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「
葎
の
門
」
の
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」

　
　
―
光
源
氏
と
花
散
里
―

塚
原
明
弘

　
　
　

一
、
は
じ
め
に
―
―
問
題
提
起
―
―

　

須
磨
に
落
ち
着
い
た
光
源
氏
は
、
都
に
残
し
て
き
た
女
君
た
ち
と
文
を

交
わ
す
。
最
後
に
紹
介
さ
れ
る
の
が
花
散
里
で
あ
る
。

　
　

�　

花
散
里
も
、
悲
し
と
思
し
け
る
ま
ま
に
か
き
集
め
た
ま
へ
る
御
心

ご
こ
ろ
見
た
ま
ふ
は
、
を
か
し
き
も
目
馴な

れ
ぬ
心
地
し
て
、
い
づ
れ

も
う
ち
見
つ
つ
慰
め
た
ま
へ
ど
、
も
の
思
ひ
の
も
よ
ほ
し
ぐ
さ
な
め

り
。

　
　
　
　

�

荒
れ
ま
さ
る
軒
の
し
の
ぶ
を
な
が
め
つ
つ
し
げ
く
も
露
の
か
か

る
袖
か
な

　
　

�

と
あ
る
を
、
げ
に
葎む

ぐ
ら

よ
り
ほ
か
の
後う
し
ろ

見み

も
な
き
さ
ま
に
て
お
は
す

ら
ん
と
思
し
や
り
て
、
長
雨
に
築つ
い

地ぢ

所
ど
こ
ろ
崩
れ
て
な
む
と
聞
き

た
ま
へ
ば
、
京
の
家け
い

司し

の
も
と
に
仰
せ
つ
か
は
し
て
、
近
き
国
々
の

御み

庄さ
う

の
者
な
ど
催
さ
せ
て
仕
う
ま
つ
る
べ
き
よ
し
の
た
ま
は
す
。

（
②
須
磨
一
九
六
頁（

1
（

）

　
「
花
散
里
」は
、の
ち
に
麗
景
殿
の
女
御
の
妹
君
を
指
す
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
時
点
で
は
姉
妹
を
区
別
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
「
い
づ
れ
も
」
と
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あ
っ
て
、
双
方
か
ら
の
手
紙
で
あ
る
。
歌
は
、
家
屋
の
荒
廃
を
伝
え
る
。

姉
妹
の
生
活
は
、
源
氏
の
庇
護
が
頼
り
で
あ
っ
た
。
源
氏
じ
し
ん
、
離
京

前
に
「
荒
れ
ま
さ
ら
む
ほ
ど
」
を
危
惧
し
て
い
た
（
同
一
七
四
頁
）。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
主
人
公
の
反
応
で
あ
る
。「
荒
れ
ま
さ
る
軒
の
し

の
ぶ
（
＝
忍
ぶ
草
）」
に
姉
妹
の
愁
訴
を
看
取
す
る
と
「
葎
」
だ
け
が
頼

り
の
窮
状
を
察
し
、
築
地
損
壊
の
報
に
接
す
る
と
在
京
の
家
司
に
処
置
を

命
じ
て
い
る
。
迅
速
で
あ
る
。
そ
う
さ
せ
た
の
が
、
諸
注
や
先
学
に
指
摘

は
な
い
が
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
に
お
け
る
左
馬
頭
の
発
言
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
雨
夜
の
品
定
め
」
は
、
宮
中
の
宿
直
の
夜
、
頭
中
将
が
光
源
氏
の
行

状
を
穿
鑿
し
て
始
ま
る
。
恋
愛
談
義
は
、
左
馬
頭
と
藤
式
部
丞
と
い
う
恋

の
先
達
が
加
わ
っ
て
、
中
の
品
論
に
及
ぶ
。
左
馬
頭
の
「
葎
の
門
」
へ
の

言
及（

2
（

は
、
阿
部
秋
生
氏
の
三
部
構
成
説
（
一
般
論
、
譬
喩
論
、
経
験
談
）

に
従
え
ば
、
一
般
論
の
第
三
段
に
あ
た
る（

（
（

。
理
想
的
な
恋
の
様
態
を
説
い

て
「
品
定
め
」
の
基
調
を
示
し
て
い
る
。
源
氏
も
熱
心
に
傾
聴
し
て
い
る
。

　
　

�　

さ
て
、
世
に
あ
り
と
人
に
知
ら
れ
ず
、
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む

葎
の
門
に
、
思
ひ
の
外
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
閉
ぢ
ら
れ
た
ら
む

こ
そ
限
り
な
く
め
づ
ら
し
く
は
お
ぼ
え
め
。
い
か
で
、
は
た
か
か
り

け
む
と
、
思
ふ
よ
り
違
へ
る
こ
と
な
む
あ
や
し
く
心
と
ま
る
わ
ざ
な

る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
①
帚
木
六
〇
頁
）

　

世
間
に
知
ら
れ
ず
、
か
わ
い
ら
し
い
様
子
の
姫
君
が
、
葎
の
茂
る
あ
ば

ら
屋
に
隠
れ
住
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
外
さ
に
魅
惑
さ
れ
る
と
い

う
。

　
「
葎
の
門
」
と
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
発
言

の
要
点
で
あ
り
、
鍵
語
と
し
て
記
憶
さ
れ
る（

（
（

。
左
馬
頭
の
発
言
と
物
語
展

開
と
の
関
連
に
焦
点
を
絞
っ
た
論
考
が
、
大
塚
修
二
氏（

（
（

と
石
井
正
己
氏（

（
（

に

あ
る
が
、
考
察
の
対
象
は
「
末
摘
花
」
巻
ま
で
で
あ
っ
た
。
相
馬
知
奈
氏（

（
（

と
都
基
弘
氏（

（
（

も
「
葎
の
門
」
に
論
及
し
て
い
る
が
、
左
馬
頭
発
言
に
注
目

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
葎
の
門
」
と
「
ら
う
た
げ
」
に

よ
る
和
音
は
、
言
わ
れ
る
以
上
に
響
き
続
け
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、

「
須
磨
」
巻
を
念
頭
に
、
そ
の
残
響
に
耳
を
す
ま
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
物

語
展
開
の
方
法
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
葎
」
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
の
用
例
の
分
類
整
理
が
小

町
谷
照
彦
氏
に
あ
る（

9
（

。
ま
た
、
本
稿
で
「
葎
の
門
の
女
」
と
い
う
ば
あ
い
、

「
葎
の
門
」
と
「
ら
う
た
げ
」
を
兼
ね
備
え
た
女
性
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
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二
、
植
物
と
し
て
、
歌
語
と
し
て
―
―
忍
ぶ
草
と
葎
―
―

　

忍
ぶ
草
は
羊し

歯だ

類
で
あ
り
、「
葎
」
は
「
八
重
葎
（
や
え
む
ぐ
ら
）・
金

葎
・
山
葎
な
ど
、
山
野
・
路
傍
に
繁
茂
す
る
つ
る
草
の
総
称（
（1
（

」
で
あ
る
。

「
新
編
全
集
」
は
、「『
し
の
ぶ
』
よ
り
も
、
荒
廃
の
度
を
よ
り
強
く
印
象

づ
け
る
語
。
花
散
里
が
源
氏
を
慕
う
の
に
対
し
て
、
源
氏
は
彼
女
の
生
活

の
困
窮
を
思
い
や
る
」（
②
須
磨
一
九
六
頁
）
と
注
し
て
い
る
。
家
屋
の

荒
廃
を
象
徴
す
る
植
物
と
し
て
は
、「
蓬
」（
キ
ク
科
の
多
年
草
）
や
「
浅

茅
」（
丈
の
低
い
チ
ガ
ヤ
）
も
あ
る
が
、
葎
だ
け
が
つ
る
草
で
あ
る
。

　

歌
語
と
し
て
も
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
三
代
集
に
、
忍
ぶ
草
は
七
例

見
ら
れ
る
。貫
之
の
長
歌（
古
今
、巻
十
九
、一
〇
〇
二（
（（
（

）を
例
外
と
し
て
、

「
忍
ぶ
」
に
「
偲
ぶ
」
を
掛
け
る
（
古
今
２
、
後
撰
３
、
拾
遺
１（
（1
（

）。
物
語

と
同
様
、
遠
隔
地
の
恋
人
を
思
っ
て
い
る
の
は
『
古
今
』
の
二
例
で
あ
る
。

　
　

�

君
し
の
ぶ
草
に
や
つ
る
ゝ
ふ
る
さ
と
は
松
虫
の
音ね

ぞ
か
な
し
か
り
け

る　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
読
人
し
ら
ず
、
古
今
、
巻
四
、
二
〇
〇
）

　
　

�

ひ
と
り
の
み
な
が
め
ふ
る
や
の
つ
ま
な
れ
ば
人
を
忍
の
草
ぞ
生
ひ
け

る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貞
登
、
古
今
、
巻
十
五
、
七
六
九
）

　

花
散
里
も
、
源
氏
へ
の
思
慕
を
「
し
の
ぶ
」
の
掛
詞
で
表
現
し
て
い
た
。

別
の
語
に
は
代
替
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

葎
に
も
、
歌
語
と
し
て
の
特
徴
が
あ
る
。
用
例
は
、
い
ず
れ
も
「
八
重

葎
」。

　

①
今
さ
ら
に
訪
ふ
べ
き
人
も
お
も
ほ
え
ず
八
重
葎
し
て
門
さ
せ
り
て
へ

　
　
　

�

（
読
人
し
ら
ず
、
古
今
、
巻
十
八
、
九
七
五
、

お
よ
び
拾
遺
、
巻
十
二
、
七
七
五
）

　

②
八
重
葎
心
の
内
に
深
け
れ
ば
花
見
に
ゆ
か
む
い
で
た
ち
も
せ
ず

　
（
貫
之
、
後
撰
、
巻
三
、
一
四
〇
）

　

③
八
重
葎
し
げ
き
や
ど
に
は
夏
虫
の
声
よ
り
外ほ
か

に
問と
ふ

人
も
な
し

（
読
人
し
ら
ず
、
後
撰
、
巻
四
、
一
九
四
）

　

④
八
重
葎
鎖さ

し
て
し
門
を
今
更
に
何
に
く
や
し
く
あ
け
て
待
ち
け
ん

（
読
人
し
ら
ず
、
後
撰
、
巻
十
四
、
一
〇
五
五
）

　
　
　

�

河
原
院
に
て
、
荒
れ
た
る
宿
に
秋
来き
た
る

と
い
ふ
心
を
人
〳
〵
詠
み

侍
け
る
に

　

⑤
八
重
葎
茂
れ
る
宿
の
さ
び
し
き
に
人
こ
そ
見
え
ね
秋
は
来
に
け
り

（
恵
慶
法
師
、
拾
遺
、
巻
三
、
一
四
〇
）

葎
の
蔓
延
が
家
屋
を
蔽
い
、
門
を
閉
ざ
し
、
生
活
や
来
客
の
妨
げ
に
な
っ
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て
い
る
。
虫
（
③
）
や
季
節
（
⑤
）
だ
け
が
訪
れ
る
。
光
源
氏
が
思
う
「
葎

よ
り
ほ
か
の
後
見
も
な
き
さ
ま
」
も
、
他
者
の
来
訪
や
侵
入
を
妨
げ
る
存

在
と
し
て
の
「
葎
」
を
想
起
し
て
い
よ
う
。「
築
地
」
の
補
修
も
、
求
愛

者
の
「
通
ひ
路
」（『
伊
勢
物
語
』
第
五
段
）
を
閉
ざ
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

花
散
里
が
、
慕
う
思
い
を
「
し
の
ぶ
」
に
滲
ま
せ
た
の
に
対
し
、
光
源

氏
の
意
識
は
、
荒
廃
に
乗
じ
る
来
訪
者
へ
の
警
戒
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
左
馬
頭
の
発
言
―
―
「
葎
の
門
の
女
」
―
―

　
「
葎
」
は
、『
源
氏
物
語
』
に
十
三
例
用
い
ら
れ
る
。
第
一
部
七
例
、
第

二
部
一
例
、
第
三
部
五
例
。
第
一
部
と
第
三
部
に
偏
っ
て
い
る
。
小
町
谷

照
彦
氏
の
分
析
に
倣
え
ば
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る（
（1
（

。

　

⑴�

左
馬
頭
の
発
言（
①
帚
木
六
〇
頁
）と
そ
れ
を
受
け
る「
葎
の
門
」（
末

摘
花
二
九
五
頁
）。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計
２
例

　

⑵�

後
見
役
（
光
源
氏
）
不
在
に
よ
る
家
屋
の
荒
廃
。
須
磨
一
例
（
②

一
九
六
頁
）・
蓬
生
二
例
（
同
三
二
九
頁
、
三
四
三
頁
）。　

計
３
例

　

⑶�

生
活
力
の
あ
る
人
物
の
死
後
の
遺
族
の
生
活
。
桐
壺
一
例
（
①
二
七

頁
）・
横
笛
一
例
（
④
三
五
七
頁
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　

計
２
例

　

⑷�

卑
下
や
謙
遜
の
反
映
。「
松
風
」
巻
の
明
石
入
道
の
発
言
（
②

四
〇
四
頁
）。
竹
河
一
例
（
⑤
一
〇
七
頁
）・
椎
本
一
例
（
同
二
〇
二

頁
）。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計
３
例

　

⑸�

鄙
び
た
場
所
の
景
物
。
宇
治
十
帖
。
東
屋
一
例
（
⑥
九
一
頁
）・
浮

舟
一
例
（
同
一
九
〇
頁
）・
手
習
一
例
（
同
三
一
六
頁
）。　

計
３
例

　

⑵
と
⑶
は
、
生
活
を
支
え
る
人
物
の
不
在
と
し
て
統
合
で
き
る
。
第
一

部
の
用
例
は
⑴
～
⑶
に
多
く
、
第
三
部
の
例
は
す
べ
て
⑷
と
⑸
で
あ
る
。

⑴
左
馬
頭
の
発
言
に
直
接
呼
応
し
て
い
る
の
は
末
摘
花
邸
の
例
だ
け
だ

が
、
⑵
の
「
蓬
生
」
巻
の
二
例
も
末
摘
花
邸
の
描
写
で
あ
り
、
間
接
的
に

連
な
る
。
と
す
れ
ば
、「
須
磨
」
巻
の
当
該
例
に
左
馬
頭
の
発
言
の
磁
力

が
及
ん
で
い
る
可
能
性
は
高
ま
る
。

　

左
馬
頭
発
言
（
前
掲
）
を
ふ
り
返
ろ
う
。
形
容
動
詞
「
ら
う
た
げ
」
は
、

形
容
詞
「
ら
う
た
し
」
の
語
幹
に
接
尾
語
「
げ
」
が
つ
い
た
語
。「
ら
う

た
し
」
は
、
字
音
語
「
労
」
に
「
甚い
た

し
」
が
複
合
し
た
も
の
。「
労
」
に

も
と
も
と
「
い
た
わ
る
・
ね
ぎ
ら
う
」
の
意
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
、

い
た
わ
り
た
く
な
る
状
態
を
「
ら
う
た
し
」
と
い
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
世

話
を
し
て
や
り
た
い
い
じ
ら
し
さ
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た（
（1
（

。
こ
の
世
話
を

し
た
い
と
い
う
原
義
は
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
駆
動
力
に
な
る
。

　
「
新
編
全
集
」
頭
注
が
、「
葎
の
門
の
女
」
の
「
先
行
類
型
」
と
し
て
三

つ
の
昔
物
語
を
挙
げ
て
い
る（
（1
（

。『
伊
勢
物
語
』
初
段
「
初
冠
」
は
、
昔
男
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が
「
ふ
る
里
」
で
思
い
が
け
ず
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
を

か
い
ま
見
る
（
一
一
三
頁
）。『
う
つ
ほ
物
語
』「
俊
蔭
」
巻
で
は
、
若
小

君
が
「
蓬
、
葎
」
も
は
び
こ
る
邸
（
①
俊
蔭
四
九
頁
、
五
一
頁
）
で
、
俊

蔭
の
娘
「
あ
や
し
く
め
で
た
き
人
」
を
見
つ
け
出
す
（
同
五
一
頁
）。『
大

和
物
語
』
百
七
十
三
段
で
は
、
良
岑
宗
貞
が
、
五
条
辺
り
の
「
荒
れ
た
る

門
」「
よ
も
ぎ
生
ひ
て
荒
れ
た
る
宿
」
で
「
た
け
だ
ち
い
と
よ
き
ほ
ど
な

る
人
の
、髪
、た
け
ば
か
り
な
ら
む
と
見
ゆ
る
」に
出
会
う（
四
一
八
頁
）。

い
ず
れ
も
、
男
女
の
邂
逅
譚
で
あ
る
が
、
姫
君
の
描
写
に
「
ら
う
た
げ
」

は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。「
葎
」
が
表
出
さ
れ
る
の
も
「
俊
蔭
」
巻
だ
け

で
あ
る
。「
葎
の
門
」
の
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
と
い
う
設
定
は
、『
源

氏
物
語
』
独
自
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
、
二
語
が
想
起
さ
せ
る
の
は
左
馬

頭
の
発
言
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

四
、「
葎
の
門
」
の
末
摘
花

　

左
馬
頭
発
言
を
明
ら
か
に
受
け
る
の
は
「
末
摘
花
」
巻
、
光
源
氏
が
姫

君
の
醜
貌
に
失
望
し
、
故
常
陸
宮
邸
を
後
に
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。

　

Ａ�　

い
と
あ
は
れ
に
さ
び
し
く
荒
れ
ま
ど
へ
る
に
、
松
の
雪
の
み
あ
た

た
か
げ
に
降
り
つ
め
る
、
山
里
の
心
地
し
て
も
の
あ
は
れ
な
る
を
、

か
の
人
々
の
言
ひ
し
葎
の
門
は
、か
う
や
う
な
る
所
な
り
け
む
か
し
、

げ
に
心
苦
し
く
ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
を
こ
こ
に
す
ゑ
て
、
う
し
ろ
め

た
う
恋
し
と
思
は
ば
や
、
あ
る
ま
じ
き
も
の
思
ひ
は
、
そ
れ
に
紛
れ

な
む
か
し
と
、
思
ふ
や
う
な
る
住
み
処
に
あ
は
ぬ
御
あ
り
さ
ま
は
と

る
べ
き
方
な
し
と
思
ひ
な
が
ら
、
…　
　
　
（
①
末
摘
花
二
九
五
頁
）

荒
れ
は
て
た
邸
か
ら
「
葎
の
門
」
を
想
起
し
、
な
る
ほ
ど
、
気
の
毒
な
身

の
上
の
「
ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
」
を
住
ま
わ
せ
て
、
切
な
い
思
い
を
し
て

み
た
い
と
思
う
。
末
摘
花
へ
の
失
望
は
心
理
を
倒
錯
さ
せ
、
発
見
で
は
な

く
、
こ
こ
に
据
え
た
い
と
い
う
願
望
に
転
じ
て
い
る（
（1
（

。
同
時
に
、
荒
れ
果

て
た
家
こ
そ
が
理
想
で
あ
る
と
い
う
逆
説
的
発
想
に
い
た
る
。「
葎
」
は
、

他
者
の
来
訪
を
拒
む
と
同
時
に
男
君
を
惹
き
つ
け
る
両
義
的
存
在
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
葎
の
門
」発
言
の
投
影
は「
末
摘
花
」巻
の
発
端
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

　

Ｂ�　

い
か
で
、
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ
え
は
な
く
、
い
と
ら
う
た
げ
な
ら

む
人
の
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
、
見
つ
け
て
し
が
な
と
懲
り
ず

ま
に
思
し
わ
た
れ
ば
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
二
六
五
頁
）

　

Ｃ�　

い
と
い
た
う
荒
れ
わ
た
り
て
さ
び
し
き
所
に
、さ
ば
か
り
の
人
の
、

古
め
か
し
う
と
こ
ろ
せ
く
か
し
づ
き
す
ゑ
た
り
け
む
な
ご
り
な
く
、
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い
か
に
思
ほ
し
残
す
こ
と
な
か
ら
む
、
か
や
う
の
所
に
こ
そ
は
、
昔

物
語
に
も
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
も
あ
り
け
れ
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
て

も
、
も
の
や
言
ひ
寄
ら
ま
し
と
思
せ
ど
、
う
ち
つ
け
に
や
思
さ
む
と

心
恥
づ
か
し
く
て
、
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
。　
　
　
　
（
同
二
六
九
頁
）

　

Ｄ�　

君
た
ち
は
、
あ
り
つ
る
琴き
ん

の
音
を
思
し
出
で
て
、
あ
は
れ
げ
な
り

つ
る
住
ま
ひ
の
さ
ま
な
ど
も
、
様や
う

変
へ
て
を
か
し
う
思
ひ
つ
づ
け
、

あ
ら
ま
し
ご
と
に
、
い
と
を
か
し
う
ら
う
た
き
人
の
、
さ
て
年
月
を

重
ね
ゐ
た
ら
む
時
、
見
そ
め
て
い
み
じ
う
心
苦
し
く
は
、
人
に
も
も

て
騒
が
る
ば
か
り
や
わ
が
心
も
さ
ま
あ
し
か
ら
む
な
ど
さ
へ
、
中
将

は
思
ひ
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
二
七
四
頁
）

　

Ｅ�　

空
の
け
し
き
は
げ
し
う
、
風
吹
き
あ
れ
て
、
大お
ほ
と
な
ぶ
ら

殿
油
消
え
に
け
る

を
、
点と
も

し
つ
く
る
人
も
な
し
。
か
の
物
に
襲
は
れ
し
を
り
思
し
出
で

ら
れ
て
、
荒
れ
た
る
さ
ま
は
劣
ら
ざ
め
る
を
、
ほ
ど
の
狭せ
ば

う
、
人
げ

の
す
こ
し
あ
る
な
ど
に
慰
め
た
れ
ど
、
す
ご
う
、
う
た
て
い
ざ
と
き

心
地
す
る
夜
の
さ
ま
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
二
九
一
頁
）

　

夕
顔
の
死
の
翌
年
、
失
意
の
主
人
公
は
、
夕
顔
の
よ
う
な
「
い
と
ら
う

た
げ
な
ら
む
人
」を
見
つ
け
た
い
と
願
っ
て
い
る（
Ｂ
）。大
輔
命
婦
か
ら
、

琴き
ん

の
琴こ
と

を
友
に
静
居
す
る
故
常
陸
宮
の
姫
君
の
噂
を
聞
く
。
父
親
の
不
在

は
、困
窮
を
予
感
さ
せ
る（
（1
（

。参
内
の
帰
路
、荒
廃
し
た
邸
を
尋
ね
る（
Ｃ
）。

演
奏
を
聴
い
た
と
こ
ろ
で
頭
中
将
の
鞘
当
て
に
遭
い
、
同
じ
牛
車
で
左
大

臣
邸
に
向
か
う
（
Ｄ
）。
八
月
下
旬
の
逢
瀬
を
経
て
、
冬
の
雪
の
朝
（
Ｅ
）、

こ
の
あ
と
姫
君
の
素
顔
を
目
撃
し
て
帰
路
に
つ
く
。

　
「
葎
」
は
出
て
こ
な
い
も
の
の
、
荒
廃
が
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
。
ほ

か
に
も
「
荒
れ
た
る
籬
」（
同
二
八
〇
頁
）「
荒
れ
た
る
宿
」（
同
二
八
九

頁
）
と
あ
る
。
そ
れ
は
Ｅ
「
か
の
物
に
襲
は
れ
し
を
り
」
と
、
夕
顔
が
亡

く
な
っ
た
「
な
に
が
し
の
院
」（
①
夕
顔
一
五
九
頁
）
を
思
い
出
さ
せ
る
。

　
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
に
つ
い
て
は
、
巻
頭
の
発
見
願
望
（
Ｂ
）
に

用
い
ら
れ
、
荒
廃
描
写
（
Ｃ
）
を
受
け
て
、
こ
の
よ
う
な
所
に
こ
そ
「
昔

物
語
に
も
あ
は
れ
な
る
事
ど
も
も
あ
り
け
れ
」
と
思
い
続
け
、「
も
の
や

言
ひ
寄
ら
ま
し
」
と
空
想
し
て
い
る
。「
昔
物
語
」
の
語
は
邂
逅
譚
の
先

行
類
型
を
想
起
さ
せ
る
。
Ｄ
で
は
、
頭
中
将
も
そ
の
邸
に
「
ら
う
た
き
人
」

の
存
在
を
妄
想
し
て
い
る
。
姫
君
を
競
う
よ
う
に
な
る
と
、
源
氏
も
「
心

や
す
か
ら
む
人
は
、
な
か
な
か
な
む
ら
う
た
か
る
べ
き
を
」「
い
と
児
め

か
し
う
お
ほ
ど
か
な
ら
む
こ
そ
、
ら
う
た
く
は
あ
る
べ
け
れ
」（
①
末
摘

花
二
七
六
頁
）
と
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
、
荒

廃
し
た
邸
は
「
あ
は
れ
げ
な
り
つ
る
住
ま
ひ
の
さ
ま
」（
Ｄ
）
と
称
揚
さ

れ
る
。
妄
想
が
肥
大
化
し
、
最
大
限
に
達
し
た
と
き
、
姫
君
の
大
き
な
鼻

を
目
撃
す
る
の
で
あ
る
。

　

失
望
し
た
あ
と
の
感
慨
（
Ａ
）
は
、
物
語
の
余
韻
に
な
っ
て
い
る
。
巻
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末
に
若
紫
が
点
描
さ
れ
、「
い
み
じ
う
ら
う
た
し
」（
同
三
〇
五
頁
）
と
評

さ
れ
る
の
も
同
様
。「
葎
の
門
」
の
醜し
こ

女め

と
二
条
院
の
「
ら
う
た
げ
な
ら

む
人
」
と
い
う
対
照
性
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
要
件
を
兼
ね
備
え
た
女
君
の

不
在
が
確
認
さ
れ
る
。
末
摘
花
の
物
語
は
、「
葎
の
門
の
女
」
を
求
め
、

得
ら
れ
な
か
っ
た
物
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

五
、「
葎
の
門
の
女
」
の
残
影
―
―
末
摘
花
の
後
日
談
―
―

　
「
葎
の
門
」
の
醜
女
と
い
う
属
性
は
、
末
摘
花
の
後
日
談
の
中
に
残
響

し
続
け
る
。

　

光
源
氏
離
京
後
の
末
摘
花
邸
が
、「
葎
」
に
蔽
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

庇
護
下
の
女
君
た
ち
は
、
男
君
不
在
の
あ
い
だ
、
不
如
意
を
強
い
ら
れ
た

が
、末
摘
花
は
と
り
わ
け
深
刻
で
あ
っ
た
。紫
の
上
や
花
散
里
と
違
っ
て
、

帰
還
後
も
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

Ｆ�　
（
末
摘
花
は
）
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
ゆ
る
人
は

な
き
御
身
な
り
。
た
だ
御
兄せ
う
と弟
の
禅ぜ
ん

師じ

の
君
ば
か
り
ぞ
、
ま
れ
に
も

京
に
出
で
た
ま
ふ
時
は
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
ど
、
そ
れ
も
世
に
な
き

古
め
き
人
に
て
、
同
じ
き
法
師
と
い
ふ
中
に
も
、
た
づ
き
な
く
こ
の

世
を
離
れ
た
る
聖
に
も
の
し
た
ま
ひ
て
、
し
げ
き
草
蓬
を
だ
に
か
き

払
は
む
も
の
と
も
思
ひ
よ
り
た
ま
は
ず
。

　
　

�　

か
か
る
ま
ま
に
、
浅
茅
は
庭
の
面お
も

も
見
え
ず
、
し
げ
き
蓬
は
軒
を

あ
ら
そ
ひ
て
生
ひ
の
ぼ
る
。
葎
は
西
東
の
御
門
を
閉
ぢ
籠
め
た
る
ぞ

頼
も
し
け
れ
ど
、
崩
れ
が
ち
な
る
め
ぐ
り
の
垣
を
馬
、
牛
な
ど
の
踏

み
な
ら
し
た
る
道
に
て
、
春
夏
に
な
れ
ば
、
放
ち
飼
ふ
総あ
げ
ま
き角
の
心
さ

へ
ぞ
め
ざ
ま
し
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
②
蓬
生
三
二
九
頁
）

　

Ｇ�　

霜
月
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
雪
、
霰
が
ち
に
て
、
外
に
は
消
ゆ
る
間ま

も
あ
る
を
、
朝
日
夕
日
を
ふ
せ
ぐ
蓬
、
葎
の
蔭
に
深
う
積
も
り
て
、

越
の
白
山
思
ひ
や
ら
る
る
雪
の
中
に
、出
で
入
る
下し
も

人び
と

だ
に
な
く
て
、

つ
れ
づ
れ
と
な
が
め
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
三
四
三
頁
）

　

Ｈ�　

卯
月
ば
か
り
に
、
花
散
里
を
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
忍
び

て
、
対
の
上
に
御
暇い
と
ま

聞
こ
え
て
出
で
た
ま
ふ
。（
中
略
）

　
　

�　

大
き
な
る
松
に
藤
の
咲
き
か
か
り
て
月
影
に
な
よ
び
た
る
、
風
に

つ
き
て
さ
と
匂
ふ
が
な
つ
か
し
く
、そ
こ
は
か
と
な
き
か
を
り
な
り
。

橘
に
は
か
は
り
て
を
か
し
け
れ
ば
さ
し
出
で
た
ま
へ
る
に
、
柳
も
い

た
う
し
だ
り
て
、
築
地
も
さ
は
ら
ね
ば
乱
れ
伏
し
た
り
。
見
し
心
地

す
る
木
立
か
な
と
思
す
は
、
は
や
う
こ
の
宮
な
り
け
り
。

（
同
三
四
四
頁
）

世
間
か
ら
孤
絶
し
、
邸
に
は
「
草
蓬
」「
浅
茅
」「
葎
」
が
蔓
延
し
て
い
る
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（
Ｆ
）。「
葎
は
西
東
の
御
門
を
閉
ぢ
籠
め
た
る
ぞ
頼
も
し
け
れ
」
と
い
う

描
写
は
、「
葎
」
が
戸
締
ま
り
に
な
る
点
で
、「
須
磨
」
巻
の
花
散
里
に
対

す
る
源
氏
の
「
葎
」
の
推
測
（
前
掲
）
に
通
じ
る
。
続
く
「
崩
れ
が
ち
な

る
め
ぐ
り
の
垣
」
も
、
花
散
里
邸
の
「
築
地
所
ど
こ
ろ
崩
れ
て
な
む
」
に

重
な
る
。
が
、
末
摘
花
邸
は
、
花
散
里
邸
と
違
っ
て
捨
て
置
か
れ
、
牧
童

が
牛
馬
を
放
つ
始
末
だ
っ
た
。
Ｇ
は
冬
の
様
子
。
積
雪
と
「
蓬
、
葎
」
が

日
光
を
遮
蔽
し
て
い
る
。
Ｆ
も
Ｇ
も
情
景
描
写
で
あ
る
。
比
喩
で
も
卑
下

で
も
な
い
。
翌
年
四
月
、
光
源
氏
は
、
花
散
里
訪
問
の
途
中
、
見
覚
え
の

あ
る
木
立
に
気
づ
く
（
Ｈ
）。「
築
地
」
の
崩
壊
が
描
か
れ
る
が
、
こ
の
物

語
で
「
築
地
」
が
言
及
さ
れ
る
の
は
、
花
散
里
邸
と
こ
の
二
例
だ
け
で
あ

る
。
Ｆ
同
様
、
対
応
の
差
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る（
（1
（

。

　

注
意
し
た
い
の
は
、
末
摘
花
の
困
窮
は
、
庇
護
を
失
っ
た
女
君
に
共
通

し
て
訪
れ
る
運
命
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
主
人
公
の
流
離
に
あ
た
っ
て
、

物
語
は
、
繰
り
返
し
必
死
の
覚
悟
に
触
れ
て
い
る
。
退
居
を
決
意
し
た
あ

と
に
は
、
永
訣
の
不
安
を
抱
き
（
②
須
磨
一
六
二
頁
）、
藤
壺
の
宮
に
決

死
の
思
い
を
吐
露
し
て
い
る
（
同
一
七
九
頁
）。
出
発
の
際
に
は
、「
わ
が

身
か
く
て
は
か
な
き
世
を
別
れ
な
ば
、
い
か
な
る
さ
ま
に
さ
す
ら
へ
た
ま

は
む
」（
同
一
八
五
頁
）
と
、
紫
の
上
の
落
魄
を
危
惧
し
、
明
石
か
ら
も

身
を
案
じ
る
消
息
を
し
て
い
る
（
②
明
石
二
三
六
頁
）。
夢
に
現
れ
た
父

桐
壺
院
に
は
「
今
は
こ
の
渚
に
身
を
や
棄
て
は
べ
り
な
ま
し
」（
同

二
二
九
頁
）
と
弱
音
を
吐
い
て
い
る
。
花
散
里
へ
の
返
歌
（
②
須
磨

一
七
五
頁
）
を
例
外
と
し
て
、
客
死
の
可
能
性
を
常
に
意
識
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
現
実
に
な
れ
ば
、
花
散
里
邸
も
二
条
院
も
荒
廃
し
て
し
ま
う
。

花
散
里
に
は
、
光
源
氏
の
ほ
か
に
頼
り
は
な
く
（
同
一
六
二
頁
）、
万
一

に
は「
い
と
ど
荒
れ
ま
さ
ら
む
ほ
ど
」（
同
一
七
四
頁
）が
思
い
や
ら
れ
る
。

自
邸
の
二
条
院
で
さ
え
、「
見
る
ほ
ど
だ
に
か
か
り
、
ま
し
て
い
か
に
荒

れ
ゆ
か
ん
」（
同
一
七
〇
頁
）
と
案
じ
て
い
る
。
杞
憂
で
は
な
い
。
平
安

京
の
最
高
級
住
宅
街
に
位
置
す
る
二
条
院
も
、
桐
壺
の
更
衣
の
没
後
に
は

荒
廃
し
、「
八
重
葎
」
が
繁
っ
た
（
①
桐
壺
二
七
頁
）。
末
摘
花
邸
の
荒
廃

は
、
主
人
を
失
っ
た
二
条
院
の
姿
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

末
摘
花
の
「
葎
」
の
印
象
は
、
は
る
か
「
玉
鬘
」
巻
に
も
見
出
せ
る
。

そ
の
年
末
、
光
源
氏
は
、
正
月
の
衣
装
を
女
君
の
個
性
に
応
じ
て
調
え
、

配
布
し
て
い
る
が
、
二
条
東
院
の
末
摘
花
に
は
「
柳
の
織
物
の
、
よ
し
あ

る
唐
草
を
乱
れ
織
れ
る
」
を
贈
り
つ
つ
、「
い
と
な
ま
め
き
た
れ
ば
、
人

知
れ
ず
ほ
ほ
笑
ま
れ
た
ま
ふ
」（
③
玉
鬘
一
三
六
頁
）
と
い
う
。「
新
編
全

集
」
頭
注
に
は
「
源
氏
は
故
意
に
末
摘
花
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
立
派
な

も
の
を
贈
り
、
似
合
わ
な
い
の
を
お
か
し
く
思
う
」（
同
頁
注
一
一
）
と

あ
る
が
、
紋
様
の
説
明
が
も
の
足
り
な
い
。「
唐
草
」
は
、「
絡
み
草
」
の

略
で
、「
つ
る
草
が
巻
き
な
が
ら
伸
び
る
形
を
、
図
案
化
し
た
も
の（
（1
（

」
で

あ
る
。「
葎
の
門
」
に
因
む
選
択
と
い
え
よ
う
。
荒
廃
の
象
徴
が
清
新
な
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紋
様
と
し
て
蘇
る
。
光
源
氏
は
、
密
か
な
企
み
ゆ
え
に
人
知
れ
ず
ほ
ほ
笑

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

左
馬
頭
発
言
の
磁
力
は
「
玉
鬘
」
巻
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、「
品
定
め
」
の
直
後
に
展
開
す
る
物
語
に
は
、
よ
り
強
く
働
い
て

い
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　

六
、
空
蟬
の
な
か
の
「
葎
の
門
の
女
」

　

空
蟬
は
、
衛
門
督
兼
中
納
言
の
娘
。
両
親
の
死
後
、
老
齢
の
伊
予
介
の

後
妻
に
な
り
、
先
妻
の
子
紀
伊
守
の
家
に
滞
在
し
て
い
た
。
光
源
氏
は
、

「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
翌
々
日
、
方
違
え
の
た
め
に
訪
れ
た
紀
伊
守
邸
で

出
逢
い
、
結
ば
れ
る
。
執
着
し
、
弟
の
小
君
を
引
き
取
り
、
仲
介
を
さ
せ

る
が
、
空
蟬
は
身
分
を
わ
き
ま
え
、
拒
み
と
お
す
。
周
知
の
物
語
に
「
葎

の
門
の
女
」
の
印
象
は
な
い
。
清
楚
な
紀
伊
守
邸
は
「
葎
の
門
」
と
は
言

え
な
い
し
、
強
情
な
拒
絶
は
「
ら
う
た
げ
」
か
ら
遠
い
。

　

端
緒
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
空
蟬
の
経
歴
で
あ
る
。
光
源
氏
が
目
に

し
た
少
年
た
ち
の
素
姓
を
尋
ね
る
と
、
紀
伊
守
が
小
君
の
境
遇
を
語
っ
て

い
る
。

　
　

�「
こ
れ
は
故
衛
門
督
の
末
の
子
に
て
、
い
と
か
な
し
く
し
は
べ
り
け

る
を
、
幼
き
ほ
ど
に
後お
く

れ
は
べ
り
て
、
姉
な
る
人
の
よ
す
が
に
か
く

て
は
べ
る
な
り
。（
中
略
）」
と
申
す
。（
源
氏
）「
あ
は
れ
の
こ
と
や
。

こ
の
姉
君
や
、
ま
う
と
の
後の
ち

の
親
」、（
守
）「
さ
な
む
は
べ
る
」
と

申
す
に
、（
源
氏
）「
似
げ
な
き
親
を
も
ま
う
け
た
り
け
る
か
な
。
上

に
も
聞
こ
し
め
し
お
き
て
、『
宮み
や
づ
か
へ仕
に
出
だ
し
立
て
む
と
漏
ら
し
奏

せ
し
、
い
か
に
な
り
に
け
む
』
と
い
つ
ぞ
や
も
の
た
ま
は
せ
し
。
世

こ
そ
定
め
な
き
も
の
な
れ
」
と
、
い
と
お
よ
す
け
の
た
ま
ふ
。（
守
）

「
不
意
に
、
か
く
て
も
の
し
は
べ
る
な
り
。
世
の
中
と
い
ふ
も
の
、

さ
の
み
こ
そ
、
今
も
昔
も
定
ま
り
た
る
こ
と
は
べ
ら
ね
。
中な
か

に
つ
い

て
も
、
女
の
宿す

く

世せ

は
い
と
浮
か
び
た
る
な
む
あ
は
れ
に
は
べ
る
」
な

ど
聞
こ
え
さ
す
。（
源
氏
）「
伊
予
介
か
し
づ
く
や
。
君
と
思
ふ
ら
む

な
」、（
守
）「
い
か
が
は
。
私
の
主し
ゅ
う

と
こ
そ
は
思
ひ
て
は
べ
る
め
る

を
、
す
き
ず
き
し
き
こ
と
と
、
な
に
が
し
よ
り
は
じ
め
て
、
う
け
ひ

き
は
べ
ら
ず
な
む
」
と
申
す
。　
　
　
　
　
（
帚
木
①
九
六
～
七
頁
）

幼
く
し
て
父
衛
門
督
（
従
四
位
下
相
当
）
を
亡
く
し
、
姉
が
伊
予
介
の
後

妻
に
な
っ
た
縁
で
こ
こ
に
い
る
と
い
う
。
源
氏
は
、
衛
門
督
の
息
女
に
宮

仕
え
の
話
が
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
り
返
る
。
後
述
に
よ
れ
ば
、
中
納
言
（
従

三
位
相
当
）
も
兼
任
し
て
い
た
（
同
一
〇
五
頁
）。
存
命
で
あ
れ
ば
、
現

実
的
な
話
で
あ
る
。
紀
伊
守
は
経
緯
を
詳
述
し
な
い
が
、「
女
の
宿
世
は
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い
と
浮
か
び
た
る
な
む
あ
は
れ
に
は
べ
る
」「
す
き
ず
き
し
き
こ
と
と
、

な
に
が
し
よ
り
は
じ
め
て
、う
け
ひ
き
は
べ
ら
ず
な
む
」と
い
う
感
想
が
、

推
測
を
可
能
に
す
る
。
伊
予
介
は
、
姫
君
の
困
窮
に
つ
け
込
み
、
歳
の
差

を
顧
み
ず
、
求
婚
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
故
衛
門
督
邸
は
荒
廃
し
、

「
葎
の
門
」
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
男
主
人
の
不
在
は
葎
の
荒

廃
に
直
結
す
る
。
源
氏
も
気
づ
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
続
く
場
面
で
、
光
源
氏
は
空
蟬
を
「
ら
う
た
げ
」
と
感
じ
て

い
る
。
人
々
が
寝
静
ま
っ
た
あ
と
忍
び
入
り
、
自
由
を
奪
う
と
、
視
線
は

取
り
乱
す
女
君
を
捉
え
る
。「
消
え
ま
ど
へ
る
気
色
い
と
心
苦
し
く
ら
う

た
げ
な
れ
ば
、
を
か
し
」（
同
九
九
頁
）。
伊
予
介
が
出
逢
っ
た
と
き
、
空

蟬
は
「
葎
の
門
の
女
」
の
要
件
を
満
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
源
氏
は

遅
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

女
君
の
発
言
か
ら
も
窺
え
る
。
結
ば
れ
た
直
後
、
光
源
氏
の
恨
み
言
に

応
え
て
い
る
。

　
　

�「
い
と
か
く
う
き
身
の
ほ
ど
の
定
ま
ら
ぬ
あ
り
し
な
が
ら
の
身
に
て
、

か
か
る
御
心
ば
へ
を
見
ま
し
か
ば
、
あ
る
ま
じ
き
我
頼
み
に
て
、
見

直
し
た
ま
ふ
後の

ち

瀬せ

を
も
思
ひ
た
ま
へ
慰
め
ま
し
を
、
い
と
か
う
仮か
り

な

る
う
き
寝
の
ほ
ど
を
思
ひ
は
べ
る
に
、
た
ぐ
ひ
な
く
思
う
た
ま
へ
ま

ど
は
る
る
な
り
。
よ
し
、
今
は
見
き
と
な
か
け
そ
」

（
①
帚
木
一
〇
二
頁
）

「
新
編
全
集
」
は
、「
あ
り
し
な
が
ら
の
身
」
に
「
中
納
言
兼
衛
門
督
の
娘

と
し
て
未
婚
で
い
た
時
の
ま
ま
の
」（
注
九
）
と
注
す
る
が
、
重
要
な
の

は
「
未
婚
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
父
が
死
に
零
落
し
た
あ
と
で
も
せ
め

て
結
婚
前
で
あ
っ
た
な
ら
、
と
い
う
扼
腕
が
あ
る
。
源
氏
が
最
初
の
男
性

で
あ
れ
ば
、「
見
直
し
た
ま
ふ
後
瀬
」
―
―
死
後
の
三
瀬
川
で
の
再
会
が

期
待
で
き
る
の
に
、
と
い
う
含
意
が
読
み
と
れ
る（
11
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
再
訪
し
た
源
氏
に
対
す
る
感
慨
の
中
の
「
過
ぎ
に
し
親

の
御
け
は
ひ
と
ま
れ
る
古
里
」
も
、
両
親
の
死
後
「
葎
の
門
」
と
化
し
た

実
家
を
想
定
し
て
い
よ
う
。

　
　

�

心
の
中う
ち

に
は
、
い
と
か
く
品
定
ま
り
ぬ
る
身
の
お
ぼ
え
な
ら
で
、
過

ぎ
に
し
親
の
御
け
は
ひ
と
ま
れ
る
古
里
な
が
ら
、
た
ま
さ
か
に
も
待

ち
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ば
、
を
か
し
う
も
や
あ
ら
ま
し
、
し
ひ
て
思
ひ

知
ら
ぬ
顔
に
見
消
つ
も
、
い
か
に
ほ
ど
知
ら
ぬ
や
う
に
思
す
ら
む
、

と
心
な
が
ら
も
胸
い
た
く
、
さ
す
が
に
思
ひ
乱
る
。
と
て
も
か
く
て

も
、
今
は
言
ふ
か
ひ
な
き
宿
世
な
り
け
れ
ば
、
無む

心じ
ん

に
心
づ
き
な
く

て
や
み
な
む
、
と
思
ひ
は
て
た
り
。　
　
　
　
（
①
帚
木
一
一
一
頁
）
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会
話
文
と
心
中
思
惟
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
空
蟬
の
叶
え
ら
れ
な

い
願
望
が
、
反
実
仮
想
（
二
重
傍
線
部
）
に
よ
っ
て
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

今
と
な
っ
て
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
前
者
の
「
今
は
見
き
と
な
か
け
そ
」

と
後
者
の
「
無
心
に
心
づ
き
な
く
て
や
み
な
む
」
に
は
、
唇
を
噛
む
諦
念

が
読
み
取
れ
る
。
女
君
に
と
っ
て
も
、
光
源
氏
は
遅
れ
て
き
た
青
年
な
の

で
あ
っ
た
。「
ら
う
た
げ
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
。
次
に
空

蟬
を
め
ぐ
っ
て
「
ら
う
た
げ
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
拒
絶
と
い
う
趨
勢

が
見
え
た
あ
と
、
稀
に
届
く
手
紙
の
印
象
で
あ
る
（
①
夕
顔
一
四
六
頁
）。

　

弟
の
小
君
が
、
空
白
を
埋
め
る
存
在
と
し
て
浮
上
す
る
。
源
氏
は
、「
ら

う
た
げ
」に
見
え
た
小
君
を
手
元
に
引
き
取
り（
①
帚
木
一
〇
五
頁
）、「
ら

う
た
し
」
と
感
じ
て
い
る
（
同
一
一
七
頁
、
一
二
九
頁
）。「
ら
う
た
げ
な

ら
む
人
」
の
形
代
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
執
着
は
深
い
。

　

空
蟬
物
語
は
、「
葎
の
門
の
女
」
の
視
点
に
よ
っ
て
、
主
人
公
が
老
受

領
に
先
を
越
さ
れ
た
物
語
と
い
う
側
面
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

七
、
夕
顔
の
な
か
の
「
葎
の
門
の
女
」

　

夕
顔
の
物
語
も
同
断
で
あ
る
。
光
源
氏
が
、
夏
の
夕
暮
れ
に
出
逢
い
、

中
秋
の
頃
、
誘
い
出
し
た
「
な
に
が
し
の
院
」
で
亡
く
な
る
。
旧
稿
で
指

摘
し
た
よ
う
に
、
夕
顔
は
、「
ら
う
た
げ
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

女
性
で
あ
っ
た（
1（
（

。
と
す
れ
ば
、「
葎
の
門
」
が
焦
点
に
な
る
。
た
だ
し
、

五
条
の
宿
に
、
荒
廃
の
印
象
は
な
い
。
源
氏
の
感
懐
「
玉
の
台
も
同
じ
こ

と
な
り
」（
①
夕
顔
一
三
六
頁
）
が
、
引
歌
経
由
で
「
八
重
葎
」
を
想
起

さ
せ（
11
（

、左
馬
頭
発
言
の
影
響
を
匂
わ
せ
る
が
、板
塀
に
這
い
か
か
る
の
は
、

夕
顔
で
あ
っ
て
葎
で
は
な
い
。
代
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
「
な
に
が
し

の
院
」
で
あ
る
。

　

夕
顔
の
「
ら
う
た
げ
」
か
ら
確
認
し
よ
う
。
最
初
の
例
は
「
雨
夜
の
品

定
め
」。
頭
中
将
が
、
失
踪
し
た
内
気
な
女
を
「
こ
の
人
こ
そ
は
と
事
に

ふ
れ
て
思
へ
る
さ
ま
も
ら
う
た
げ
な
り
き
」（
①
帚
木
八
一
頁
）
と
回
想

し
て
い
る
。
次
に
、
惟
光
が
、
探
索
の
結
果
を
「
容
貌
な
む
、
ほ
の
か
な

れ
ど
、
い
と
ら
う
た
げ
に
は
べ
る
」（
①
夕
顔
一
四
九
頁
）
と
報
告
し
て

い
る
。
光
源
氏
は
、
報
告
内
容
か
ら
、
頭
中
将
が
話
し
て
い
た
女
君
で
は

な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
（
同
一
五
〇
頁
）。
直
接
対
面
す
る
前
に
、「
ら

う
た
げ
」
は
夕
顔
の
鍵
語
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
第
三
者

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
主
人
公
は
、
他
者
の
欲
望
を
欲
望
す
る
こ
と

に
な
る
。

　

恋
の
は
じ
ま
り
は
省
略
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
光
源
氏
の
視
点
か
ら
最
初

に
「
ら
う
た
げ
」
と
捉
え
る
の
は
、
夕
顔
邸
で
初
め
て
朝
を
迎
え
、
周
囲

の
生
活
音
を
耳
に
し
た
あ
と
に
な
る
。
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白
き
袷あ
は
せ、
薄
色
の
な
よ
よ
か
な
る
を
重
ね
て
、
は
な
や
か
な
ら

ぬ
姿
い
と
ら
う
た
げ
に
あ
え
か
な
る
心
地
し
て
、
そ
こ
と
と
り
た
て

て
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
も
な
け
れ
ど
、
細
や
か
に
た
を
た
を
と
し
て
、

も
の
う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
あ
な
心
苦
し
と
、
た
だ
い
と
ら
う
た
く

見
ゆ
。
心
ば
み
た
る
方
を
少
し
添
へ
た
ら
ば
と
見
た
ま
ひ
な
が
ら
、

な
ほ
う
ち
と
け
て
見
ま
ほ
し
く
思
さ
る
れ
ば
、「
い
ざ
、
た
だ
こ
の

わ
た
り
近
き
所
に
、
心
や
す
く
て
明
か
さ
む
。
か
く
て
の
み
は
い
と

苦
し
か
り
け
り
」
と
の
た
ま
ヘ
ば
、「
い
か
で
か
。
に
は
か
な
ら
ん
」

と
、
い
と
お
い
ら
か
に
言
ひ
て
ゐ
た
り
。　
　
（
①
夕
顔
一
五
七
頁
）

夕
顔
に
「
い
と
ら
う
た
げ
に
あ
え
か
な
る
心
地
」
を
感
じ
、「
た
だ
い
と

ら
う
た
く
」
見
つ
め
た
あ
と
、「
な
ほ
う
ち
と
け
て
」
見
た
い
と
思
い
、「
こ

の
わ
た
り
近
き
所
」
に
誘
っ
て
い
る
。「
ら
う
た
げ
」
の
印
象
が
「
な
に

が
し
の
院
」
へ
の
勧
誘
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
末
摘
花
」
巻
で
は
、
荒
廃
し
た
末
摘
花
邸
が
「
な
に
が
し
の
院
」
を

想
起
さ
せ
る
（
①
末
摘
花
二
九
一
頁
）。
遡
及
し
て
「
な
に
が
し
の
院
」

が
「
葎
の
門
」
と
同
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
光
源
氏
は
、「
夕

顔
の
宿
」
の
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
を
「
葎
の
門
」
に
連
れ
出
す
こ
と

に
よ
っ
て
、「
葎
の
門
の
女
」
を
顕
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。

到
着
時
の
叙
景
に
は
、「
荒
れ
た
る
門
の
忍
ぶ
草
茂
り
て
見
上
げ
ら
れ
た

る
、
た
と
し
へ
な
く
木
暗
し
」（
①
夕
顔
一
五
九
頁
）
と
あ
る
。「
忍
ぶ
草
」

の
最
初
の
用
例
で
あ
る
。「
須
磨
」
巻
で
は
、「
忍
ぶ
草
」
は
「
葎
」
に
置

き
換
え
ら
れ
る
。
や
は
り
後
方
か
ら
、「
葎
の
門
」
の
印
象
が
も
た
ら
さ

れ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
初
読
で
も
、「
な
に
が
し
の
院
」
の
描
写
の
中
に
、「
葎

の
門
」を
想
起
さ
せ
る
糸
口
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。そ
う
で
な
け
れ
ば
、

「
葎
の
門
の
女
」
の
視
点
は
不
完
全
で
あ
る
。

　

日
が
昇
る
と
、
荒
廃
が
詳
述
さ
れ
る
。

　
　

�

い
と
い
た
く
荒
れ
て
、
人
目
も
な
く
は
る
ば
る
と
見
わ
た
さ
れ
て
、

木
立
い
と
疎
ま
し
く
も
の
古
り
た
り
。
け
近
き
草
木
な
ど
は
こ
と
に

見
ど
こ
ろ
な
く
、み
な
秋
の
野
に
て
、池
も
水み

草く
さ

に
埋う
づ

も
れ
た
れ
ば
、

い
と
け
疎
げ
に
な
り
に
け
る
所
か
な
。　
　
　
（
①
夕
顔
一
六
一
頁
）

「
葎
」
へ
の
言
及
は
な
い
。
が
、
探
索
を
本
文
外
に
向
け
る
と
、『
河
海
抄
』

以
来
、「
な
に
が
し
の
院
」
の
准
拠
と
さ
れ
た
、
源
融
の
「
河
原
院
」
が

浮
上
す
る（
11
（

。
河
原
院
は
、
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
の
源
融
逝
去
以
降
荒
廃

し
て
い
た
。『
古
今
和
歌
集
』
の
紀
貫
之
歌
（
巻
十
六
、
八
五
二
）
を
は

じ
め
と
し
て
、『
安
法
法
師
集
』
二
四
番
歌
や
『
恵
慶
集
』
一
六
八
番
歌

の
詞
書
と
歌
、
源
順
の
「
河
原
院
賦
」（『
本
朝
文
粋
』）
な
ど
に
よ
っ
て
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知
ら
れ
る
。
特
に
元
和
二
年
（
九
七
九
）
の
強
風
が
痛
手
で
あ
っ
た
。「
な

に
が
し
の
院
」
の
描
写
は
河
原
院
の
荒
廃
と
重
な
る（
11
（

。

　

そ
の
な
か
で
、
前
掲
「
荒
れ
た
る
門
の
忍
ぶ
草
茂
り
て
」
に
付
さ
れ
た

『
岷
江
入
楚
』
の
注
釈
が
目
に
と
ま
る
。

　
　

�

河
原
院
の
さ
ま
也　

私
云
拾
遺
第
三
秋
哥
に　

河
原
院
に
て
、
あ
れ

た
る
や
と
に
秋
来
る
と
い
ふ
心
を
人
々
よ
み
侍
け
る
に　

恵
慶
法
師�

や
へ
む
く
ら
し
け
れ
る
や
と
の
さ
ひ
し
き
に
人
こ
そ
み
え
ね
秋
は
き

に
け
り　

此
哥
こ
ゝ
に
は
い
ら
ぬ
事
な
れ
と
事
の
次
に
か
き
の
す
る

者
也（
11
（

中
院
通
勝
は
、
前
掲
恵
慶
歌
（「
八
重
葎
」
例
⑤
）
を
引
い
て
准
拠
関
係

の
傍
証
と
す
る
が
、「
此
哥
こ
ゝ
に
は
い
ら
ぬ
事
な
れ
と
」
と
消
極
的
で

あ
る
。
継
承
す
る
注
釈
も
『
源
注
余
滴（
11
（

』
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
河
原
院
に
「
八
重
葎
」
が
茂
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
河
原

院
と
「
葎
の
門
」
が
等
号
で
結
ば
れ
る
。
し
か
も
、「
八
重
葎
」
か
ら
「
忍

ぶ
草
」
へ
の
変
換
は
、「
し
の
ぶ
」
か
ら
「
葎
」
へ
と
い
う
「
須
磨
」
巻

の
連
想
の
前
例
に
な
る
。
す
ぐ
れ
た
引
歌
の
指
摘
は
本
文
解
釈
の
更
新
を

促
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
手
応
え
を
感
じ
る
。
光
源
氏
は
、
夕
顔

を
「
八
重
葎
茂
れ
る
宿
」
に
誘
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
葎
の
門
の
女
」

の
要
件
を
満
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。『
岷
江
入
楚
』
の
指
摘
は
、
謙

辞
に
反
し
て
慧
眼
な
の
で
あ
っ
た
。

　

光
源
氏
は
、「
葎
の
門
の
女
」
の
獲
得
を
、
倒
錯
的
に
達
成
し
よ
う
と

し
た
こ
と
に
な
る
。
左
馬
頭
の
発
言
が
突
き
動
か
し
て
い
る
。「
末
摘
花
」

巻
の
「
げ
に
心
苦
し
く
ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
を
こ
こ
に
す
ゑ
て
、
う
し
ろ

め
た
う
恋
し
と
思
は
ば
や
」
の
先
蹤
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
夕
空
を
眺
め

な
が
ら
、
夕
顔
を
「
よ
ろ
づ
の
嘆
き
忘
れ
て
す
こ
し
う
ち
と
け
ゆ
く
気
色

い
と
ら
う
た
し
」（
①
夕
顔
一
六
三
頁
）
と
感
じ
て
い
る
。「
な
ほ
う
ち
と

け
て
見
ま
ほ
し
く
思
さ
る
」（
同
一
五
七
頁
）
と
い
う
願
望
を
適
え
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
も
束
の
間
、
女
君
は
物
の
怪
に
襲
わ
れ
て
急
死
す
る
。

　
「
ら
う
た
げ
」
は
、
死
後
の
ほ
う
が
印
象
的
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
亡

骸
を
「
ら
う
た
げ
な
り
」（
同
一
七
二
頁
）、「
い
と
ら
う
た
げ
な
る
さ
ま
」

（
同
一
七
九
頁
）
と
感
じ
る
。
荼
毘
の
あ
と
に
は
、「
ら
う
た
し
」
に
よ
っ

て
偲
ん
で
い
る
（
同
一
八
七
、一
八
八
頁
）。
右
近
も
、
頭
中
将
が
「
い
と

ら
う
た
き
も
の
」（
同
一
八
五
頁
）
に
思
っ
て
い
た
と
回
想
し
て
い
る
。

　

夕
顔
の
物
語
は
、
主
人
公
が
、「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
を
「
葎
の
門
」

に
据
え
よ
う
と
し
て
、
永
遠
に
失
う
物
語
な
の
で
あ
っ
た（
11
（

。
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八
、「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
の
発
見
―
―
若
紫
―
―

　

夕
顔
の
死
後
、
光
源
氏
に
と
っ
て
、
生
涯
に
わ
た
る
「
ら
う
た
げ
な
ら

む
人
」
と
な
る
の
が
紫
の
上
で
あ
る
。
第
一
部
で
は
、「
ら
う
た
し
」
の

派
生
語
二
十
一
例
（
う
ち
「
ら
う
た
げ
」
六
例
）
が
用
い
ら
れ
、
最
も
多

い
。
た
だ
し
、
出
逢
い
の
時
点
で
は
ま
だ
幼
く
、
住
ま
い
は
北
山
の
僧
坊

で
あ
る
。「
葎
の
門
の
女
」
の
印
象
か
ら
遠
い
。

　

し
か
し
、
巻
名
の
「
若
紫
」
は
、「
葎
の
門
の
女
」
の
先
行
類
型
、『
伊

勢
物
語
』
初
段
に
由
来
し
て
い
る（
11
（

。「
北
山
の
か
い
ま
見
」
の
直
後
の
感

想
も
注
目
さ
れ
る
。

　
　

�　

あ
は
れ
な
る
人
を
見
つ
る
か
な
、
か
か
れ
ば
、
こ
の
す
き
者
ど
も

は
、
か
か
る
歩あ
り

き
を
の
み
し
て
、
よ
く
さ
る
ま
じ
き
人
を
も
見
つ
く

る
な
り
け
り
、
た
ま
さ
か
に
立
ち
出
づ
る
だ
に
、
か
く
思
ひ
の
外
な

る
こ
と
を
見
る
よ
、
と
を
か
し
う
思
す
。
さ
て
も
、
い
と
う
つ
く
し

か
り
つ
る
児ち
ご

か
な
、
何
人
な
ら
む
、
か
の
人
の
御
か
は
り
に
、
明
け

暮
れ
の
慰
め
に
も
見
ば
や
、
と
思
ふ
心
深
う
つ
き
ぬ
。（

同
二
〇
九
頁
）

「
こ
の
す
き
者
ど
も
」
は
、
不
特
定
の
存
在
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る（
11
（

が
、

萩
原
広
道
『
源
氏
物
語
評
釈
』
の
「
雨
夜
に
品
定
せ
し
人
々
を
さ
し
て
い

へ
る
也
」
と
す
る
指
摘（
11
（

が
見
逃
せ
な
い
。
左
馬
頭
と
藤
式
部
丞
は
「
世
の

す
き
者
に
て
、
も
の
よ
く
言
ひ
と
ほ
れ
る
」（
①
帚
木
五
八
頁
）
と
紹
介

さ
れ
て
い
た
。「
若
紫
」
巻
以
前
に
「
す
き
者
」
の
用
例
は
二
例
。
も
う

一
例
は
、
夕
顔
の
女
房
た
ち
が
惟
光
を
示
す
例
（
①
夕
顔
一
五
三
頁
）
で

あ
る
。
左
馬
頭
提
言
の
影
響
を
勘
案
す
れ
ば
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
先

達
を
指
す
蓋
然
性
は
高
く
な
る
。「
思
ひ
の
外
」
も
、
左
馬
頭
の
用
い
た

鍵
語（
1（
（

で
あ
り
、「
さ
る
ま
じ
き
人
」
は
「
葎
の
門
の
女
」
の
抽
象
化
と
も

い
え
よ
う
。

　

し
か
も
、
光
源
氏
が
少
女
を
発
見
す
る
く
だ
り
で
、
す
で
に
「
ら
う
た

げ
」
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�　

つ
ら
つ
き
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
眉
の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
、
い

は
け
な
く
か
い
や
り
た
る
額
つ
き
、
髪
ざ
し
い
み
じ
う
う
つ
く
し
。

ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
か
な
、
と
目
と
ま
り
た
ま
ふ
。
さ
る

は
、
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ

れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
、
と
思
ふ
に
も
涙
ぞ
落
つ
る
。

（
①
若
紫
二
〇
七
頁
）
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藤
壺
の
宮
の
面
影
に
気
づ
く
直
前
の
、
第
一
印
象
が
「
い
と
ら
う
た
げ
」

な
の
で
あ
る
。
幼
く
し
て
、「
葎
の
門
の
女
」
の
要
件
の
一
つ
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

欠
け
て
い
る
の
は
「
葎
の
門
」
の
要
素
で
あ
る
。
尼
君
の
僧
坊
に
は
、

「
葎
」
ど
こ
ろ
か
、
荒
廃
の
描
写
も
な
い
。
が
、
荒
廃
の
予
感
へ
と
探
索

の
手
を
伸
ば
す
と
き
、
祖
母
尼
君
の
慨
嘆
が
浮
上
す
る
。
尼
君
は
、
無
邪

気
な
孫
娘
を
前
に
し
て
「
お
の
が
か
く
今
日
明
日
に
お
ぼ
ゆ
る
命
を
ば
何

と
も
思
し
た
ら
で
、」（
①
若
紫
二
〇
七
頁
）、「
た
だ
今
お
の
れ
見
棄
て
た

て
ま
つ
ら
ば
、
い
か
で
世
に
お
は
せ
む
と
す
ら
む
」（
同
二
〇
八
頁
）
と

嘆
く
。自
分
の
死
後
の
困
窮
を
憂
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
こ
か
ら
は
、

「
ら
う
た
げ
」
な
少
女
の
、
落
魄
し
て
「
葎
の
門
の
女
」
に
な
る
可
能
性

が
窺
え
る
。

　

若
紫
物
語
の
発
端
は
、「
葎
の
門
の
女
」
に
な
る
前
の
少
女
を
見
出
し

た
物
語
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
早
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

八
、
む
す
び
―
―
再
び
、
花
散
里
へ
―
―

　

光
源
氏
は
、
左
馬
頭
の
発
言
に
触
発
さ
れ
、「
葎
の
門
の
女
」
と
の
邂

逅
を
追
求
し
た
。
先
行
す
る
昔
物
語
が
、
意
外
な
出
逢
い
の
物
語
の
焼
き

直
し
で
あ
る
の
に
対
し
、
光
源
氏
の
青
春
は
、
熱
望
し
、
固
執
し
、
呪
縛

さ
れ
、
倒
錯
し
、
ず
ら
さ
れ
、
不
首
尾
に
終
わ
る
物
語
で
あ
っ
た
。

　

他
者
の
欲
望
を
欲
望
す
る
と
い
う
、
ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
の
「
三
角
形
的

欲
望
（
模
倣
的
欲
望
）」
が
想
起
さ
れ
る
。
ジ
ラ
ー
ル
は
、
生
理
的
行
為

と
し
て
の
「
欲
求
」
と
社
会
的
な
行
為
と
し
て
の
「
欲
望
」
を
区
別
し
、

後
者
に
お
い
て
は
、
欲
望
の
主
体
は
、
欲
望
の
客
体
を
直
接
的
に
欲
望
す

る
の
で
は
な
く
、
欲
望
の
媒
介
を
模
倣
し
て
い
る
と
い
う（
11
（

。『
源
氏
物
語
』

で
は
、
三
谷
邦
明
氏
が
、
光
源
氏
の
恋
が
桐
壺
帝
を
模
倣
し
て
い
る
可
能

性
を
指
摘
し（
11
（

、
神
田
龍
身
氏
が
、「
宇
治
十
帖
」
に
お
け
る
分
身
の
モ
チ
ー

フ
の
考
察
に
援
用
し
て
い
る（
11
（

。
が
、
む
し
ろ
、「
葎
の
門
の
女
」
に
固
執

す
る
物
語
に
、「
三
角
形
的
欲
望
」
が
典
型
的
に
発
現
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
欲
望
の
主
体
と
し
て
の
光
源
氏
は
、
欲
望
の
客
体
と
し
て
の

女
君
を
直
接
的
に
欲
望
す
る
の
で
は
な
く
、
欲
望
の
媒
介
と
し
て
の
左
馬

頭
の
発
言
を
模
倣
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
変
更
や
修
正
は
で
き
な
い
。「
葎

の
門
の
女
」
を
手
に
入
れ
る
ま
で
、
呪
縛
さ
れ
、
倒
錯
す
る
し
か
な
い
。

固
執
の
淵
源
は
、「
三
角
形
的
欲
望
」
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、

主
体
性
の
不
足
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
人
公
は
、
模
倣

を
つ
う
じ
て
主
体
化
す
る
の
で
あ
る（
11
（

。

　
「
須
磨
」
巻
の
ば
あ
い
は
、
花
散
里
歌
の
「
し
の
ぶ
」
か
ら
「
葎
」
を

連
想
し
、
花
散
里
邸
の
「
葎
の
門
」
化
を
警
戒
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
世

の
す
き
者
」
の
標
的
に
な
る
こ
と
へ
の
懸
念
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
築



國學院雜誌　第 118 巻第 10 号（2017年） ― （（ ―

地
の
修
繕
を
手
配
す
る
。

　

対
象
は
花
散
里
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
光
源
氏

が
客
死
す
れ
ば
、
庇
護
下
の
女
君
に
例
外
な
く
訪
れ
る
運
命
で
あ
る
。
紫

の
上
が
思
い
や
ら
れ
る
。
初
登
場
以
来
、
繰
り
返
し
「
ら
う
た
げ
」
と
表

現
さ
れ
た
。
実
父
兵
部
卿
宮
は
、
源
氏
の
失
脚
を
機
に
冷
淡
な
態
度
に
転

じ
た
（
②
須
磨
一
七
一
～
二
頁
）。
自
分
以
外
の
男
に
と
っ
て
の
「
葎
の

門
の
女
」
に
な
る
。
光
源
氏
の
反
応
に
看
取
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
危

惧
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
つ
づ
く
場
面
の
も
つ
意
味
も
大
き
く
な
る
。

　

朧
月
夜
と
朱
雀
帝
の
様
子
が
語
ら
れ
る
（
同
一
九
六
～
八
頁
）。
朧
月

夜
は
、
参
内
停
止
を
解
か
れ
、
帝
の
寵
愛
を
受
け
な
が
ら
、
源
氏
を
慕
い
、

涙
を
溢
れ
さ
せ
て
い
る
。
帝
は
帝
で
、
朧
月
夜
を
侍
ら
せ
な
が
ら
、
感
情

を
一
方
的
に
吐
露
す
る
。
源
氏
不
在
の
慨
嘆
、
父
院
の
遺
戒
に
背
く
罪
悪

感
、
源
氏
に
対
す
る
悋
気
、
春
宮
の
心
配
等
々
。「
須
磨
」
巻
は
、
源
氏

の
身
辺
の
出
来
事
を
基
調
と
し
、
都
の
情
報
は
第
三
者
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、
兄
帝
の
睦
言
や
朧
月
夜
の
心
中
思
惟
が
、
例

外
的
に
直
接
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
主
人
公
の
危
惧
が
現
実
化
し

た
光
景
で
あ
っ
た
。
紫
の
上
も
花
散
里
も
、
源
氏
が
帰
ら
な
け
れ
ば
、
ほ

か
に
生
活
の
伝
手
を
求
め
る
し
か
な
い
。

　

秋
を
迎
え
た
源
氏
の
詠
嘆
も
、
い
よ
い
よ
心
に
滲
み
る
。

　
　

�　

須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
す
こ
し
遠
け
れ

ど
、
行
平
の
中
納
言
の
、
関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
ん
浦
波
、
夜よ
る

々よ
る

は
げ
に
い
と
近
く
聞
こ
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
か
か

る
所
の
秋
な
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
一
九
八
～
九
頁
）

苛
酷
な
運
命
が
都
の
女
君
を
襲
っ
て
も
、
須
磨
の
源
氏
に
は
何
も
で
き
な

い
。
命
つ
き
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
無
力
感
を
噛
み
締
め
る
と

き
、「
心
づ
く
し
」
や
「
か
か
る
所
」
の
語
句
は
、
配
所
の
秋
と
い
う
以

上
に
切
実
な
響
き
を
奏
で
る
。「
葎
の
門
の
女
」
が
、
自
分
の
不
在
に
よ
っ

て
、
手
の
届
か
な
い
都
で
成
立
す
る
。

　

花
散
里
の
そ
の
後
が
注
視
さ
れ
る
。
源
氏
は
「
葎
の
門
の
女
」
に
出
逢

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
姉
の
麗
景
殿
の
女
御
は
、
す
で
に
「
花
散
里
」

巻
で
「
あ
て
に
ら
う
た
げ
な
り
」（
②
花
散
里
一
五
六
頁
）
と
観
察
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
恋
愛
の
対
象
は
妹
君
の
ほ
う
で
あ
る
。「
ら

う
た
げ
」
も
「
ら
う
た
し
」
も
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

光
源
氏
は
、「
澪
標
」
巻
に
い
た
っ
て
、
帰
京
後
初
め
て
花
散
里
を
訪

ね
る
。

　
　

�　

五さ
み
だ
れ

月
雨
つ
れ
づ
れ
な
る
こ
ろ
、
公
お
ほ
や
け

私
わ
た
く
し

も
の
静
か
な
る
に
、
思

し
お
こ
し
て
渡
り
た
ま
へ
り
。（
中
略
）
年
ご
ろ
に
い
よ
い
よ
荒
れ



― （（ ― 「葎の門」の「らうたげならむ人」

ま
さ
り
、
す
ご
げ
に
て
お
は
す
。
女
御
の
君
に
御
物
語
聞
こ
え
た
ま

ひ
て
、
西
の
妻
戸
に
夜
更
か
し
て
立
ち
寄
り
た
ま
へ
り
。

（
②
澪
標
二
九
七
頁
）

「
荒
れ
ま
さ
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
は
、
姉
女
御
と
の
面
会

の
あ
と
、
妹
君
を
訪
ね
る
。
妹
君
は
、
荒
廃
し
た
自
邸
を
歌
に
詠
む
。

　
　
（
花
散
里
）�

水く
ひ
な鶏

だ
に
お
ど
ろ
か
さ
ず
は
い
か
に
し
て
あ
れ
た
る
宿

に
月
を
入
れ
ま
し

　
　
（
光
源
氏
）�

お
し
な
べ
て
た
た
く
水
鶏
に
お
ど
ろ
か
ば
う
は
の
空
な

る
月
も
こ
そ
入
れ　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
二
九
八
頁
）

「
あ
れ
た
る
宿
」が
、恵
慶
歌
の
詞
書
経
由
で「
葎
の
門
」を
想
起
さ
せ
る
。

「
月
」
は
源
氏
を
指
す
。
逆
に
、
光
源
氏
歌
の
「
う
は
の
空
な
る
月
」
は
、

他
の
求
婚
者
を
指
し
て
い
る
。
こ
と
ば
の
戯
れ
が
、
か
つ
て
の
憂
懼
を
思

い
出
さ
せ
る
。

　

光
源
氏
が
離
京
の
思
い
出
に
触
れ
る
と
、
女
君
は
、
帰
京
後
も
途
絶
え

た
訪
れ
に
拗
ね
る
。

　
　

�「
空
な
な
が
め
そ
」
と
頼
め
き
こ
え
た
ま
ひ
し
を
り
の
こ
と
も
の
た

ま
ひ
出
で
て
、「
な
ど
て
、
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
と
い
み
じ
う
も
の
を
思

ひ
沈
み
け
む
。
う
き
身
か
ら
は
同
じ
嘆
か
し
さ
に
こ
そ
」
と
の
た
ま

へ
る
も
、
お
い
ら
か
に
ら
う
た
げ
な
り
。　
　
（
同
二
九
八
～
九
頁
）

拗
ね
た
様
子
が
、
光
源
氏
に
「
お
い
ら
か
に
ら
う
た
げ
な
り
」
と
感
じ
ら

れ
る
。
花
散
里
が
、
は
じ
め
て
「
ら
う
た
げ
」
と
表
現
さ
れ
た
瞬
間
で
あ

る
。
光
源
氏
は
、
固
執
し
つ
づ
け
た
「
葎
の
門
の
女
」
に
、
つ
い
に
出
逢
っ

た
の
で
あ
る
。

注（1
）�『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
・
頁
は
「
新

編
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）
に
よ
る
。
以
下
「
新
編
全
集
」
と
略
称
す
る
。

（
2
）�

頭
中
将
の
発
言
と
す
る
説
も
あ
る
（「
新
大
系
」
脚
注
）
が
、
石
井
正
己
「
さ
び
し

く
あ
ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
に
、思
ひ
の
ほ
か
に
―
―
昔
物
語
を
追
体
験
す
る
―
―
」

（「
国
文
学
」
第
四
十
五
巻
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）
の
考
証
（
三
五
頁
）
を
支

持
し
、
従
来
説
に
従
う
。

（
（
）�

阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
）
九
六
六

～
九
七
五
頁
。

（
（
）�
大
塚
修
二「
葎
の
門
の
女
の
物
語
―
―
帚
木
巻
か
ら
末
摘
花
巻
ま
で
の
構
成
―
―
」

（「
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
」
第
五
輯
、
一
九
七
四
）
が
、「
葎
の
門
」
の
「
ら

う
た
げ
な
ら
む
人
」
と
い
う
表
現
の
組
み
合
わ
せ
に
留
意
し
て
い
る
。

（
（
）�

大
塚
氏
注
（
（
）
の
論
。
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注
（
2
）
石
井
氏
。
本
稿
の
視
点
に
最
も
近
接
し
た
問
題
意
識
を
展
開
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
よ
り
も
、
先
行
類
型
と
し
て
の
昔
物
語
の

影
響
に
比
重
を
置
い
て
い
る
。

（
（
）�

相
馬
知
奈
「『
源
氏
物
語
』
の
「
門
」
考
―
―
「
葎
の
門
」
を
起
点
と
し
て
―
―
」

（「
聖
心
女
子
大
学
大
学
院
論
集
」
第
二
六
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
四
）。『
源
氏
物
語
』

に
描
か
れ
た
「
門
」
の
場
面
に
注
目
す
る
。
当
該
場
面
が
、
中
の
品
の
女
性
の
邸

宅
か
荒
廃
し
た
邸
宅
に
大
別
で
き
る
た
め
、
必
然
的
に
「
葎
の
門
」
に
も
論
及
し

て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
「
門
」
に
焦
点
を
絞
る
。

（
（
）�

都
基
弘
「『
葎
の
門
』
の
『
つ
れ
づ
れ
』
―
―
柏
木
巻
に
お
け
る
夕
霧
の
変
貌
を

め
ぐ
っ
て
―
―
」（「
古
代
文
学
研
究
（
第
二
次
）」
第
一
四
号
、
二
〇
〇
五
）。「
柏

木
」
巻
を
対
象
に
、「
夕
霧
が
『
懸
想
人
』
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
く
過
程
」
と
し

て
「
葎
の
門
」
に
着
目
し
て
い
る
。
荒
廃
し
た
邸
宅
一
般
を
「
葎
の
門
」
と
捉
え

た
た
め
に
、語
句
の
一
致
に
基
づ
く
引
用
関
係
を
見
通
す
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

（
9
）�

小
町
谷
照
彦
「
源
氏
物
語
歳
時
事
典
」（『
別
冊
国
文
学
・
源
氏
物
語
事
典
』
学
燈

社
、
一
九
八
九
）
一
二
五
頁
。

（
10
）�『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』（
一
九
八
三
）
の
「
葎
」
項
。

（
11
）�

三
代
集
の
引
用
は
、「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
、
以
下
「
新
大
系
」

と
略
称
）
に
よ
る
。
番
号
は
、「
新
編
国
歌
大
観
」
番
号
。『
古
今
和
歌
集
』
は
「
古

今
」
と
略
称
。
以
下
同
様
。

（
12
）�

古
今
、
二
〇
〇
、七
六
九
、
後
撰
、
二
八
八
、一
一
八
七
、一
三
九
三
、
拾
遺
、

四
九
九
。

（
1（
）�

小
町
谷
氏
注
（
9
）
の
事
典
、
一
二
五
頁
。

（
1（
）�『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
の
「
ら
う
た
し
」
項
の
「
語
誌
」
欄
。

（
1（
）�「
新
編
全
集
」
①
六
〇
頁
注
一
一
。「
旧
全
集
」
は
、『
大
和
物
語
』
百
七
十
三
段

を
あ
げ
て
い
な
か
っ
た
。

（
1（
）�

石
井
氏
注
（
2
）
の
論
文
、
三
七
頁
。

（
1（
）�

俊
蔭
の
死
後
の
邸
宅
（『
う
つ
ほ
物
語
』
①
俊
蔭
四
九
、五
一
頁
）。『
源
氏
物
語
』

で
は
、
父
大
納
言
と
桐
壺
の
更
衣
の
死
後
の
二
条
院
（
①
桐
壺
二
七
頁
）
な
ど
。

（
1（
）�

相
馬
氏
注
（
（
）
の
論
文
、
一
九
三
頁
。

（
19
）�『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
の
「
唐
草
」
項
。

（
20
）�

三
瀬
川
の
俗
信
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
三
瀬
川
を
渡
る
時
―
―
『
源
氏
物
語
』
の

浄
土
信
仰
―
―
」（『
源
氏
物
語
こ
と
ば
の
連
環
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
四
）
参
照
。

（
21
）�

塚
原
明
弘
「『
あ
や
し
う
ら
う
た
げ
』
な
る
ひ
と
―
―
「
夕
顔
」
巻
の
二
つ
の
語

脈
―
―
」（『
源
氏
物
語
の
言
語
表
現�

研
究
と
資
料
―
―
古
代
文
学
論
叢
第
十
八

輯
―
―
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
）。「
ら
う
た
げ
」
一
〇
〇
例
を
含
む
「
ら
う

た
し
」
と
そ
の
派
生
語
一
九
〇
例
の
う
ち
、
こ
の
女
性
に
対
し
て
、「
ら
う
た
し
」

六
例
「
ら
う
た
げ
」
五
例
、
計
十
一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
用
例
検
索
に
は
『
源

氏
物
語
大
成
』
索
引
篇
（
中
央
公
論
社
）
と
「
新
大
系
」
の
『
源
氏
物
語
索
引
』

を
利
用
し
た
。

（
22
）�『
河
海
抄
』
以
来
「
な
に
せ
ん
に
た
ま
の
う
て
な
も
八
重
む
ぐ
ら
い
づ
ら
ん
な
か

に
ふ
た
り
こ
そ
ね
め
」（『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
六
、三
八
七
四
）
を
引
く
。『
河
海

抄
紫
明
抄
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
）
二
三
七
頁
。
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』

（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。
引
歌
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
藪
葉
子
「
玉
鬘
の
美
の
表
象
」

（『『
源
氏
物
語
』
引
歌
の
生
成
―
―
『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に

―
―
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
）
参
照
。

（
2（
）�『
河
海
抄
紫
明
抄
』
二
四
五
頁
。

（
2（
）�

河
原
院
の
荒
廃
と
再
興
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、犬
養
廉「
河
原
院
の
歌
人
達
」（「
国

語
と
国
文
学
」
第
四
十
四
巻
十
号
、
一
九
六
七
年
十
月
）、
小
林
茂
美
「『
融
源
氏

の
物
語
』
試
論
」（『
源
氏
物
語
論
序
説
』
桜
楓
社
、
一
九
七
八
）、
増
田
繁
夫
「
河

原
院
哀
史
」（『
源
氏
物
語
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
）
参
照
。

（
2（
）�「
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
」
第
六
巻
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
四
）
二
五
五
頁
。

（
2（
）�

国
書
刊
行
会
（
一
九
〇
六
）
一
〇
〇
頁
。

（
2（
）�
夕
顔
の
行
動
か
ら
帰
納
し
て
、
人
物
像
を
「
ら
う
た
げ
」
と
包
括
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
疑
義
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
櫻
井
清
華
「
性
差
と
階
級
を
め
ぐ
る
幻
想
―
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―
帚
木
・
空
蟬
・
夕
顔
―
―
」（『
関
係
性
の
政
治
学
Ⅰ
―
―
新
時
代
へ
の
源
氏
学

２
―
―
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
）。
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
男
た
ち
の
視

点
か
ら
「
ら
う
た
げ
」
と
評
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。

（
2（
）�

三
谷
邦
明
「
藤
壺
事
件
の
表
現
構
造
―
―
若
紫
巻
の
方
法
あ
る
い
は
〈
前
本
文
〉

と
し
て
の
伊
勢
物
語
―
―
」（『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅱ
』
有
精
堂
、
一
九
八
九
）

一
七
一
頁
。

（
29
）�「
旧
全
集
」
と
「
新
編
全
集
」
は
「
源
氏
の
周
囲
の
色
好
み
の
人
々
」（
旧
全
①

二
八
三
頁
）
と
し
、「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」
は
「
家
来
た
ち
」
と
す
る
。

（
（0
）�「
国
文
註
釈
全
書
」（
國
學
院
大
學
出
版
部
、
一
九
〇
九
）
三
五
〇
頁
。
大
塚
修
二

氏
も
支
持
し
て
い
る
。
大
塚
氏
注
（
４
）
の
論
、
一
四
八
頁
。

（
（1
）�

日
向
一
雅
「『
帚
木
』
三
帖
に
つ
い
て
―
―
物
語
論
と
し
て
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」

の
地
平
―
―
」（『
源
氏
物
語
の
主
題
―
―
「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語
の
構
造

―
―
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
）
一
〇
六
、一
一
九
頁
。

（
（2
）�

ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
『
欲
望
の
現
象
学
―
―
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
の
虚
偽
と
ロ
マ
ネ
ス

ク
の
真
実
―
―
』（
古
田
幸
男
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
）、
特
に
第
一

章
「《
三
角
形
的
》
欲
望
」
参
照
。
三
角
形
と
は
、
主
体
・
媒
介
・
対
象
の
関
係

を
さ
す
。
ジ
ラ
ー
ル
の
三
角
形
的
欲
望
の
理
論
を
日
本
文
学
の
分
析
に
援
用
し
た

も
の
に
、
作
田
啓
一
『
個
人
主
義
の
運
命
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
一
）、
西
永
良

成
『〈
個
人
〉
の
行
方
―
―
ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
と
現
代
社
会
―
―
』（
大
修
館
書
店
、

二
〇
〇
二
）
が
あ
る
。

（
（（
）�

三
谷
邦
明
「
帚
木
三
帖
の
方
法
―
―
〈
時
間
の
循
環
〉
あ
る
い
は
藤
壺
事
件
と
帚

木
三
帖
―
―
」（『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅱ
』
有
精
堂
、
一
九
八
九
）
参
照
。

（
（（
）�

神
田
龍
身「
分
身
、差
異
へ
の
欲
望
―
―『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」―
―
」（『
物

語
文
学
、
そ
の
解
体
―
―
『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」
以
降
―
―
』
有
精
堂
、

一
九
九
二
）
参
照
。

（
（（
）�

若
林
幹
夫『
社
会
学
入
門
一
歩
前
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、二
〇
〇
七
）参
照
。人
は「
模

倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
主
体
化
し
て
ゆ
く
」（
一
四
二
頁
）
と
い
う
。


