
抜
書
本
・
浅
野
図
書
館
蔵
零
本
等
は
、
末
尾
に
「
女
」
が
あ
る
。
贈

答
相
手
の
「
宰
相
中
将
」
が
男
主
人
公
な
ら
ば
、
女
主
人
公
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
源
中
納
言
女
」
と
あ
る
方
が
適
当
か
。
猶
、
「
い
と
ど
し

く
」
歌
の
作
者
も
「
源
中
納
言
女
」
と
す
る
も
の
に
、
京
大
本
・
神
宮
文
庫
蔵
抜
書
本
・
浅
野
本
が
あ
る
。
「
あ
だ
に
の
み
」
歌
が
女
主
人
公

の
歌
で
あ
る
と
、
男
の
贈
っ
て
き
た
桜
は
、
二
人
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
蹴
鞠
の
懸
の
桜
か
、
あ
る
い
は
鞠
を
鞠
庭
に
持
ち
込
む
際
に
桜
な

ど
の
枝
に
結
び
つ
け
る
枝
鞠
（
付
鞠
）
を
象
徴
す
る
も
の
と
考
え
た
く
な
る
が
、
妄
想
は
注
内
で
留
め
て
お
く
。

（
辺
）
例
え
ば
、
『
お
や
こ
の
中
』
は
、
「
今
は
と
て
か
き
な
す
隼
の
は
て
の
を
に
心
ぼ
そ
く
も
成
り
ま
さ
る
か
な
」
（
風
葉
集
・
一
一
一
一
一
一
五
）
が
、
「
千

載
集
』
で
作
者
が
「
二
条
太
皇
大
后
宮
式
部
」
と
あ
る
歌
で
あ
る
こ
と
に
拠
り
、
『
心
高
き
東
宮
宣
旨
』
は
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
見
え
る

「
と
も
し
火
の
つ
く
る
を
き
は
に
な
が
め
つ
つ
ま
ど
ろ
ま
ぬ
よ
を
い
く
よ
へ
ぬ
ら
む
」
（
三
六

O
）
と
の
歌
が
、
『
二
条
太
皇
太
后
宮
大
弐
集
』

の
「
上
陽
人
」
を
題
と
す
る
、
「
と
も
し
び
の
つ
く
る
を
き
は
と
な
が
め
つ
つ
あ
は
れ
い
く
よ
を
な
げ
き
き
ぬ
ら
ん
」
（
一
一
七
）
と
極
め
て

似
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
主
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
お
）
寺
本
直
彦
氏
『
源
氏
物
語
受
容
史
考
・
続
編
』
（
風
間
書
房
、
昭
如
刀
）
第
三
章
第
二
節
や
、
注
目
所
掲
の
山
田
氏
論
文
等
。
猶
、
肥
後
に
つ
い
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て
は
、
森
本
元
子
氏
「
「
肥
後
集
」
の
作
者
と
そ
の
生
涯
」
『
私
家
集
の
研
究
』
（
明
治
書
院
、
昭
制
）
・
久
保
木
哲
夫
氏
「
肥
後
と
そ
の
集
」

『
平
安
時
代
私
家
集
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
昭

ω）
・
高
野
瀬
恵
子
氏
「
令
子
内
親
王
家
の
歌
人
肥
後
｜
『
肥
後
集
』
以
後
の
和
歌
活
動
｜
」

（
『
和
歌
文
学
研
究
』
児
、
平
問
・

6
）
等
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（M
）
但
し
、
小
弓
は
『
拾
遺
抄
』
の
実
資
歌
（
五
一
三
二
）
や
、
『
後
拾
遺
集
』
道
綱
母
歌
（
二
一
一
五
）
の
調
書
な
ど
に
も
見
え
て
お
り
、
蹴
鞠
よ

り
は
や
や
和
歌
に
馴
染
み
あ
る
存
在
で
は
あ
る
口

（
お
）
肥
後
の
在
世
中
の
、
永
保
元
年
（

a

一
O
八
こ
三
月
六
日
（
多
武
峰
略
記
）
と
天
仁
二
年
（
二

O
九
）
三
月
三
十
日
（
殿
暦
）
に
、
多
武

峯
の
大
織
冠
像
が
破
裂
し
た
こ
と
が
あ
り
、
都
人
の
視
線
が
多
武
峰
と
鎌
足
に
向
い
た
こ
と
も
、
物
語
の
設
定
に
影
響
を
与
え
た
か
も
し
れ

な
し
。

(129) 

【
補
記
】
本
稿
は
平
成
十
六
年
五
月
十
五
日
に
東
京
医
科
歯
科
大
学
で
行
わ
れ
た
和
歌
文
学
会
例
会
で
、
「
あ
り
や
の
歌

l
散
侠
物
語
『
扇
流
し
』
を

め
ぐ
る
臆
説
！
」
と
題
し
て
発
表
し
た
内
容
を
本
に
、
そ
の
後
の
検
討
な
ど
を
加
え
て
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
御
意
見
を
賜
っ
た

方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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