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『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
表
現
方
法

―

女
房
中
将
の
お
も
と
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー―

（
１
）
は
じ
め
に

　

か
り
に
散
文
で
あ
れ
、
平
安
中
期
の
文
学
に
和
歌
を
含
ま
な
い
作
品
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
和
歌
が
平
安
貴
族
た
ち
の
生
活
に
深
く
根
づ
き
、
こ
れ
な
し
で

は
彼
ら
の
高
雅
な
日
常
を
表
現
で
き
な
か
っ
た
事
実
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
文
学
作
品
に
見
え
る
そ
れ
を
単
に
人
々
の
行
動
の
痕
跡
の
一
齣
と
し

て
押
さ
え
る
の
で
は
十
分
で
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。
特
に
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、
記
事
の
最
高
潮
の
場
面
に
こ
れ
を
据
え
、
あ
る
い
は
作
品
展
開
の
要
諦

小　

野　

真　

樹

　

帚
木
巻
冒
頭
の
直
後
に
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
が
描
か
れ
る
こ
と
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
帚
木
巻
か
ら
夕
顔
巻
ま
で
の
三
帖
全
体
は
、
中
の
品

と
い
う
階
層
に
目
を
見
開
か
さ
れ
た
源
氏
が
、
そ
う
い
う
未
知
の
女
性
た

ち
と
の
新
た
な
関
係
に
挑
戦
し
て
ゆ
く
と
い
う
主
題
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て

い
る
。
従
っ
て
、
夕
顔
巻
で
は
主
人
公
は
夕
顔
の
君
な
の
だ
が
、
一
方
で
、

「
六
条
わ
た
り
」
の
女
君
が
源
氏
の
お
忍
び
の
謎
め
く
お
相
手
と
し
て
挿

話
的
に
登
場
す
る
。
女に

ょ
う
ぼ
う房

「
中

ち
ゅ
う
じ
ょ
う

将
の
お
も
と
」
の
和わ

か歌
リ
テ
ラ
シ
ー
に

よ
っ
て
、
そ
の
謎
の
主
人
（
実
は
六
条
御
息
所
）
が
上
の
品
の
女
君
で
あ

る
と
間か

ん
せ
つ
て
き

接
的
に
暗あ

ん
じ示

さ
れ
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
は
将
来
の
お

ぞ
ま
し
い
展
開
を
孕
み
つ
つ
も
、
帚は

は
き
ぎ
さ
ん
じ
ょ
う

木
三
帖
の
一い

っ
か
ん貫

し
た
主し

ゅ
だ
い題

は
、
な
お

も
中
の
品
の
女
君
と
の
交
流
を
描
く
こ
と
の
方
だ
と
い
う
作さ

く
ひ
ん品

の
節せ

つ
ど度

を
守
る
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
上
流
の
女
性
の
動
き
を
対
照
的
に
捉

え
つ
つ
も
、
明
確
な
人
物
像
と
し
て
は
表
現
せ
ず
、
間
接
を
以
っ
て
暗
示

す
る
中
将
の
優
れ
た
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
は
主し

ゅ
だ
い題

と
程ほ

ど

よ
く
寄よ

り
添そ

う
た

め
に
も
必
要
と
さ
れ
た
。

論　

文　

要　

旨
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に
そ
れ
ら
を
配
す
る
な
ど
、
意
識
的
な
和
歌
の
用
い
ら
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
作
品
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
よ
う
に
和
歌
が
按
排
さ
れ
て

い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
物
語
作
品
に
窺
え
る
和
歌
は
、
平
安
貴
族
の
現
実
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
お
り
、
貴
族
た
ち
が
実
際
に
詠
み

合
っ
て
い
た
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
事
物
な
の
で
あ
る
。
物
語
の
和
歌
は
、
我
々
の
目
に
入
る
以
前
の
段
階
で
、
既
に
作
品
形
成
の
た
め
の
一
手
段
と
化
し
て

お
り
、
純
粋
な
生
活
痕
跡
や
そ
の
模
写
の
類
な
ど
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
作
品
形
成
の
過
程
に
お
い
て
手
段
化
さ
れ
て
い
く
中
、
和
歌
の
持
つ
多
様
な
面
が
強

調
的
に
引
き
出
さ
れ
、
様
々
な
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

旧
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
そ
う
し
た
作
品
形
成
の
う
ち
で
も
、
作
中
人
物
の
和
歌
の
巧
拙
が
作
品
展
開
に
寄
与
さ
せ
ら
れ
る
度
合
い
が
高
い
と
考

え
、
そ
の
個
々
人
の
能
力
差
の
こ
と
を
「
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
名
づ
け
て
、
注
視
を
続
け
て
き
た１

。
む
ろ
ん
、
和
歌
を
使
い
こ
な
す
能
力
の
個
人
差
は
、
現

実
の
平
安
社
会
で
も
当
た
り
前
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
物
語
は
作
中
人
物
た
ち
に
対
し
て
自
在
に
そ
れ
ら
を
付
与
で
き
た
。
誰
そ
れ
は
歌

の
う
ま
い
人
、
彼
そ
れ
は
癖
の
あ
る
詠
み
方
の
女
性
な
ど
と
い
う
人
物
造
型
上
の
個
性
を
、
作
品
は
好
き
勝
手
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ

に
何
ら
か
の
物
語
展
開
上
の
作
為
を
問
う
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
触
れ
た
旧
稿
で
は
、玉
鬘
や
末
摘
花
、近
江
君
な
ど
の
目
立
っ

た
個
性
の
持
ち
主
の
、
特
に
本
人
の
和
歌
に
対
し
て
注
意
を
払
っ
て
き
た
。
だ
が
、
今
回
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
当
人
な
ら
ざ
る
周
囲
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー

が
、
女
君
自
身
の
人
物
造
型
を
示
唆
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
に
目
を
つ
け
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
夕
顔
巻
に
お
い
て
、
女
房
「
中
将
の
お
も

と
」
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
を
語
る
こ
と
が
、
謎
の
女
主
人
（
実
は
六
条
御
息
所
）
を
間
接
的
に
描
く
一
手
段
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
（
２
）
夕
顔
巻
冒
頭
の
書
き
出
し
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
」

　

夕
顔
巻
の
女
主
人
公
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
夕
顔
で
あ
る
。
帚
木
巻
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
、
源
氏
は
宿
直
の
つ
れ
づ
れ
に
先
輩
達
が
語
っ
た
中
の
品
の

女
性
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
そ
の
後
、
そ
の
種
の
相
手
と
の
逢
瀬
を
経
験
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
帚
木
・
空
蝉
の
両
巻
で
空
蝉
、
及
び
軒
端
荻
と
の
逢
瀬
が

あ
り
、
続
く
夕
顔
巻
で
は
夕
顔
と
の
逢
瀬
と
死
別
が
話
の
筋
の
中
心
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
夕
顔
の
場
合
は
、「
か
の
下
が
下
と
人
の
思
ひ
捨
て
し
住
ま
ひ
な

れ
ど
」（
ｐ
１
４
４２

）
な
ど
と
、
源
氏
が
心
内
で
思
っ
て
お
り
、
途
中
ま
で
は
中
の
品
に
満
た
な
い
出
自
だ
と
誤
解
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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こ
れ
に
関
し
て
は
中
の
品
の
女
性
へ
の
興
味
と
は
断
定
で
き
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
は
そ
の
点
に
深
入
り
し
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
夕
顔
巻
の
冒
頭

は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　
　
　

 
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
、
内
裏
よ
り
ま
か
で
た
ま
ふ
中
宿
に
、
大
弐
の
乳
母
の
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
て
尼
に
な
り
に
け
る
と
ぶ
ら
は
む
と
て
、

五
条
な
る
家
た
づ
ね
て
お
は
し
た
り
。（
ｐ
１
３
５
）

 　

傍
線
部
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
」
の
「
御
忍
び
歩
き
」
の
事
情
は
、
後
々
に
判
明
し
て
く
る
こ
と
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
段
階
で
は
、
帚

木
巻
で
中
の
品
の
女
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
同
巻
、
お
よ
び
空
蝉
巻
に
お
い
て
空
蝉
や
軒
端
荻
と
関
係
を
持
っ
て
き
た
源
氏
の
本
来
通
う
べ
き
女
性
は
、
六
条

界
隈
の
場
所
に
、
別
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
匂
わ
せ
た
も
の
ら
し
い
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
は
作
中
の
初
見
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
六
条
わ
た
り
の

御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
だ
け
で
、
そ
の
女
性
の
存
在
を
読
者
に
了
解
し
ろ
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
た
か
も
こ
の
人
物
を
読
者
既
知
の
存
在

の
よ
う
に
語
る
が
ゆ
え
に
、
帚
木
巻
以
前
に
欠
巻
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
を
想
定
す
る
説３

さ
え
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
結
論
の
見
え
な
い
成
立
過
程
説
に
寄
り
か

か
る
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
よ
り
も
、
上
述
し
た
よ
う
な
、
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
こ
の
書
き
ぶ
り
を
、
こ
の
巻
固
有
の
筆
法
と

見
て
、
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
の
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
」
と
い
う
謎
め
い
た
書
き
出
し
で
読
者
の
関
心
を
そ
そ
り
な
が
ら
、
実
際
の
話
の
本
筋
は
大
弐
の
乳
母
の
病

を
見
舞
お
う
と
し
て
出
く
わ
し
た
五
条
界
隈
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
あ
い
に
く
門
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
た
め
、
乳
母
の
息
子
の
惟
光
を
呼
び
に
や
っ
て

鍵
を
探
さ
せ
て
い
る
間
、
源
氏
の
視
線
は
隣
の
檜
垣
を
め
ぐ
ら
す
粗
末
な
家
居
に
向
か
っ
た
。

　
　

 

御
車
入
る
べ
き
門
は
鎖
し
た
り
け
れ
ば
、
人
し
て
惟
光
召
さ
せ
て
、
待
た
せ
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、
む
つ
か
し
げ
な
る
大
路
の
さ
ま
を
見
わ
た
し
た
ま
へ
る

に
、
こ
の
家
の
か
た
は
ら
に
、
檜
垣
と
い
ふ
も
の
新
し
う
し
て
、
上
は
半
蔀
四
五
間
ば
か
り
上
げ
わ
た
し
て
、
簾
な
ど
も
い
と
白
う
涼
し
げ
な
る
に
、
…

（
ｐ
１
３
５
）

　

隣
家
を
見
た
源
氏
の
心
内
は
、「
門
は
蔀
の
や
う
な
る
押
し
上
げ
た
る
、
見
入
れ
の
ほ
ど
な
く
も
の
は
か
な
き
住
ま
ひ
を
、
あ
は
れ
に
、
い
づ
こ
か
さ
し
て

と
思
ほ
し
な
せ
ば
、玉
の
台
も
同
じ
こ
と
な
り
」（
ｐ
１
３
６
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
貧
し
い
佇
ま
い
な
が
ら
、な
ぜ
か
源
氏
に
は
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
小
家
に
咲
い
て
い
る
白
い
夕
顔
の
花
を
め
ぐ
っ
て
、
源
氏
と
随
身
と
の
間
で
し
ゃ
れ
た
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
。
随
身
の
素
性
は
近
衛
府
な
ど
の
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下
級
の
官
人
に
過
ぎ
な
い
が４

、
さ
す
が
に
源
氏
付
き
の
人
間
と
も
な
れ
ば
、
高
度
な
や
り
取
り
の
で
き
る
者
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

 
切
懸
だ
つ
物
に
、
い
と
青
や
か
な
る
葛
の
心
地
よ
げ
に
這
ひ
か
か
れ
る
に
、
白
き
花
ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
。
源
氏

「
を
ち
か
た
人
に

も
の
申
す
」
と
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
、
御
随
身
つ
い
ゐ
て
、
随
身

「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や

し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
る
」
と
申
す５

。
げ
に
い
と
小
家
が
ち
に
、
む
つ
か
し
げ
な
る
わ
た
り
の
、
こ
の
面
か
の
面
あ
や
し
く
う
ち
よ
ろ
ぼ
ひ
て
、

む
ね
む
ね
し
か
ら
ぬ
軒
の
つ
ま
な
ど
に
這
い
ま
つ
は
れ
た
る
を
、
源
氏

「
口
惜
し
の
花
の
契
り
や
、
一
房
折
り
て
ま
ゐ
れ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
こ
の
押
し
上

げ
た
る
門
に
入
り
て
折
る
。（
ｐ
１
３
６
）

　

源
氏
の
命
令
に
従
っ
て
、
随
身
が
門
へ
入
る
と
、
貧
家
な
が
ら
風
情
の
あ
る
遣
戸
口
か
ら
女
童
が
現
れ
、
白
い
扇
に
夕
顔
の
一
房
を
載
せ
て
差
し
出
し
て
き

た
。
白
扇
は
随
身
、
さ
ら
に
惟
光
を
介
し
て
源
氏
に
渡
さ
れ
た
も
の
の
、
以
後
は
見
舞
い
の
段
取
り
に
入
り
、
そ
の
件
は
中
断
さ
れ
る
。
蒸
し
返
さ
れ
る
の
は
、

乳
母
邸
を
辞
去
す
る
際
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
源
氏
が
惟
光
に
持
ち
寄
ら
せ
た
紙
燭
で
扇
を
見
る
と
、「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔

の
花
」（
ｐ
１
４
０
）
と
い
う
歌
が
書
い
て
あ
る
。
貧
家
に
は
似
合
わ
ぬ
風
情
の
歌
に
興
趣
を
覚
え
た
源
氏
は
、「
寄
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
か
れ
に

ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
花
の
夕
顔
」（
ｐ
１
４
１
）
と
返
歌
を
送
る
が
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
調
子
に
乗
る
侍
女
た
ち
に
呆
れ
た
使
者
の
随
身
が
、
さ
ら
な
る
返
歌

を
待
つ
こ
と
な
く
帰
参
し
た
た
め
に
、
当
該
の
贈
答
は
そ
こ
で
打
ち
切
ら
れ
る
。

　

夕
顔
巻
は
、
以
上
の
出
来
事
を
発
端
と
し
て
、
本
筋
が
形
成
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
思
わ
れ
る
「
六
条
わ
た

り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
」
が
冒
頭
に
謳
わ
れ
、
あ
た
か
も
い
わ
く
あ
り
げ
に
語
り
出
さ
れ
る
筆
勢
に
は
、
や
は
り
注
意
を
払
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
続
く
記
事
に
も
似
た
よ
う
な
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
六
条
わ
た
り
」
の
登
場
す
る
二
度
目
は
、「
御
心
ざ
し
の
所
」
と
表
現
が
置
換
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
　

 

御
心
ざ
し
の
所
に
は
、
木
立
、
前
栽
な
ど
な
べ
て
の
所
に
似
ず
、
い
と
の
ど
か
に
心
に
く
く
住
み
な
し
た
ま
へ
り
。
う
ち
と
け
ぬ
御
あ
り
さ
ま
な
ど
の
気

色
こ
と
な
る
に
、
あ
り
つ
る
垣
根
思
ほ
し
出
で
ら
る
べ
く
も
あ
ら
ず
か
し
。
つ
と
め
て
、
す
こ
し
寝
す
ぐ
し
た
ま
ひ
て
、
日
さ
し
出
づ
る
ほ
ど
に
出
で
た

ま
ふ
。
朝
明
の
姿
は
、
げ
に
、
人
の
め
で
き
こ
え
ん
も
こ
と
わ
り
な
る
御
さ
ま
な
り
け
り
。（
ｐ
１
４
２
） 

　

傍
線
部
「
御
心
ざ
し
の
所
に
は
、
木
立
、
前
栽
な
ど
な
べ
て
の
所
に
似
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
住
ま
い
の
佇
ま
い
は
並
で
は
な
く
、
乳
母
邸
の
隣
家
の
貧
相
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な
様
子
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
。
点
線
部
「
あ
り
つ
る
垣
根
」
と
は
当
該
の
隣
家
の
檜
垣
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
咲
く
夕
顔
の
花
に
源
氏
が
い
た
く
心
惹
か
れ

た
事
実
に
は
言
及
し
た
。
源
氏
が
「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
と
口
遊
ん
だ
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
御
心
ざ
し
の
所
」
で
は
、
そ
れ
も
点
線
部
の

よ
う
に
「
思
ほ
し
出
で
ら
る
べ
く
も
あ
ら
ず
か
し
」
な
の
だ
。

　
「
六
条
わ
た
り
」「
御
心
ざ
し
の
所
」
は
誰
と
分
か
ら
ぬ
も
の
の
、
邸
の
佇
ま
い
か
ら
し
て
、
高
貴
な
身
分
の
女
君
で
あ
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
五
条
の
貧

し
い
家
居
と
六
条
の
「
な
べ
て
の
所
に
似
ず
」
の
佇
ま
い
が
対
照
関
係
に
置
か
れ
な
が
ら
、
巻
冒
頭
の
物
語
が
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
る６

。
し
か
も
、
そ
の
二

人
の
女
君
は
、
双
方
と
も
謎
の
人
物
と
し
て
、
素
性
そ
の
他
が
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
の
巻
の
主
人
公
は
五
条
の
貧
家
の
女
君
の
方
で
あ
り
、

「
六
条
わ
た
り
」
の
女
性
の
方
は
挿
話
的
、
か
つ
記
事
の
分
量
も
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
挿
話
的
に
挿
入
さ
れ
て
い
た

女
君
の
方
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
女
性
は
冒
頭
に
「
六
条
わ
た
り
」
と
あ
り
、
次
に
「
御
心
ざ
し
の
所
」
と
記
し
直
さ
れ
た
が
、
ど
ち
ら
の
表
現
に
お
い
て
も
、

ど
う
い
う
筋
の
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
と
い
う
点
は
、
一
切
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
唯
一
、
邸
の
様
子
に
事
寄
せ
て
、
品
位
の
高
さ
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
書
き
方
は
、
直
接
的
な
説
明
を
施
さ
ず
、
周
囲
の
描
写
か
ら
暗
示
的
に
人
物
像
を
匂
わ
せ
よ
う
と
す
る
、
作
品
特
有
の
表
現
手
段

と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
今
の
点
に
留
ま
ら
な
い
巻
全
体
の
筆
致
の
特
質
と
し
て
注
意
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）
後
朝
の
場
面
の
中
将
の
お
も
と

　

そ
の
意
味
で
、
右
の
こ
と
の
延
長
線
上
に
捉
え
て
よ
さ
そ
う
な
の
が
、
源
氏
が
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
性
と
情
交
を
持
っ
た
晩
、
及
び
そ
の
後
朝
の
情
景
で

あ
る
以
下
の
掲
出
場
面
で
あ
っ
た
。
Ａ
節
冒
頭
は
こ
の
女
君
を
指
す
表
現
と
し
て
は
三
度
目
に
相
当
す
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
「
六
条
わ
た
り
」
で
あ
り
、
こ
こ

で
も
誰
な
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
は
、
な
お
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
記
事
を
眺
め
て
み
た
い
。

　

Ａ 　

六
条
わ
た
り
も
、
と
け
が
た
か
り
し
御
気
色
を
お
も
む
け
き
こ
え
た
ま
ひ
て
後
、
ひ
き
返
し
な
の
め
な
ら
ん
は
い
と
ほ
し
か
し
。
さ
れ
ど
、
よ
そ
な
り

し
御
心
ま
ど
ひ
の
や
う
に
、
あ
な
が
ち
な
る
こ
と
は
な
き
も
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
見
え
た
り
。
女
は
、
い
と
も
の
を
あ
ま
り
な
る
ま
で
思
し
し
め
た
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る
御
心
ざ
ま
に
て
、
齢
の
ほ
ど
も
似
げ
な
く
、
人
の
漏
り
聞
か
む
に
、
い
と
ど
か
く
つ
ら
き
御
夜
離
れ
の
寝
ざ
め
寝
ざ
め
、
思
し
し
を
る
る
こ
と
さ
ま
ざ

ま
な
り
。

　

Ｂ 　

霧
の
い
と
深
き
朝
、
い
た
く
そ
そ
の
か
さ
れ
た
ま
ひ
て
、
ね
ぶ
た
げ
な
る
気
色
に
う
ち
嘆
き
つ
つ
出
で
た
ま
ふ
を
、
中
将
の
お
も
と
、
御
格
子
一
間
上

げ
て
、
見
た
て
ま
つ
り
送
り
た
ま
へ
と
お
ぼ
し
く
、
御
几
帳
ひ
き
や
り
た
れ
ば
、
御
頭
も
た
げ
て
見
出
し
た
ま
へ
り
。
前
栽
の
色
々
乱
れ
た
る
を
、
過
ぎ

が
て
に
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
げ
に
た
ぐ
ひ
な
し
。
廊
の
方
へ
お
は
す
る
に
、
中
将
の
君
、
御
供
に
参
る
。
紫
苑
色
の
を
り
に
あ
ひ
た
る
、
羅
の
裳

あ
ざ
や
か
に
ひ
き
結
ひ
た
る
腰
つ
き
、
た
を
や
か
に
な
ま
め
き
た
り
。
見
返
り
た
ま
ひ
て
、
隅
の
間
の
高
欄
に
し
ば
し
ひ
き
据
ゑ
た
ま
へ
り
。
う
ち
と
け

た
ら
ぬ
も
て
な
し
、
髪
の
下
り
端
め
ざ
ま
し
く
も
と
見
た
ま
ふ
。

　
　
　
源
氏

「
咲
く
花
に
う
つ
る
て
ふ
名
は
つ
つ
め
ど
も
折
ら
で
過
ぎ
う
き
け
さ
の
朝
顔

　
　

い
か
が
す
べ
き
」
と
て
、
手
を
と
ら
へ
た
ま
へ
れ
ば
、
い
と
馴
れ
て
、
と
く
、

　
　
　
中
将

朝
霧
の
晴
れ
間
も
待
た
ぬ
け
し
き
に
て
花
に
心
を
と
め
ぬ
と
ぞ
み
る

　
　

と
公
事
に
ぞ
聞
こ
え
な
す
。

　
　

 　

を
か
し
げ
な
る
侍
童
の
姿
好
ま
し
う
、
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
、
指
貫
の
裾
露
け
げ
に
、
花
の
中
に
ま
じ
り
て
朝
顔
折
り
て
ま
ゐ
る
ほ
ど
な
ど
、
絵
に
描

か
ま
ほ
し
げ
な
り
。（
ｐ
１
４
７
・
１
４
８
）

　

右
の
Ａ
節
に
よ
れ
ば
、
六
条
わ
た
り
の
女
性
は
か
つ
て
源
氏
を
容
易
に
受
け
入
れ
な
か
っ
た
が
、
身
を
許
し
た
途
端
、
そ
の
熱
意
は
顕
著
に
冷
め
て
い
っ
た
、

と
い
う
。
そ
し
て
、
年
齢
的
に
釣
り
合
わ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
人
聞
き
が
憚
ら
れ
、「
い
と
ど
か
く
つ
ら
き
御
夜
離
れ
の
寝
ざ
め
寝
ざ
め
、
思
し
し
を
る
る
こ

と
い
と
さ
ま
ざ
ま
な
り
」
と
い
う
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
御
忍
び
歩
き
」
と
は
言
い
な
が
ら
、
現
在
は
必
ず
し
も
源
氏
が
夢
中
に
な
っ
て
溺

れ
て
い
る
相
手
で
は
な
い
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
Ｂ
節
は
二
人
の
逢
瀬
の
翌
朝
が
舞
台
で
あ
っ
た
。
場
面
冒
頭
に
「
霧
の
い
と
深
き
朝
、
い
た
く
そ
そ
の
か
さ
れ
た
ま
ひ
て
、
ね
ぶ
た
げ
な
る
気
色
に

う
ち
嘆
き
つ
つ
出
で
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
は
、
耽
溺
の
一
夜
を
思
わ
せ
、
一
晩
で
は
飽
き
足
ら
な
か
っ
た
源
氏
の
深
い
執
心
を
想
像
さ
せ
る
書
き
ぶ
り
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、今
見
た
直
前
の
Ａ
節
に
お
い
て
、早
く
も
倦
怠
期
に
突
入
し
た
二
人
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、こ
の
叙
述
と
は
相
反
す
る
文
脈
に
な
っ

103-小野真樹氏.indd   108103-小野真樹氏.indd   108 2018/02/21   10:09:202018/02/21   10:09:20



109

て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
右
の
「
ね
ぶ
た
げ
な
る
」
云
々
に
関
し
て
、『
新
編
全
集
』
の
頭
注
は
、「
立
ち
去
り
に
く
そ
う
に
ふ
る
ま
う
の
が
、
女
の
自
尊
心

に
そ
っ
た
思
い
や
り
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
上
述
の
経
緯
か
ら
見
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。
女
君
と
の
濃
厚
な
一
夜
を
耽
溺
し
た
か
に
見
え
る
源
氏
は
、
実
の
と

こ
ろ
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
意
外
な
裏
事
情
を
前
文
の
Ａ
節
が
教
え
て
く
れ
る
文
脈
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
Ｂ
節
は
、
源
氏
を
見
送
る
女
房
中
将
の
お
も
と
（
以
後
、
中
将
）
の
動
向
が
中
心
で
あ
る
。
逢
瀬
の
床
を
立
っ
て
帰
途
に
つ
こ
う
と
す
る
源
氏
は
、
な

お
も
「
前
栽
の
色
々
乱
れ
た
る
を
、
過
ぎ
が
て
に
や
す
ら
」
っ
た
と
語
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
事
実
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
過
ぎ
が
て
」
の
「
や
す
ら
」
い

も
、
女
君
へ
の
執
心
を
装
う
一
種
の
ポ
ー
ズ
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、「
御
頭
も
た
げ
て
見
出
し
」
て
い
た
女
君
か
ら
の
背
後
の
視
線
を
気
に
し
た
意
識
的
な
行

為
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
廊
の
方
へ
向
か
い
、
女
君
の
視
線
が
遮
蔽
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
源
氏
は
態
度
を
緩
め
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
源
氏
の
目
に
飛
び
込
ん

で
き
た
の
は
、
見
送
り
に
同
道
し
た
中
将
の
傑
出
し
た
美
貌
で
あ
っ
た
。
折
に
か
な
っ
た
紫
苑
色
の
羅
の
裳
や
、
そ
れ
を
見
事
に
着
こ
な
し
た
腰
つ
き
の
た
お

や
か
さ
。
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
突
き
付
け
ら
れ
た
「
う
ち
と
け
た
ら
ぬ
も
て
な
し
」
や
「
髪
の
下
り
端
」
と
い
う
一
点
の
す
き
も
見
せ
な
い
美

し
さ
に
、
源
氏
は
目
を
奪
わ
れ
る
。
高
貴
な
相
手
で
は
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
女
性
の
な
ま
の
容
姿
や
所
作
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
若
い
源

氏
は
平
常
心
を
欠
く
の
で
あ
る
。

　

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
時
の
源
氏
の
胸
に
去
来
す
る
燃
焼
し
き
れ
な
か
っ
た
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
な
り
に
体
裁
を
繕
っ
て
は
い
た

も
の
の
、
源
氏
が
女
君
と
の
逢
瀬
に
満
足
し
て
帰
る
の
で
は
な
か
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
通
り
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
中
将
も
熟

知
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
思
い
の
反
動
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
熱
い
視
線
が
今
自
分
自
身
の
肉
体
に
向
け
て
注
が
れ
て
い

る
こ
と
も
、
当
然
分
か
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
咲
く
花
に
う
つ
る
て
ふ
名
は
」
云
々
と
い
う
歌
は
、
こ
の
時
の
源
氏
の
欲
求
を
あ
か
ら
さ
ま
に
伝
え

て
い
て
、
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
う
し
た
露
骨
な
内
容
は
、
女
房
で
あ
る
中
将
を
見
下
し
て
い
る
証
左
と
考
え
ら
れ
、
少
な
く
と
も
対
等
な
女
性
に
向
け
ら

れ
る
注
意
深
い
詠
み
ぶ
り
と
は
異
質
な
物
言
い
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
も
し
も
中
将
が
源
氏
を
受
け
入
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
慰
み
の
対
象
で
し
か

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
り
に
慰
み
も
の
で
あ
れ
、
世
に
騒
が
れ
る
ほ
ど
の
貴
公
子
の
熱
い
接
近
に
対
し
て
、
女
性
と
し
て
の
本
能
が
疼
か
な
い
こ
と
も
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
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（
４
）
中
将
の
お
も
と
と
宣
旨
の
娘

　

む
ろ
ん
、
そ
の
中
将
の
心
中
に
関
し
て
平
静
で
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
う
し
た
際
の
女
房
の
葛
藤
を
窺
う
に
は
、
澪
標
巻
の
宣
旨
の
娘
が

参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
二
十
九
歳
の
春
三
月
、
源
氏
は
流
寓
の
地
明
石
に
お
い
て
待
望
の
女
児
を
得
る
。
宿
曜
の
予
言
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
皇
后
に
も
な
る
べ

き
尊
貴
な
将
来
を
背
負
っ
た
姫
君
だ
っ
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
運
命
的
に
今
後
が
約
束
さ
れ
て
い
て
も
、
し
か
る
べ
き
努
力
な
し
に
は
実
現
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。

こ
と
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
后
に
な
る
べ
く
施
さ
れ
る
高
度
な
教
育
で
あ
り
、
中
で
も
乳
母
の
選
定
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
だ
が
、
明
石
で
は
力
量
の
あ
る

人
材
が
見
つ
か
る
と
は
思
え
な
い
。
京
か
ら
送
る
に
し
て
も
、
辺
鄙
な
田
舎
へ
の
下
向
が
条
件
で
は
見
つ
か
る
保
証
も
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
数
々
の
難
問

を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
、
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、
宣
旨
の
娘
と
い
う
女
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
女
性
の
父
親
は
「
宮
内
卿
の
宰
相
」
で
あ
り
（
澪
標
巻
ｐ
２
８
７
）、天
皇
家
関
係
の
諸
事
に
詳
し
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、末
席
な
が
ら
上
達
部
だ
っ
た
。

こ
の
身
分
は
、
乳
母
の
父
親
と
し
て
十
分
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
く
参
議
（
宰
相
）
の
娘
か
と
推
測
さ
れ
る
夕
霧
の
「
宰
相
の
乳
母
」（
葵
巻
・
ｐ

５
６
）
と
も
見
事
に
釣
り
合
っ
て
い
た
。
母
親
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
桐
壺
帝
の
宣
旨
女
房
で
あ
り
、
宮
中
の
内
情
に
通
じ
て
い
た
（
澪
標
巻
ｐ

２
８
７
）。
加
え
て
、
当
の
娘
自
身
も
母
の
縁
で
、
帝
付
き
の
女
童
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
た
め
（
同
前
ｐ
２
８
８
）、
皇
室
の
何
た
る
か
を
熟
知
し
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
女
性
が
、
男
運
の
悪
さ
か
、「
は
か
な
き
さ
ま
に
て
子
」
を
産
ん
で
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
、
と
い
う
（
同
前
ｐ
２
８
７
）。
少
し

都
合
良
す
ぎ
る
感
も
あ
る
が
、
条
件
に
何
ら
不
足
は
な
く
、
源
氏
は
可
能
性
を
確
信
し
て
声
を
か
け
る
。
す
る
と
、
あ
っ
さ
り
と
応
じ
て
き
た
（
同
前
）。
た

だ
し
、
快
諾
は
安
請
け
合
い
で
あ
り
、
宣
旨
の
娘
は
承
諾
後
も
迷
い
の
日
々
に
明
け
暮
れ
る
。
間
隙
を
つ
い
て
、
源
氏
は
そ
の
も
と
を
密
か
に
急
襲
し
た
。

　
　

 　

も
の
の
つ
い
で
に
、
い
み
じ
う
忍
び
紛
れ
て
お
は
し
ま
い
た
り
。
さ
は
聞
こ
え
な
が
ら
、
い
か
に
せ
ま
し
と
思
ひ
乱
れ
け
る
を
、
い
と
か
た
じ
け
な
き

に
よ
ろ
づ
思
ひ
慰
め
て
、「
た
だ
の
た
ま
は
せ
む
ま
ま
に
」
と
聞
こ
ゆ
。（
中
略
）
人
の
さ
ま
若
や
か
に
を
か
し
け
れ
ば
、
御
覧
じ
放
た
れ
ず
。
と
か
く
戯

れ
た
ま
ひ
て
、「
取
り
返
し
つ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
。
い
か
に
」
と
の
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
げ
に
同
じ
う
は
御
身
近
う
も
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
ば
う
き
身

も
慰
み
な
ま
し
と
見
た
て
ま
つ
る
。

　
　
　
　
源
氏

「
か
ね
て
よ
り
隔
て
ぬ
な
か
と
な
ら
は
ね
ど
別
れ
は
惜
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
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慕
ひ
や
せ
ま
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
う
ち
笑
ひ
て
、

　
　
　
　
宣
旨
の
娘

う
ち
つ
け
の
別
れ
を
惜
し
む
か
ご
と
に
て
思
は
む
方
に
慕
ひ
や
は
せ
ぬ

　
　
　

馴
れ
て
聞
こ
ゆ
る
を
い
た
し
と
思
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
澪
標
巻
ｐ
２
８
７
〜
９
）

　

傍
線
部
「
戯
れ
た
ま
ひ
て
」
に
関
し
て
、
玉
上
琢
彌
氏
は
、「
お
だ
や
か
で
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
情
事
が
行
わ
れ
た
も
の
と
解
し７

、

伊
藤
博
氏
も
、「
こ
こ
に
情
事
が
も
た
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う８

」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
ら
の
読
み
で
間
違
い
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

愛
情
ゆ
え
の
行
動
で
な
く
、
源
氏
は
こ
れ
で
君
臣
の
契
り
を
固
め
て
、
相
手
の
決
意
に
駄
目
を
押
す
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い９

。「
取
り
返
し
つ
べ
き

心
地
こ
そ
す
れ
、い
か
に
」
と
い
う
源
氏
の
問
い
か
け
は
、せ
っ
か
く
関
係
を
持
っ
た
宣
旨
の
娘
を
明
石
に
送
る
の
が
惜
し
く
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
か

ね
て
よ
り
隔
て
ぬ
な
か
と
な
ら
は
ね
ど
別
れ
は
惜
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」
の
歌
や
、
付
言
に
添
え
た
「
慕
ひ
や
せ
ま
し
」
も
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
戯
れ
で
あ
っ
て
、
冗
談
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
上
掲
で
歌
と
付
言
を
受
け
た
宣
旨
の
娘
が
「
う
ち
笑
」
っ
た
の
は
、
そ
の
趣
意
が
十
分
に
伝
わ
っ
て

い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
仕
打
ち
は
宣
旨
の
娘
に
と
っ
て
、
い
さ
さ
か
酷
で
な
か
っ
た
こ
と
も
な
い
。
こ
の
女
性
は
、「
こ
の
御
あ
た
り
の
こ
と
を

ひ
と
へ
に
め
で
た
う
思
ひ
き
こ
え
て
」（
同
前
ｐ
２
８
７
）
と
、
源
氏
へ
の
憧
憬
ゆ
え
に
明
石
行
き
を
安
請
け
合
い
し
た
経
緯
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
今
回
の

源
氏
の
言
動
が
戯
れ
以
上
で
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
、上
掲
文
波
線
部
の
よ
う
に
「
げ
に
同
じ
う
は
云
々
」
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

生
ま
れ
た
姫
君
の
た
め
に
か
ら
だ
を
張
っ
た
つ
も
り
の
源
氏
の
行
為
は
、宣
旨
の
娘
の
思
い
を
逆
手
に
取
っ
た
心
な
い
所
業
だ
っ
た
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、

当
の
本
人
は
そ
う
し
た
女
心
を
内
に
秘
め
つ
つ
も
、
そ
れ
を
押
し
殺
し
て
、
相
手
の
口
車
に
乗
っ
て
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。「
う
ち
つ
け
の
別
れ
を
惜
し
む
か

ご
と
に
て
思
は
む
方
に
慕
ひ
や
は
せ
ぬ
」
と
、
主
人
と
な
る
べ
き
明
石
の
君
に
対
す
る
源
氏
の
愛
情
を
持
ち
上
げ
、
甘
言
を
さ
ら
り
と
か
わ
し
て
、
一
女
房
の

立
場
に
難
な
く
徹
す
る
の
で
あ
る
。
源
氏
は
、
そ
の
見
事
な
対
処
に
、
傍
線
部
「
馴
れ
て
聞
こ
ゆ
る
」
を
「
い
た
し
」
と
思
っ
て
、
感
服
す
る
。

　

右
の
宣
旨
の
娘
の
身
の
処
し
方
と
、
先
の
中
将
の
立
場
に
は
通
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
前
に
見
た
夕
顔
巻
の
場
面
の
源
氏
の
贈
歌
は
、「
咲
く
花
に
う
つ

る
て
ふ
名
は
つ
つ
め
ど
も
折
ら
で
過
ぎ
う
き
け
さ
の
朝
顔
」
で
あ
っ
た
。『
新
編
全
集
』
の
現
代
語
訳
は
、「
咲
く
花
の
よ
う
な
そ
な
た
に
心
を
移
し
た
と
い
う

評
判
が
立
つ
の
は
気
が
ね
な
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
手
折
ら
ず
に
素
通
り
は
で
き
か
ね
る
今
朝
の
美
し
い
朝
顔
よ
」（
夕
顔
巻
ｐ
１
４
７
）
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と
し
て
い
る10

。
主
人
の
「
六
条
わ
た
り
」
か
ら
心
移
り
を
し
て
、
中
将
を
我
が
物
に
し
た
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。「
い
か
が
す
べ
き
」
と
源
氏
に
誘
い
か

け
ら
れ
、
手
ま
で
握
ら
れ
た
中
将
だ
っ
た
が
、
即
座
に
、「
朝
霧
の
晴
れ
間
も
待
た
ぬ
け
し
き
に
て
花
に
心
を
と
め
ぬ
と
ぞ
み
る
」
と
切
り
返
す11

。
相
手
の
歌

に
あ
っ
た
朝
顔
を
主
人
の
「
六
条
わ
た
り
」
に
置
き
換
え
て
、
源
氏
を
ぴ
し
ゃ
り
と
撥
ね
つ
け
る
。
物
語
は
、
そ
の
中
将
の
節
度
あ
る
態
度
を
、
傍
線
部
「
い

と
馴
れ
て
、
と
く
」
と
評
し
て
い
る
。
中
将
は
源
氏
の
惑
乱
を
い
と
も
簡
単
に
受
け
流
し
、
女
房
と
し
て
の
職
掌
に
徹
し
て
、
主
人
を
立
て
る
返
歌
で
応
じ
た

わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
分
に
接
近
し
て
き
た
源
氏
を
「
六
条
わ
た
り
」
の
主
人
に
事
寄
せ
て
か
わ
し
た
中
将
の
和
歌
と
、
先
の
澪
標
巻
の
宣
旨
の
娘
の

そ
れ
と
の
間
に
類
同
の
趣
が
あ
る
こ
と
は
了
解
さ
れ
よ
う
。
が
、
同
時
に
、
そ
こ
に
は
大
き
な
相
違
が
存
在
し
て
い
た
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
宣

旨
の
娘
と
の
や
り
取
り
に
関
し
て
、
前
出
の
伊
藤
氏
は
、「（
源
氏
は
＝
小
野
）
相
手
の
応
答
に
才
気
と
教
養
の
度
合
を
ひ
そ
か
に
テ
ス
ト
し
て
い
る
」
と
指
摘

し
て
い
る12

。
源
氏
は
宣
旨
の
娘
を
見
つ
め
遺
り
、
甘
い
言
葉
を
放
っ
て
、
ど
う
応
じ
て
く
る
か
を
試
し
て
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
、
源
氏
の
し
か
け
た

罠
に
引
っ
か
か
っ
て
き
た
ら
、
全
て
は
ご
破
産
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
瞬
の
情
に
流
さ
れ
な
い
受
け
答
え
は
、
宣
旨
の
娘
の
乳
母
、
な
い
し
は
女
房
と
し
て

の
資
質
を
見
事
に
物
語
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
夕
顔
巻
に
お
け
る
中
将
の
資
質
が
、
こ
の
宣
旨
の
娘
と
同
様
、
源
氏
に
よ
っ
て
試
さ
れ
た
と
は
と
て
も
思
え
ま
い
。
澪
標
巻
の
場
合
と
異
な
り
、

夕
顔
巻
の
源
氏
は
わ
ず
か
に
十
七
歳
の
血
気
盛
ん
な
若
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
余
裕
が
あ
る
は
ず
も
な
く
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
動
機
も
な
い
。
で
は
、
中
将

の
こ
の
姿
が
我
々
に
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
は
何
だ
っ
た
か
。「
六
条
わ
た
り
」
の
女
性
が
立
派
な
女
房
を
抱
え
て
い
る
、
と
い
う
事
実
以
外
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
性
自
身
の
優
れ
た
人
と
な
り
を
暗
黙
の
う
ち
に
物
語
る
し
く
み
で
あ
る
。

（
５
）
女
房
の
資
質
と
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー

　

一
概
に
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
物
語
文
学
に
お
け
る
「
女
房
」
の
原
初
的
な
様
相
を
、『
落
窪
物
語
』
の
「
あ
こ
ぎ
」
な
ど
に
探
る
こ
と
は
可

能
で
あ
ろ
う
。
主
人
の
幸
い
を
切
り
開
く
た
め
に
、
知
恵
を
絞
り
、
腕
を
振
る
う
。「
あ
こ
ぎ
」
の
類
の
作
中
女
房
の
活
躍
は
、
そ
の
よ
う
な
低
い
身
分
の
女
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房
た
ち
が
物
語
文
学
の
担
い
手
と
な
っ
て
き
た
世
相
の
反
映
と
し
て
芽
生
え
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ13

、
中
世
に
な
る
と
、
そ
の
種
の
人
物
た
ち
の
作
品
内
の

役
割
が
ま
す
ま
す
肥
大
化
し
て
、
存
在
感
も
大
き
く
増
し
て
く
る14

。『
源
氏
物
語
』
は
、
そ
の
よ
う
に
あ
り
よ
う
が
増
大
し
て
多
様
化
し
て
ゆ
く
前
段
階
、
も

し
く
は
過
渡
期
と
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
登
場
し
て
く
る
女
房
の
過
半
は
主
人
を
懸
命
に
支
え
る
善
良
な
忠
僕
で
あ
り
、「
あ
こ
ぎ
」
の
ご
と
き
素
朴
な
原
初

型
を
基
本
的
に
は
保
っ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

若
紫
の
乳
母
と
お
ぼ
し
き
少
納
言
と
い
う
人
物
も
優
れ
た
女
房
の
一
人
で
あ
ろ
う
（
若
紫
巻
ｐ
２
４
２15

）。
玉
鬘
を
養
っ
た
夕
顔
の
西
の
京
の
乳
母
も
同
じ

く
忠
誠
の
深
い
立
派
な
人
物
で
あ
っ
た
（
玉
鬘
巻
ｐ
８
８
）。
こ
れ
ら
は
基
本
形
を
墨
守
し
た
伝
統
的
な
女
房
像
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、多
く
を
『
源
氏
物
語
』

に
学
ん
だ
と
見
え
る
『
狭
衣
物
語
』
に
は
、
か
な
り
個
性
的
な
飛
鳥
井
の
女
君
の
乳
母
が
登
場
す
る
。
身
寄
り
の
な
い
女
君
を
そ
れ
な
り
に
支
え
て
殊
勝
で
あ

る
か
と
見
せ
な
が
ら
、
一
方
で
こ
れ
を
仁
和
寺
の
威
儀
師
の
手
籠
め
に
し
よ
う
と
画
策
し
た
り
、
狭
衣
の
子
を
身
籠
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
家

司
道
成
に
さ
ら
わ
せ
た
り
と
、
奇
妙
な
動
き
を
す
る
。
こ
う
い
う
癖
の
強
い
女
房
が
登
場
し
て
く
る
の
も
、
物
語
史
の
上
で
は
「
進
化
」
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
そ
こ
ま
で
大
胆
な
女
房
は
出
て
こ
な
い
が
、
望
ま
な
い
鬚
黒
を
玉
鬘
に
手
引
き
し
た
弁
の
お
も
と
（
真
木
柱
巻
ｐ
３
４
９
）
や
、
女
三

の
宮
の
も
と
に
柏
木
を
い
ざ
な
っ
た
小
侍
従
（
若
菜
下
巻
ｐ
２
２
３
）
な
ど
、
主
人
の
た
め
に
な
ら
な
い
不
穏
な
動
き
を
す
る
女
房
も
散
見
さ
れ
、
多
様
化
の

萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
弁
の
お
も
と
や
小
侍
従
も
、
行
動
は
不
適
切
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
そ
の
人
物
の
質
の
優
劣
を
物
語
っ
た
り
、
ひ
い
て
は
主
人

の
人
格
を
云
々
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
小
侍
従
の
場
合
は
女
三
の
宮
の
女
房
衆
の
一
人
だ
か
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
多
少
そ

の
趣
も
な
い
で
は
な
い
が
、
弁
の
お
も
と
に
関
し
て
は
、
玉
鬘
の
不
徳
が
こ
の
女
房
の
行
動
に
反
映
し
た
と
考
え
る
読
者
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
藤
壺
に
源
氏
を
手
引
き
し
た
王
命
婦
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
ろ
う
（
若
紫
巻
ｐ
２
３
１
）。
藤
壺
の
人
格
が
劣
っ
て
い
る
た
め
に
、
王
命
婦
の

よ
う
な
女
房
を
召
し
抱
え
た
と
い
う
よ
う
な
読
み
方
は
、
あ
ま
り
一
般
的
で
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
女
房
の
質
の
高
下
は
、

そ
の
行
動
の
適
否
と
必
ず
し
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

反
面
で
、
明
ら
か
に
女
房
の
行
動
が
主
君
の
人
と
な
り
を
象
徴
的
に
物
語
る
事
例
も
存
在
す
る
。
浮
舟
の
異
父
妹
「
姫
君
」
の
女
房
衆
の
場
合
は
そ
れ
で
あ

ろ
う
。
八
の
宮
に
浮
舟
の
認
知
を
拒
ま
れ
た
母
親
（
中
将
の
君
）
は
常
陸
介
（
当
時
は
陸
奥
守
）
に
嫁
ぐ
。
母
親
は
浮
舟
が
長
じ
る
と
、
そ
の
面
目
を
考
え
て
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良
縁
を
求
め
、
左
近
少
将
と
い
う
血
統
の
優
れ
た
男
性
と
の
婚
約
を
ま
と
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
男
は
常
陸
介
の
財
産
が
目
当
て
で
あ
っ
た
た
め
、
浮
舟
が
実

娘
で
な
い
こ
と
を
知
る
と
、
相
続
上
で
不
利
に
な
る
こ
と
を
案
じ
、
実
子
で
あ
る
異
父
妹
へ
と
乗
り
換
え
る
。
そ
の
異
父
妹
が
「
姫
君
」
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

こ
こ
で
「
姫
君
」
と
括
弧
づ
き
で
記
す
の
は
、
そ
の
呼
称
に
ふ
さ
わ
し
い
身
分
で
な
い
の
に
、
常
陸
介
を
初
め
と
す
る
家
族
や
一
党
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

異
父
妹
「
姫
君
」
に
ま
つ
わ
っ
て
、
物
語
は
、

　
　

 

よ
き
若
人
ど
も
集
ひ
、
装
束
あ
り
さ
ま
は
え
な
ら
ず
と
と
の
へ
つ
つ
、
腰
折
れ
た
る
歌
合
は
せ
、
物
語
、
庚
申
を
し
、
ま
ば
ゆ
く
見
苦
し
く
遊
び
が
ち
に

好
め
る
を
、
こ
の
懸
想
の
君
達
、「
ら
う
ら
う
じ
く
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
。
容
貌
な
ん
い
み
じ
か
な
る
」
な
ど
を
か
し
き
方
に
言
ひ
な
し
て
心
を
尽
く
し
あ

へ
る
中
に
、
左
近
少
将
と
て
、
…
…
（
東
屋
巻
ｐ
１
９
・
２
０
）

と
記
し
て
い
る
。
傍
線
部
「
よ
き
若
人
ど
も
」
は
、「
姫
君
」
付
き
の
女
房
衆
。
こ
れ
ら
を
大
勢
雇
い
入
れ
て
、
羽
振
り
の
よ
い
生
活
に
明
け
暮
れ
て
い
る
と

い
う
文
脈
で
あ
る
が
、「
腰
折
れ
の
歌
合
せ
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
詠
み
あ
う
歌
は
水
準
が
低
く
、
雅
楽
な
ど
に
い
そ
し
ん
で
も
、「
ま
ば
ゆ
く
見
苦
し
」
い

も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
目
当
て
に
近
寄
っ
て
来
る
「
懸
想
の
君
達
」
の
人
間
性
に
つ
い
て
は
、
語
る
に
落
ち
る
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
が
、
そ
う
し
た
中
に
、
浮
舟
の
婚
約
者
に
擬
さ
れ
た
「
左
近
少
将
」
も
い
た
。「
左
近
少
将
」
の
人
格
も
推
し
て
知
る
べ
し
と
い
う
意
味
に
違
い
な
い
。
上

記
に
は
、「
姫
君
」
そ
の
人
の
描
写
は
皆
無
で
あ
る
が
、
女
房
を
中
心
と
す
る
周
辺
人
物
た
ち
の
無
様
な
行
動
を
通
じ
て
、
文
化
水
準
の
低
い
人
格
が
そ
れ
と

な
く
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
先
の
小
侍
従
を
含
む
女
三
の
宮
の
女
房
衆
も
似
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
浮
舟
の
異
父
妹
の
「
姫
君
」
な
ど
と
異
な
り
、
こ

ち
ら
は
主
人
の
身
分
が
身
分
で
あ
る
だ
け
に
、
さ
す
が
に
作
品
に
お
け
る
物
言
い
も
露
骨
な
戯
画
化
を
志
向
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
新
婚
四
日
目
、
紫
の

上
を
夢
に
見
た
源
氏
が
朝
早
々
に
床
か
ら
引
き
上
げ
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。「
今
朝
の
雪
に
心
地
あ
や
ま
り
て
、
い
と
な
や
ま
し
く
は
べ
れ
ば
、
心
や
す
き
方

に
た
め
ら
ひ
は
べ
る
」
と
不
始
末
を
わ
び
る
源
氏
に
、
先
方
は
「
御
乳
母
、『
さ
聞
こ
え
さ
せ
は
べ
り
ぬ
』
と
ば
か
り
、
言
葉
に
聞
こ
え
た
り
」
と
い
う
調
子

で
あ
る
（
若
菜
上
巻
ｐ
７
０
）。
む
ろ
ん
、源
氏
の
行
動
に
対
す
る
不
快
感
は
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、こ
う
し
た
場
合
は
歌
で
応
じ
る
の
が
当
然
の
礼
儀
で
あ
り
、

明
ら
か
に
豊
か
な
情
感
に
欠
け
る
心
な
い
対
応
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、「
こ
と
な
る
こ
と
な
の
御
返
り
や
」
と
源
氏
か
ら
も
不
満
が
漏
れ
る
。
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お
よ
そ
、
女
三
の
宮
の
女
房
衆
は
、
主
人
の
不
出
来
を
承
知
し
て
い
る
引
け
目
か
、
身
分
を
笠
に
着
て
、
必
要
以
上
に
居
丈
高
に
構
え
る
姿
勢
が
目
立
つ
。

だ
か
ら
、
源
氏
の
行
き
届
か
な
い
行
為
に
対
し
て
、「
姫
宮
は
何
と
も
思
し
た
ら
ぬ
を
、
御
後
見
ど
も
（
女
房
衆
＝
小
野
）
ぞ
や
す
か
ら
ず
聞
こ
え
け
る
」（
同

前
ｐ
８
６
）
と
い
っ
た
、
出
過
ぎ
た
態
度
も
取
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
印
象
の
悪
い
高
圧
的
な
姿
勢
の
女
房
と
し
て
は
、
こ
れ
以
前
に
も
雲
居
雁
の
大
輔
の

乳
母
が
い
た
。
雲
居
雁
の
仲
を
裂
こ
う
と
す
る
内
大
臣
（
い
わ
ゆ
る
頭
中
将
）
の
意
を
体
し
、「
も
の
の
は
じ
め
の
六
位
宿
世
よ
」
と
、
夕
霧
を
あ
か
ら
さ
ま

に
こ
き
下
ろ
す
人
物
で
あ
る
（
少
女
巻
ｐ
５
７
）。
主
君
雲
居
雁
の
た
め
に
一
生
懸
命
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
我
々
読
者
に
感
じ
の
悪
い
印
象
を
与
え
る
異
形
の

女
房
像
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
こ
の
大
輔
の
乳
母
と
先
の
女
三
の
宮
の
女
房
衆
と
で
は
顕
著
な
違
い
も
あ
っ
た
。

　

女
三
の
宮
の
女
房
衆
の
不
出
来
ぶ
り
は
、
夕
霧
の
見
聞
に
基
づ
く
、

　
　

 

い
と
若
く
お
ほ
ど
き
た
ま
ヘ
る
一
筋
に
て
、
上
の
儀
式
は
い
か
め
し
く
、
世
の
例
に
し
つ
ば
か
り
も
て
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ど
、
を
さ
を
さ

け
ざ
や
か
に
も
の
深
く
は
見
え
ず
、
女
房
な
ど
も
、
お
と
な
お
と
な
し
き
は
少
な
く
、
若
や
か
な
る
容
貌
人
の
ひ
た
ぶ
る
に
う
ち
は
な
や
ぎ
さ
れ
ば
め
る

は
い
と
多
く
、
数
知
ら
ぬ
ま
で
集
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
つ
つ
、
も
の
思
ひ
な
げ
な
る
御
あ
た
り
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
何
ご
と
も
の
ど
や
か
に
心
し
づ
め
た
る
は
、

心
の
中
の
あ
ら
は
に
し
も
見
え
ぬ
わ
ざ
な
れ
ば
、
身
に
人
知
れ
ぬ
思
ひ
添
ひ
た
ら
む
も
、
ま
た
、
ま
こ
と
に
心
地
ゆ
き
げ
に
と
ど
こ
ほ
り
な
か
る
べ
き
に

し
う
ち
ま
じ
れ
ば
、
か
た
へ
の
人
に
ひ
か
れ
つ
つ
、
同
じ
け
は
ひ
も
て
な
し
に
な
だ
ら
か
な
る
を
、
た
だ
明
け
暮
れ
は
、
い
は
け
た
る
遊
び
戯
れ
に
心
い

れ
た
る
童
べ
の
あ
り
さ
ま
な
ど
、
院
は
い
と
目
に
つ
か
ず
見
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
あ
れ
ど
…
…　
　
　
（
若
菜
上
巻
ｐ
１
３
３
・
１
３
４
）

と
あ
っ
た
記
事
が
、
最
も
端
的
に
言
い
表
し
て
い
よ
う
。
表
面
上
の
格
式
の
高
さ
と
は
裏
腹
に
、
落
ち
着
き
を
欠
い
た
女
房
衆
の
不
出
来
な
様
子
が
ま
ざ
ま
ざ

と
描
か
れ
て
い
る
。
次
元
と
し
て
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
先
に
眺
め
た
浮
舟
の
異
父
妹
「
姫
君
」
の
女
房
衆
の
描
か
れ
方
と
、
本
質
的
な
意
味
で
の

差
異
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
同
じ
く
印
象
の
悪
い
雲
居
雁
の
大
輔
の
乳
母
は
、
け
っ
し
て
無
能
な
人
物
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
実
質
は
備
え
て
い
た
。
雲
居
雁
と
の
仲
を
許

さ
れ
、
さ
ら
に
中
納
言
に
昇
進
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
忸
怩
た
る
思
い
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
夕
霧
は
、
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
、
こ
の
人
物
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
物

を
言
い
、
溜
飲
を
下
げ
る
。

　
　

 　

女
君
の
大
輔
の
乳
母
、「
六
位
宿
世
」
と
つ
ぶ
や
き
し
宵
の
こ
と
、
も
の
の
を
り
を
り
に
思
し
出
で
け
れ
ば
、
菊
の
い
と
お
も
し
ろ
く
う
つ
ろ
ひ
た
る
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を
賜
せ
て
、

　
　

 　
「
あ
さ
み
ど
り
わ
か
葉
の
菊
を
つ
ゆ
に
て
も
こ
き
紫
の
色
と
か
け
き
や

　
　

 
か
ら
か
り
し
を
り
の
一
言
葉
こ
そ
忘
ら
れ
ね
」
と
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
ほ
ほ
笑
み
て
賜
へ
り
。
恥
づ
か
し
う
い
と
ほ
し
き
も
の
か
ら
、
う
つ
く
し
う
見

た
て
ま
つ
る
。

　
　
　
「
二
葉
よ
り
名
だ
た
る
園
の
菊
な
れ
ば
あ
さ
き
色
わ
く
露
も
な
か
り
き

　
　

い
か
に
心
お
か
せ
た
ま
へ
り
け
る
に
か
」
と
い
と
馴
れ
て
苦
し
が
る
。（
藤
裏
葉
巻
ｐ
４
５
５
）

　

露
骨
に
怨
念
を
振
り
か
ざ
さ
ず
、「
い
と
に
ほ
ひ
や
に
ほ
ほ
笑
」
ん
だ
顔
で
苦
言
を
呈
し
た
夕
霧
も
上
品
で
あ
っ
た
が
、「
二
葉
よ
り
云
々
」
と
謝
罪
の
申
し

開
き
を
し
て
、
鮮
や
か
に
撤
収
し
た
大
輔
の
乳
母
の
物
腰
も
見
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
対
処
の
的
確
さ
を
、
右
の
記
事
の
傍
線
部
は
、「
い
と
馴
れ
て
苦
し
が
る
」

と
記
し
て
い
る
。
傍
線
部
の
「
馴
れ
て
」
と
い
う
評
言
と
同
じ
言
い
回
し
が
、
先
に
眺
め
た
中
将
や
宣
旨
の
娘
の
場
合
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
か
ろ

う
。
何
か
動
じ
る
よ
う
な
事
態
に
遭
遇
し
て
も
、
つ
つ
が
な
く
さ
ら
り
と
歌
で
か
わ
す
の
は
、
女
房
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
態
度
を
、

こ
の
物
語
で
は
「
馴
れ
て
」
と
前
向
き
に
評
価
す
る
の
で
あ
る16

。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
印
象
の
良
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
雲
居
雁
の
大
輔
の
乳
母
の
行
動

は
女
房
と
し
て
十
分
に
合
格
で
あ
り
、
こ
れ
も
優
れ
た
人
材
の
一
人
に
入
れ
て
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
６
）
近
江
の
君
や
末
摘
花
の
場
合

　

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
女
房
の
質
の
高
さ
を
和
歌
の
詠
み
方
に
事
寄
せ
て
表
現
す
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
旧
稿17

で
多
少
論
じ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
内
大
臣
女
の
弘
徽
殿
女
御
の
品
格
を
物
語
る
た
め
に
、
女
房
中
納
言
の
君
（
以
下
、
中
納
言
）
の
代
作
歌
が

用
い
ら
れ
た
事
例
を
こ
こ
で
反
芻
し
て
み
よ
う
。

　

内
大
臣
は
、
御
落
胤
の
近
江
の
君
を
自
邸
に
迎
え
た
も
の
の
、
甚
だ
期
待
外
れ
の
人
物
で
あ
っ
た
た
め
、
厄
介
に
思
い
、
正
妻
腹
の
弘
徽
殿
女
御
の
女
房
に

す
る
こ
と
を
考
え
つ
い
て
、
そ
の
方
針
を
本
人
に
通
告
す
る
。
こ
れ
を
歓
迎
し
た
近
江
の
君
は
、
女
御
へ
の
挨
拶
の
機
会
を
窺
う
が
、
う
ま
く
見
出
せ
ず
、
里
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帰
り
で
宮
中
か
ら
下
が
っ
て
き
た
折
を
見
計
ら
っ
て
、
拝
謁
を
請
う
文
を
贈
っ
た
。
そ
の
歌
「
草
わ
か
み
ひ
た
ち
の
浦
の
い
か
が
崎
い
か
で
あ
ひ
見
ん
た
ご
の

浦
波
」（
常
夏
巻
ｐ
２
４
９
）
は
、「
い
か
で
あ
ひ
見
ん
」
に
趣
意
が
あ
る
も
の
の
、
他
は
脈
絡
の
見
え
な
い
地
名
の
羅
列
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
眺
め
た
弘
徽
殿
女
御
は
苦
笑
を
浮
か
べ
て
困
惑
す
る
。
相
手
の
近
江
の
君
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
迂
闊
に
同
類
の
和
歌
を
返
し
た
ら
、
女
御
の
沽
券
に

か
か
わ
る
。
だ
が
、
朗
々
と
高
雅
な
歌
を
披
瀝
し
て
は
相
手
を
傷
つ
け
、
こ
れ
も
女
御
の
品
位
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
処
置
に
窮
し
た
女
御
は
、「
返

り
事
、か
く
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
く
書
か
ず
は
、わ
ろ
し
と
思
ひ
お
と
さ
れ
ん
。
や
が
て
書
き
た
ま
へ
」（
同
前
ｐ
２
５
０
）
と
侍
女
の
中
納
言
に
代
作
を
命
じ
る
。「
ゆ

ゑ
ゆ
ゑ
し
く
」
は
、
格
調
が
高
い
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
引
歌
や
歌
枕
を
乱
用
す
る
近
江
の
君
の
和
歌
に
対
す
る
皮
肉
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
場
合
の
対
処
が

い
か
に
難
し
か
っ
た
か
を
、
女
御
の
言
葉
は
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
が
、
一
流
の
女
房
で
あ
れ
ば
、
こ
の
種
の
「
危
機
」
も
巧
み
に
切
り
抜
け
て
当
然
な
の
で

あ
る
。

　

任
さ
れ
た
中
納
言
は
、「
を
か
し
き
こ
と
の
筋
に
の
み
ま
つ
は
れ
て
は
べ
め
れ
ば
、
聞
こ
え
さ
せ
に
く
く
こ
そ
」（
同
前
ｐ
２
５
０
）
と
謙
遜
す
る
も
の
の
、

相
手
の
失
望
を
誘
わ
ぬ
よ
う
に
女
御
の
自
筆
を
装
い
、「
ひ
た
ち
な
る
す
る
が
の
海
の
す
ま
の
浦
に
波
立
ち
出
で
よ
箱
崎
の
松
」（
同
上
）
と
苦
も
な
く
パ
ロ
デ
ィ

風
の
返
歌
を
ま
と
め
た
。
だ
が
、
い
く
ら
相
手
に
合
わ
せ
た
と
は
言
え
、
こ
う
い
う
珍
奇
な
歌
を
自
分
の
筆
に
似
せ
て
贈
ら
れ
て
は
困
る
。
女
御
本
人
は
難
色

を
示
す
が
、
中
納
言
は
「
そ
れ
は
聞
か
む
人
わ
き
ま
へ
は
べ
り
な
む
」（
同
前
ｐ
２
５
１
）
と
言
い
き
っ
て
、
返
歌
を
強
行
す
る
。
優
れ
た
詠
歌
を
駆
使
で
き

る
だ
け
で
は
な
い
。
時
と
場
合
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
う
奇
妙
な
歌
を
も
自
在
に
操
る
手
腕
や
果
断
に
富
ん
だ
判
断
を
示
せ
る
資
質
が
、
こ
の
作
品
の
女
房
に
は

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
中
納
言
は
余
裕
綽
々
で
及
第
の
域
に
達
す
る
存
在
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
力
量
あ
る
女
房
を
召
し
抱
え

て
い
る
こ
と
が
、
間
接
的
に
弘
徽
殿
女
御
の
皇
妃
と
し
て
の
秀
逸
な
資
性
を
物
語
る
し
く
み
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
近
江
の
君
の
話
は
、
こ
の
後
に
登
場
す
る
行
幸
巻
の
末
摘
花
の
記
事
に
お
い
て
連
想
を
う
な
が
す
に
違
い
な
い
。
か
ね
て
よ
り
、
末
摘
花

は
和
歌
に
必
ず
「
唐
衣
」
を
詠
み
込
む
癖
が
あ
っ
た
。

　
　

か
ら
こ
ろ
も
君
が
心
の
つ
ら
け
れ
ば
た
も
と
は
か
く
ぞ
そ
ぼ
ち
つ
つ
の
み
（
末
摘
花
巻
ｐ
２
９
９
）

　
　

き
て
み
れ
ば
う
ら
み
ら
れ
け
り
唐
衣
か
へ
し
や
り
て
ん
袖
を
ぬ
ら
し
て
」（
玉
鬘
巻
ｐ
１
３
７
）

　

後
者
「
き
て
み
れ
ば
」
の
歌
を
贈
ら
れ
た
際
に
、
源
氏
は
「
古
代
の
歌
詠
み
は
、
唐
衣
、
袂
濡
る
る
か
ご
と
こ
そ
離
れ
ね
な
」（
玉
鬘
巻
ｐ
１
３
８
）
と
い
っ
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て
末
摘
花
の
型
に
は
ま
っ
た
詠
み
ぶ
り
を
陰
で
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
玉
鬘
の
裳
着
祝
い
の
御
祝
儀
に
、
時
代
遅
れ
の
装
束
が
贈
ら
れ
て
き
た
。

そ
こ
に
も
「
唐
衣
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
歌
が
添
え
て
あ
り
、
こ
れ
で
都
合
三
度
目
と
な
る
。

　
　

わ
が
身
こ
そ
う
ら
み
ら
れ
け
れ
唐
衣
君
が
た
も
と
に
な
れ
ず
と
思
へ
ば
（
行
幸
巻
ｐ
３
１
５
）

　

元
来
、
装
束
は
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
と
授
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り18

、
末
摘
花
が
玉
鬘
へ
贈
与
す
る
の
は
そ
れ
な
り
に
気
を
配
る
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
点
を
以
っ
て
、
眉
を
顰
め
た
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
寛
容
に
も
玉
鬘
に
は
返
事
を
出
す
よ
う
、
一
旦
は
指
示
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
添
え
ら
れ

た
歌
に
目
を
転
じ
た
途
端
、
源
氏
は
前
言
を
翻
し
、
み
ず
か
ら
が
詠
者
と
な
っ
て
返
歌
を
差
し
向
け
た
。
そ
の
歌
が
、「
唐
衣
ま
た
か
ら
こ
ろ
も
か
ら
こ
ろ
も

か
へ
す
が
へ
す
も
か
ら
こ
ろ
も
な
る
」（
行
幸
巻
ｐ
３
１
５
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
相
手
を
嘲
弄
す
る
機
知
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
先
の
中
納
言
の
返

歌
と
通
ず
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
中
納
言
の
場
合
と
違
う
点
は
、
こ
れ
を
養
父
た
る
源
氏
が
詠
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
玉
鬘
自
身
が
、
ま
さ
か
末
摘
花
を
愚
弄
す
る
歌
を
詠
む
わ

け
に
は
行
く
ま
い
。
そ
れ
で
は
姫
君
と
し
て
の
玉
鬘
の
品
格
が
問
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
か
と
言
っ
て
、
源
氏
が
詠
む
の
も
少
し
奇
妙
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
れ
に
は
少
し
特
殊
な
事
情
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

　

玉
鬘
に
先
の
中
納
言
の
ご
と
き
切
れ
者
の
女
房
が
い
た
ら
、
何
ら
か
工
夫
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
実
は
そ
れ
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。「
人
々
も
、

こ
と
に
や
む
ご
と
な
く
寄
せ
重
き
な
ど
も
を
さ
を
さ
な
し
」（
蛍
巻
ｐ
１
９
７
）
と
語
ら
れ
て
い
る
通
り
、
玉
鬘
の
女
房
衆
に
は
有
能
な
人
材
が
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
人
間
が
不
在
で
は
貴
族
女
性
は
務
ま
ら
な
い
。
だ
か
ら
、「
母
君
の
御
を
ぢ
な
り
け
る
宰
相
ば
か
り
の
人
の
む
す
め
」（
同

前
）
と
い
う
母
方
の
従
姉
妹
の
「
宰
相
の
君
」
を
探
し
出
し
て
き
て
、「
さ
る
べ
き
を
り
を
り
の
御
返
り
な
ど
」
を
書
か
せ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
れ
と
て
、
所

詮
今
述
べ
た
「
を
さ
を
さ
な
し
」
の
範
疇
で
語
ら
れ
る
最
低
限
の
存
在
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
玉
鬘
の
女
房
衆
は
、
上
京
時
に
は
概
ね
失
わ
れ
て
お
り
（
玉
鬘

巻
ｐ
１
２
７
）、
六
条
院
入
り
が
決
ま
っ
て
か
ら
、「
市
女
な
ど
や
う
の
も
の
、
い
と
よ
く
求
め
て
率
て
来
」（
同
前
）
と
い
う
、
お
よ
そ
ま
と
も
と
は
思
え
な

い
手
順
で
確
保
し
た
人
々
だ
っ
た
。
市
女
な
ど
を
介
し
て
連
れ
て
来
ら
れ
た
女
房
に
人
を
翻
弄
す
る
よ
う
な
和
歌
を
詠
め
る
資
質
の
人
間
は
期
待
で
き
ま
い
。

だ
が
、
そ
れ
が
玉
鬘
の
置
か
れ
た
偽
ら
ざ
る
現
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

源
氏
み
ず
か
ら
が
、
末
摘
花
の
和
歌
に
向
け
て
皮
肉
な
対
応
に
打
っ
て
出
た
の
は
、
む
ろ
ん
相
手
の
身
分
の
問
題
も
あ
っ
た
ろ
う
。
い
く
ら
人
柄
に
難
が
あ

103-小野真樹氏.indd   118103-小野真樹氏.indd   118 2018/02/21   10:09:202018/02/21   10:09:20



119

る
と
言
っ
て
も
、
先
方
は
故
常
陸
宮
鍾
愛
の
ご
令
嬢
で
あ
る
。
そ
の
人
物
に
対
し
て
嫌
味
な
和
歌
を
送
り
つ
け
た
ら
、
か
り
に
代
筆
で
あ
れ
、
玉
鬘
の
見
識
が

問
わ
れ
る
の
は
疑
い
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
こ
で
源
氏
が
そ
う
し
た
汚
れ
役
を
買
っ
て
出
た
の
は
、
む
し
ろ
や
む
を
え
な
い
経
緯
だ
っ
た
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
。
だ
が
、
記
事
の
意
味
は
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
作
品
は
そ
の
よ
う
な
必
然
の
流
れ
に
絡
め
つ
つ
、
先
の
弘
徽
殿
女
御
の
場
面
と
の
連
想
を
通
じ

て
、
そ
の
反
対
に
玉
鬘
が
女
房
衆
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
事
実
を
さ
り
げ
な
く
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
女
房
に
恵
ま
れ
な
い
玉
鬘
の
宿
運
は
、
や
が

て
こ
れ
が
仇
と
な
っ
て
、
望
ま
な
い
鬚
黒
と
の
結
婚
が
実
現
す
る
筋
立
て
へ
と
発
展
す
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
末
摘
花
の
場
面
も
そ
の
よ
う
な
玉
鬘
求
婚
譚
の

終
結
を
睨
ん
だ
布
石
に
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
さ
す
が
に
そ
こ
ま
で
読
み
込
む
の
は
穿
ち
過
ぎ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

女
君
の
人
柄
が
仕
え
る
女
房
衆
の
集
団
の
雰
囲
気
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
発
想
は
、
物
語
特
有
の
論
理
で
は
な
く
、
現
実
社
会
に
お
け
る
把
握
の
し
か
た
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
種
の
発
想
法
が
『
紫
式
部
日
記
』
に
も
見
出
せ
る
。
大
斎
院
女
房
の
中
将
の
君
の
消
息
文
に
ま
つ
わ
る
章
段
（『
紫
式
部
日
記
』

ｐ
１
９
３
〜
２
０
０19

）
で
は
、
そ
ち
ら
方
と
中
宮
方
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
女
房
衆
の
気
風
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
斎
院
方
は
「
よ
し
よ
し
し
う
お
は
す
べ
か
め
る

所
の
や
う
」（
ｐ
１
９
４
）
で
あ
り
、
彰
子
方
は
「
か
な
ら
ず
し
も
か
れ
（
斎
院
方
＝
小
野
）
は
ま
さ
ら
じ
」（
同
上
）
と
、
紫
式
部
は
あ
っ
さ
り
と
は
劣
勢
を

認
め
な
い
も
の
の
、
そ
う
し
た
斎
院
方
の
気
風
は
、「
院
は
い
と
御
心
の
ゆ
ゑ
お
は
し
て
、
所
の
さ
ま
は
い
と
世
は
な
れ
、
か
ん
さ
び
た
り
。
ま
た
ま
ぎ
る
こ

と
も
な
し
」（
同
上
）
と
い
う
、
斎
院
自
身
の
人
柄
や
御
所
の
生
活
に
由
来
す
る
と
説
明
さ
れ
、
一
方
の
彰
子
方
は
、「
上
に
ま
う
の
ぼ
ら
せ
た
ま
ふ
、
も
し
は
、

殿
な
む
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
、
御
宿
直
な
ど
」（
ｐ
１
９
４
）
と
い
っ
た
後
宮
の
諸
事
に
ま
ぎ
れ
、
し
か
も
、「
内
裏
わ
た
り
に
て
明
け
暮
れ
見
な
ら
し
、
き
し
ろ
ひ

た
ま
ふ
る
女
御
、
后
お
は
せ
ず
」（
ｐ
１
９
５
）
の
た
め
か
、
ま
と
も
な
女
房
は
「
お
ぼ
ろ
け
に
て
出
で
ゐ
は
べ
ら
ず
」（
同
上
）、
上
臈
中
臈
女
房
に
い
た
っ

て
は
「
あ
ま
り
ひ
き
い
り
ざ
う
ず
め
き
て
の
み
は
べ
る
め
る
」（
ｐ
１
９
６
）
と
批
判
し
、そ
れ
は
中
宮
の
「
あ
ま
り
も
の
づ
つ
み
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
御
心
」（
同

上
）
に
原
因
が
あ
る
と
、
紫
式
部
は
分
析
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
実
世
界
の
な
ま
の
感
覚
を
表
現
形
成
の
手
法
に
転
用
し
、
女
房
の
動
き
を
合
わ
せ
鏡
の
ご
と
く
使
っ
て
、
間
接
的
に
そ
の
主
人
の
女
君
の
あ

り
よ
う
を
か
す
め
描
く
方
法
を
『
源
氏
物
語
』
は
確
立
し
た
、
と
言
え
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
嚆
矢
と
も
い
う
べ
き
記
事
が
、
当
論
冒
頭
で
眺
め
た

夕
顔
巻
の
「
六
条
わ
た
り
」
の
中
将
の
場
面
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
手
法
を
使
っ
て
、
中
将
の
動
き
の
裏
側
に
、「
六
条
わ
た
り
」
の
女
君
の
姿
を
透
写
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
結
果
が
、
以
降
の
物
語
に
こ
れ
を
援
用
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
中
将
の
登
場
記
事
に
見

103-小野真樹氏.indd   119103-小野真樹氏.indd   119 2018/02/21   10:09:202018/02/21   10:09:20



120

ら
れ
る
筆
法
は
、
作
品
全
体
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。

（
７
）
中
将
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
と
夕
顔
巻

　

し
か
る
に
、
物
語
は
、
な
ぜ
夕
顔
巻
の
当
該
場
面
に
対
し
て
、
こ
の
描
法
を
適
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
巻
は
帚
木
、
空
蝉
、
夕

顔
と
続
く
、
い
わ
ゆ
る
帚
木
三
帖
の
掉
尾
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
巻
末
は
、

　
　

 　

か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
び
た
ま
ひ
し
も
い
と
ほ
し
く
て
み
な
も
ら
し
と
ど
め
た
る
を
、
な
ど
帝
の
皇
子
な
ら
ん
か

ら
に
、
見
ん
人
さ
へ
か
た
ほ
な
ら
ず
も
の
ほ
め
が
ち
な
る
と
、
作
り
事
め
き
て
と
り
な
す
人
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
な
ん
。
あ
ま
り
も
の
言
ひ
さ
が
な
き

罪
避
り
ど
こ
ろ
な
く
。（
ｐ
１
９
５
・
１
９
６
）

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
跋
文
に
見
立
て
る
形
で
、
帚
木
巻
の
冒
頭
は
、

　
　

 　

光
る
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
咎
多
か
な
る
に
、
い
と
ど
、
か
か
る
す
き
事
ど
も
を
末
の
世
に
も
聞
き
つ
た
へ
て
、
軽
び

た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
た
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
語
り
つ
た
へ
け
ん
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
。
さ
る
は
、
い
と
い
た
く
世
を
憚
り
ま

め
だ
ち
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き
こ
と
は
な
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
、
笑
は
れ
た
ま
ひ
け
む
か
し
。（
帚
木
巻
ｐ
５
３
）

と
い
っ
た
具
合
に
、
序
文
と
し
て
呼
応
す
る
よ
う
に
書
き
出
し
て
あ
っ
た
。
右
の
帚
木
巻
冒
頭
の
直
後
に
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
が
描
か
れ
る
こ
と
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
三
帖
全
体
は
、
中
の
品
と
い
う
階
層
に
目
を
見
開
か
さ
れ
た
源
氏
が
、
そ
う
い
う
未
知
の
領
域
の
女
性
た
ち
と
の
新
た
な
関
係
に
挑
戦
し
て
ゆ

く
と
い
う
主
題
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
も
少
し
触
れ
て
お
い
た
。

　

も
っ
と
も
、
そ
れ
は
単
に
主
題
だ
け
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
帚
木
三
帖
で
は
、
源
氏
が
今
ま
で
見
知
ら
な
か
っ
た
中
下
層
の
女
性
た
ち
の
生

活
空
間
に
足
を
踏
み
入
れ
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
を
物
語
の
基
盤
に
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ

の
三
帖
は
源
氏
の
日
常
の
生
活
圏
を
抜
け
出
し
た
と
こ
ろ
に
展
開
さ
れ
る
異
空
間
の
物
語
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
帚
木
巻
の
紀
伊
守
邸
は
泉

の
湧
出
す
る
覚
醒
の
空
間
で
あ
っ
た
し20

、
夕
顔
巻
の
五
条
も
源
氏
の
耳
目
に
触
れ
た
こ
と
も
な
い
醜
穢
な
陋
巷
で
あ
っ
た
。
場
所
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
源
氏
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の
生
活
圏
に
程
近
い
土
地
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
意
識
の
片
隅
に
も
な
か
っ
た
別
世
界
で
あ
る
か
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
巻
々
は
、
源
氏
の
栄

華
へ
の
道
を
語
る
『
源
氏
物
語
』
の
本
筋
と
は
意
識
的
に
描
き
分
け
ら
れ
て
お
り21

、
単
な
る
挿
話
で
あ
る
。
女
主
人
公
で
あ
っ
た
空
蝉
、
軒
端
荻
、
夕
顔
も
、

桐
壺
巻
、
若
紫
巻
、
紅
葉
賀
巻
以
下
へ
と
続
く
主
要
な
物
語
に
は
名
前
や
姿
を
一
切
現
さ
な
い22

。
た
だ
、
逆
に
こ
れ
ら
の
傍
流
の
巻
々
に
は
、
主
要
な
女
君
た

ち
も
名
や
顔
を
一
応
出
す
の
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
立
場
は
脇
役
に
過
ぎ
な
い
。

　

例
え
ば
帚
木
巻
に
は
、
紀
伊
守
邸
へ
方
違
え
に
行
っ
た
源
氏
が
、
自
分
の
忍
び
歩
き
の
噂
を
し
て
い
る
女
房
衆
の
話
を
盗
み
聞
き
、「
思
す
こ
と
の
み
心
に

か
か
り
た
ま
へ
れ
ば
、
ま
づ
胸
つ
ぶ
れ
て
、
か
や
う
の
つ
い
で
に
も
、
人
の
言
ひ
漏
ら
さ
む
を
聞
き
つ
け
た
ら
む
時
」
と
事
の
露
見
を
恐
れ
る
場
面
が
あ
る
が

（
ｐ
９
５
）、
こ
れ
は
藤
壺
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
女
房
衆
の
噂
話
は
、「
式
部
卿
宮
の
姫
君
に
朝
顔
奉
り
た
ま
ひ
し
歌
な
ど
を
、
す
こ
し

頬
ゆ
が
め
て
語
る
も
聞
こ
ゆ
」（
同
ｐ
９
５
）
へ
と
続
く
。
朝
顔
の
姫
君
と
の
交
流
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
名
前
は
見
え
る
も
の
の
、
こ

れ
ら
の
主
要
な
女
君
た
ち
が
、
帚
木
三
帖
の
巻
々
で
何
ら
か
の
動
き
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
葵
の
上
は
正
妻
の
地
位
に
あ
る
だ
け
に
扱

い
は
別
格
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
巻
に
お
け
る
上
流
の
女
君
の
大
半
は
、
暗
示
的
に
存
在
が
示
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
が
未
知
の
領
域
に
生

き
る
女
性
た
ち
と
源
氏
と
の
交
流
を
描
こ
う
と
す
る
帚
木
三
帖
の
主
題
と
の
兼
ね
合
い
で
生
じ
る
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
無
論
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
観
点
で
言
え
ば
、
帚
木
三
帖
に
お
い
て
、「
六
条
わ
た
り
」
の
女
君
は
、
藤
壺
や
朝
顔
以
上
に
重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
に

違
い
な
い
。
夕
顔
巻
冒
頭
で
、
そ
の
存
在
を
謳
わ
れ
る
こ
と
も
し
か
り
、
ま
た
名
ば
か
り
を
取
り
沙
汰
さ
れ
る
藤
壺
た
ち
と
は
異
な
り
、
実
際
に
源
氏
と
の
逢

瀬
を
描
写
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
扱
い
は
傑
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
半
部
に
姿
を
現
す
物
の
怪
と
の
か
か
わ
り
な
ど
を
含
め
、
夕

顔
巻
の
話
柄
全
体
と
こ
の
人
物
と
の
分
か
ち
が
た
い
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
将
来
の
お
ぞ
ま
し
い
展
開
の
予
兆
と
も
思
わ
れ
る
が
、
既
に
紙
幅
は
尽

き
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
ゆ
と
り
は
な
い
。
し
か
し
、
上
流
と
思
わ
れ
る
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
君
に
そ
う
し
た
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
な
が
ら

も
、
な
お
も
中
の
品
以
下
の
女
性
と
の
交
流
を
描
く
と
い
う
、
作
品
の
節
度
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
は
重
要
で
あ
り
、
見
逃
せ
ま
い
。
確
固
と

し
て
、
上
流
の
女
性
の
動
き
を
具
体
的
に
捉
え
つ
つ
も
、
明
確
な
人
物
像
と
し
て
は
表
現
せ
ず
、
間
接
を
以
っ
て
描
く
。
作
品
が
頑
固
に
守
ろ
う
と
し
た
帚
木

三
帖
の
主
題
に
寄
り
添
う
た
め
に
も
、
中
将
の
優
れ
た
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
は
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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１　

小
野
真
樹
「『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
と
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
」『
日
本
文
学
論
究
』（
國
學
院
大
學
國
文
學
會 

平
成
二
十
七
年
三
月
）

２　
 

当
論
の
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
・
頁
数
は
、『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
・
平
成
六
〜
十
年
）
に
よ
り
、
特
に
巻
名
を
記
さ
な
い
場
合
は
夕
顔
巻
を
指
す
。
な
お
、
文

中
で
は
当
該
書
を
『
新
編
全
集
』
と
略
称
す
る
。

３　

風
巻
景
次
郎
『
源
氏
物
語
の
成
立
〈
風
巻
景
次
郎
全
集
４
〉』（
桜
楓
社 

昭
和
四
十
四
年
）

４　

大
津
透
執
筆
「
随
身
」『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店 

平
成
六
年
）

５　

 『
古
今
集
』
巻
十
九
・
雑
体
（
旋
頭
歌
）・
一
〇
〇
七
番
歌
「
う
ち
わ
た
す
遠
方
人
に
も
の
申
す
わ
れ　

そ
の
そ
こ
に
白
く
咲
け
る
は
何
の
は
な
ぞ
も
」
の
第
二
句
「
を
ち
か
た
人
に

も
の
申
す
」
を
口
遊
ん
だ
源
氏
の
独
り
言
を
問
い
か
け
に
見
立
て
た
随
身
が
、
同
歌
の
下
句
を
念
頭
に
、「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
」
と
答
え
た
も
の
。

な
お
、『
古
今
集
』
で
は
次
の
一
〇
〇
八
番
歌
と
の
贈
答
に
な
っ
て
お
り
、
そ
ち
ら
に
「
春
さ
れ
ば
野
辺
に
ま
づ
咲
く
」
云
々
と
あ
る
た
め
、「
白
く
咲
け
る
花
」
は
「
梅
」
と
解
さ

れ
て
い
る
が
、
随
身
は
そ
れ
を
も
じ
っ
て
夕
顔
に
す
り
替
え
た
。

６　

三
谷
栄
一
「
夕
顔
巻
と
古
伝
承
」『
講
座  

源
氏
物
語
の
世
界 

第
一
集
』（
有
斐
閣 

昭
和
五
十
五
年
）

７　
『
源
氏
物
語
評
釈 

第
三
巻
』
ｐ
２
８
３
（
角
川
書
店 
昭
和
四
十
年
）

８　

澪
標
『
源
氏
物
語
講
座 

第
三
巻
』（
有
精
堂
出
版 

昭
和
四
十
六
年
）

９　

吉
海
直
人
『
平
安
朝
の
乳
母
達 ―

『
源
氏
物
語
』
へ
の
階
梯―
』
第
十
四
章
（
世
界
思
想
社 

平
成
七
年
）

10　

 

吉
見
健
夫
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
女
房
の
和
歌―

夕
顔
巻
の
源
氏
と
中
将
の
君
と
の
贈
答
歌
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
源
氏
物
語
と
平
安
文
学　

第
４
集
』
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文

学
研
究
会 

平
成
七
年
）
は
、「
て
ふ
」
に
「
蝶
」、「
折
ら
で
」
に
「
居
ら
で
」
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
見
る
が
、
傾
聴
に
値
す
る
理
解
で
あ
ろ
う
。

11　

 「
花
に
心
を
と
め
ぬ
と
ぞ
み
る
」
の
「
と
め
ぬ
」
が
打
消
で
あ
る
か
完
了
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
議
論
が
あ
る
が
、
話
が
脇
道
に
逸
れ
か
ね
な
い
の
で
今
は
触
れ
な
い
。
な
お
、

注
10
の
吉
見
論
文
、
及
び
上
野
英
子
「
夕
顔
巻
に
お
け
る
源
氏
と
中
将
の
君
と
の
贈
答
歌
を
め
ぐ
る
考
察
」（『
む
ら
さ
き
』
昭
和
五
十
七
年
七
月
）
を
参
照
。

12　

注
8
に
同
じ
。

13　

三
谷
邦
明
『
落
窪
物
語
〈
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
〉』（
小
学
館 

平
成
十
二
年
）
の
「
解
説
」

14　

豊
島
秀
範
『
物
語
史
研
究
』
第
四
章
五
節
（
お
う
ふ
う 

平
成
六
年
）
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15　

同
頁
に
「
聞
こ
ゆ
る
さ
ま
の
馴
れ
た
る
に
、
す
こ
し
罪
ゆ
る
さ
れ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。

16　

注
10
吉
見
論
文
に
「
馴
れ
て
」
が
女
房
の
歌
を
評
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。

17　

 

小
野
真
樹
「
近
江
の
君
の
添
え
句―

『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
う
視
点
か
ら―

」（『
国
学
院
大
学
大
学
院
平
安
文
学
研
究
』
第
七
号 

平
成
二
十
九
年
三
月
）

18　

折
口
信
夫
「
ほ
う
と
す
る
話
」『
折
口
信
夫
全
集 

第
２
巻
』（
中
央
公
論
社 

平
成
七
年
）、「
神
道
に
現
れ
た
民
族
論
理
」『
同 

第
３
巻
』（
平
成
七
年
）

19　

当
論
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
本
文
・
頁
数
は
、『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館 

平
成
六
年
）
に
よ
る
。

20　

大
津
直
子
『
源
氏
物
語
の
淵
源
』
第
二
編
第
二
章
「
紀
伊
守
邸
の
〈
泉
〉」（
お
う
ふ
う 

平
成
二
十
五
年
）

21　

秋
山
虔
『
源
氏
物
語
〈
岩
波
新
書
〉』（
岩
波
書
店 

昭
和
四
十
三
年
）

22　

 

武
田
宗
俊
後
記
挿
入
説 『
源
氏
物
語
の
研
究
』（
岩
波
書
店 

昭
和
二
十
九
年
）。
同
書
は
、成
立
過
程
を
論
ず
る
こ
と
が
主
旨
で
あ
る
が
、当
論
は
そ
の
立
場
は
取
ら
ず
、紫
上
系
（
若

紫
系
）
と
玉
鬘
系
（
帚
木
系
）
と
の
単
な
る
描
き
分
け
と
見
る
。
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