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は
じ
め
に

　

須
磨
巻
終
盤
で
は
、
光
源
氏
の
謫
居
を
聞
き
つ
け
、
娘
の
婿
に
迎
え
よ

う
と
す
る
明
石
の
入
道
（
以
下
、「
入
道
」）
の
画
策
が
語
ら
れ
る
。
入
道

は
妻
に
そ
の
こ
と
を
相
談
す
る
が
、
身
分
差
な
ど
を
考
慮
し
て
難
色
を
示

さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
光
源
氏
の
出
自
を
説
き
、
反
論
す
る
。

①
故
母
御
息
所
は
、
お
の
が
を
ぢ
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
大
納
言
の
御

む
す
め
な
り
。
②
い
と
警
策
な
る
名
を
と
り
て
、
宮
仕
に
出
だ
し
た

ま
へ
り
し
に
、
国
王
す
ぐ
れ
て
時
め
か
し
た
ま
ふ
こ
と
並
び
な
か
り

『
源
氏
物
語
』〈
女
系
繁
栄
譚
〉
試
論

─
明
石
の
入
道
と
按
察
大
納
言
の
血
統
観
─

神
原
勇
介

け
る
ほ
ど
に
、
人
の
そ
ね
み
重
く
て
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ど
、
こ
の

君
の
と
ま
り
た
ま
へ
る
い
と
め
で
た
し
か
し
。
女
は
心
高
く
つ
か
ふ

べ
き
も
の
な
り
。
お
の
れ
か
か
る
田
舎
人
な
り
と
て
、
思
し
棄
て
じ
」

な
ど
言
ひ
ゐ
た
り
。 

（
須
磨
②
二
一
一
）

　

傍
線
①
で
は
、
光
源
氏
の
亡
母
桐
壺
更
衣
（
以
下
、「
更
衣
」）
と
、
入

道
自
身
の
親
類
関
係
を
語
る
。
更
衣
の
父
「
按
察
大
納
言
」（
以
下
、「
大

納
言
」）
は
、
入
道
の
「
を
ぢ
」
に
あ
た
る
人
物
だ
と
い
う
。
こ
の
人
物
は
、

桐
壺
巻
時
点
で
故
人
で
あ
り
、
そ
の
名
前
の
み
が
語
ら
れ
て
き
た
。
入
道

一
家
の
こ
と
が
物
語
中
最
初
に
語
ら
れ
た
の
は
若
紫
巻
だ
っ
た
が
、
光
源

氏
と
の
血
縁
が
語
ら
れ
た
の
は
右
が
初
め
て
だ
っ
た
。
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須
磨
・
明
石
巻
以
後
、
明
石
一
族
は
光
源
氏
の
栄
達
と
深
く
関
わ
っ
て

存
在
感
を
増
す
た
め
、
右
の
記
事
は
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
藤
井
貞
和
氏

は
、『
源
氏
物
語
』
第
一
部
に
更
衣
一
家
の
遺
言
実
現
の
物
語
の
側
面
が

あ
る
と
い
う（
１
）、
い
わ
ゆ
る
〈
家
の
遺
志
〉
論
を
提
示
し
た
。
日
向
一
雅
氏

は
さ
ら
に
、
大
納
言
と
入
道
の
父
大
臣
を
兄
弟
と
見
て
、
父
大
臣
の
「
も

の
の
違
ひ
目
」（
若
菜
上
④
一
二
八
）
が
原
因
で
両
家
が
衰
亡
し
た
と
推

察
す
る
。
そ
し
て
、
大
納
言
と
入
道
が
娘
の
入
内
や
結
婚
に
拘
っ
た
理
由

を
、
没
落
し
た
一
族
の
王
権
回
帰
願
望
に
求
め
、
光
源
氏
が
皇
嗣
の
外
戚

で
あ
る
権
勢
家
に
成
長
す
る
こ
と
で
両
者
の
〈
家
の
遺
志
〉
が
達
成
さ
れ

る（
２
）と

い
う
、
作
品
第
一
部
の
骨
格
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
通
説
と
言
っ
て

よ
く（
３
）、

日
向
氏
の
解
釈
を
基
礎
と
し
て
、
物
語
前
史
を
推
定
す
る
試
み
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た（
４
）。

　

し
か
し
、
疑
問
も
あ
る
。
傍
線
①
で
入
道
は
、
大
納
言
を
、「
を
ぢ
」

と
述
べ
る
に
過
ぎ
ず
、
両
者
の
血
縁
に
言
及
す
る
部
分
は
他
に
無
い
。
に

も
拘
ら
ず
、
先
行
論
の
大
部
分
は
、
入
道
の
父
大
臣
と
大
納
言
が
兄
弟
同

士
で
、
密
接
に
連
帯
す
る
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
両
者
の

血
縁
関
係
は
、
物
語
前
史
を
考
え
る
際
に
示
唆
的
で
あ
る
。
特
に
、
共
通

の「
家
門
」の
成
員
か
否
か
は
、〈
家
の
遺
志
〉論
に
と
っ
て
重
要
だ
ろ
う
。

か
つ
、
仮
に
、
そ
の
「
家
門
」
が
何
ら
か
の
事
由
に
よ
り
政
治
的
不
遇
を

託
っ
て
い
た
と
い
う
想
定
が
成
り
立
た
な
い
場
合
、
論
の
立
脚
点
が
霧
消

し
か
ね
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
不
確
定
要
素
は
慎
重
な
検
証
が
必
要

だ
が
、
近
時
、
大
納
言
は
入
道
の
外
戚
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

し（
５
）、

没
落
の
推
定
も
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る（
６
）。

如
上
の
諸
問
題
は
、
作

品
中
に
確
た
る
記
述
が
無
く
、
い
ず
れ
の
立
場
も
推
論
の
域
を
出
な
い
、

と
い
う
の
が
論
証
上
の
限
界
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
事
柄
が
慎

重
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
現
状
は
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考

え
る
。

　

一
方
で
、
両
者
の
血
縁
関
係
に
触
れ
る
点
や
、
明
石
一
族
が
本
格
的
に

物
語
に
参
画
す
る
端
緒
で
あ
る
点
に
鑑
み
て
も
、
右
の
一
節
が
重
要
な
意

義
を
帯
び
る
こ
と
自
体
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
れ
で
は
、
入
道
が
、「
を

ぢ
」
大
納
言
の
遺
言
に
言
及
し
た
の
は
何
故
だ
っ
た
か
。
作
品
形
成
上
、

冒
頭
場
面
の
意
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
、
ま
ず
は
問
う
べ
き

だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
冒
頭
場
面
に
お
け
る
入
道
の
発
言
の
真
意
と
、
大
納
言
の

血
統
観
を
分
析
す
る
。
そ
の
過
程
で
、
物
語
が
進
む
に
従
っ
て
そ
れ
ま
で

言
及
さ
れ
な
か
っ
た
大
納
言
の
近
親
者
が
登
場
す
る
文
脈
の
傾
向
に
着
目

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
冒
頭
場
面
に
お
け
る
入
道
の
発
言
意
図
を
解
き
明

か
し
、
一
作
中
人
物
の
意
図
を
超
え
た
作
品
形
成
上
の
位
相
に
お
け
る
意

義
に
説
き
及
ぶ
。
見
通
し
と
し
て
は
、
大
団
円
の
幕
引
き
と
取
り
得
る
第

一
部
掉
尾
が
、
第
二
部
に
至
っ
て
そ
の
主
題
的
印
象
を
変
化
さ
せ
る
文
脈
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の
仕
掛
け
の
端
緒
と
し
て
、
冒
頭
場
面
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
両
家
が
権
門
「
光
源
氏
家
」
と
し
て
再
生

す
る
と
い
う
〈
家
の
遺
志
〉
論
の
立
場
と
表
裏
を
な
す
〈
女
系
繁
栄
〉
の

主
題
を
、
物
語
全
般
に
亙
っ
て
読
み
取
り
得
る
可
能
性
を
論
じ
る
。

一
、
入
道
の
真
意

　

冒
頭
場
面
の
入
道
の
発
言
は
、
光
源
氏
と
の
血
縁
に
触
れ
る
点
が
注
目

さ
れ
て
き
た
。
明
石
一
族
と
大
納
言
家
が
、
光
源
氏
と
明
石
の
君
の
代
で

結
合
し
、栄
達
に
邁
進
す
る
構
図
が
見
出
さ
れ
る
。ゆ
え
に
、〈
家
の
遺
志
〉

論
の
立
場
を
支
え
る
箇
所
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
。
加
え
て
、
入
道

が
そ
の
同
族
意
識
を
勝
算
に
し
た
と
も
読
み
取
れ
る（
７
）。
た
し
か
に
、
入
道

の
発
言
内
容
は
や
や
唐
突
な
一
方
、
両
者
の
血
縁
関
係
が
示
さ
れ
る
こ
と

で
、
今
後
展
開
し
て
い
く
恋
愛
譚
が
読
者
に
と
っ
て
飲
み
込
み
や
す
く
な

る
。
冒
頭
場
面
に
そ
う
し
た
工
夫
が
あ
っ
た
可
能
性
は
低
く
な
く
、
第
三

節
で
言
及
す
る
。

　

他
方
、
入
道
自
身
の
真
意
は
両
者
の
親
類
関
係
の
強
調
に
あ
っ
た
か
。

傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
彼
の
発
言
に
は
二
つ
の
主
旨
が
含
ま
れ
て
い
る

点
に
注
意
し
た
い
。傍
線
①
で
、更
衣
の
素
姓
に
触
れ
る
の
は
先
述
し
た
。

た
だ
し
、
傍
線
②
で
は
、
更
衣
が
卒
す
る
契
機
の
「
宮
仕
」
に
触
れ
て
い

た
。
帝
寵
深
か
っ
た
更
衣
が
、「
人
の
そ
ね
み
」
で
亡
く
な
る
前
に
光
源

氏
と
い
う
「
い
と
め
で
た
」
い
実
り
を
得
た
。
そ
う
し
た
彼
女
の
生
涯
が

「
女
は
心
高
く
つ
か
ふ
べ
き
」
な
る
入
道
の
信
条
の
好
例
と
し
て
称
揚
さ

れ
る
。
文
脈
は
そ
の
直
後
に
、「
思
し
棄
て
じ
」
と
の
楽
観
に
収
斂
す
る
。

つ
ま
り
、傍
線
①
に
述
べ
ら
れ
る
血
縁
の
件
り
の
他
、「
女
は
心
高
く
」云
々

の
価
値
観
を
開
陳
し
た
傍
線
②
の
内
容
の
両
方
が
、
入
道
の
勝
算
だ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
い
ず
れ
が
肝
要
か
と
言
え
ば
、
発
言
の
厚
み

か
ら
見
て
、
後
者
に
重
点
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
い
と
こ
同
士
、
お
じ
と
姪
、
お
ば
と
甥
と
が
通
婚
す
る
の

が
平
安
貴
族
社
会
で
あ
る
。
光
源
氏
と
明
石
の
君
の
関
係
は
い
と
こ
の
子

同
士
に
過
ぎ
ず
、
取
り
立
て
て
重
視
す
べ
き
近
親
と
は
言
え
ま
い
。
そ
れ

だ
け
を
理
由
に
強
が
る
こ
と
も
出
来
ず
、
そ
の
結
果
出
て
き
た
の
が
傍
線

②
の
話
だ
っ
た
ろ
う
。

　

傍
線
②
が
過
去
の
物
語
展
開
を
踏
ま
え
て
い
た
点
も
重
要
だ
っ
た
。
大

納
言
は
、
更
衣
の
入
内
を
、「
我
亡
く
な
り
ぬ
と
て
、
口
惜
し
う
思
ひ
く

づ
ほ
る
な
」
と
「
遺
言
」
し
た
（
桐
壺
①
三
〇
）。
後
見
不
在
の
無
茶
な

入
内
を
強
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
更
衣
本
人
は
長
逝
し
て
も
、
光
源

氏
の
誕
生
と
い
う
成
果
が
残
っ
た
。
そ
の
軌
跡
は
、
土
着
豪
族
の
身
分
な

が
ら
、
光
源
氏
と
の
縁
を
懇
望
す
る
入
道
父
娘
の
境
涯
と
一
部
重
な
る
。

入
道
が
冒
頭
場
面
で
更
衣
を
「
女
は
心
高
く
」
と
い
う
信
念
を
貫
い
た
先
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蹤
と
す
る
所
以
だ
ろ
う
。
そ
の
更
衣
の
子
で
、「
女
は
心
高
く
」
の
生
き

証
人
た
る
光
源
氏
が
、
同
様
の
境
遇
に
あ
る
明
石
一
家
を
「
思
し
棄
て
」

る
は
ず
が
無
い
。
従
来
、
等
閑
視
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
入

道
の
発
言
の
真
意
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
入
道
本
人
は
、「
を
ぢ
」
大
納
言
と
の
血
縁
を
特
に
重

視
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
あ
ま
つ
さ
え
、
共
通
の
「
家
門
」
に
固

執
し
て
、
光
源
氏
と
娘
の
結
婚
を
強
く
望
ん
だ
、
と
い
う
通
説
に
は
疑
問

が
生
じ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
入
道
と
大
納
言
に
は
、「
女
は
心
高
く
」
云
々
の
他
、

見
逃
し
が
た
い
類
似
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
両
者
と
も
に
、
自
身
を
最

後
に
家
門
が
断
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
。平
安
時
代
中
期
に
は
、中
世
の「
家
」

へ
と
通
じ
る
「
門
流
」
す
な
わ
ち
「
家
門
」・「
家
筋
」
が
派
生
し
始
め
、

こ
れ
ら
は
政
治
的
地
位
の
血
縁
に
よ
る
継
承
が
目
的
だ
っ
た（
８
）。い

き
お
い
、

家
筋
を
継
げ
る
の
は
男
性
に
限
ら
れ
、
女
性
は
継
承
要
員
た
り
得
な
か
っ

た（
９
）。

む
ろ
ん
、
そ
の
女
子
の
生
ん
だ
子
が
、
家
門
の
跡
継
ぎ
に
な
る
道
理

は
な
い
。
一
代
で
も
女
性
を
挟
め
ば
、
血
筋
は
受
け
継
が
れ
て
も
、
家
筋

は
途
絶
す
る
理
屈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
律
令
規
定
に
よ
っ
て
男
系
の

家
門
形
成
を
促
進
し
た
蔭
位
制）

（1
（

か
ら
、
女
性
が
排
除
さ
れ
た）

（（
（

こ
と
の
帰
結

だ
っ
た
。

　
『
源
氏
物
語
』
中
に
も
、「
家
」
や
「
門
」
な
ど
、
家
門
を
表
す
語
の
用

例
が
散
見
さ
れ
る
中
、「
祖
父
─
親
─
子
」
の
三
世
代
に
渡
る
用
例
を
分

析
す
る
と
、「
男
親
の
男
女
子
」
が
「
祖
父
」
の
家
門
の
成
員
に
数
え
ら

れ
る
例
が
認
め
ら
れ
る
一
方）

（1
（

、「
女
親
の
子
」
を
「
祖
父
」
の
家
筋
に
含

め
る
事
例
は
見
出
せ
な
い
。
外
孫
、
す
な
わ
ち
、
女
系
子
孫
を
家
門
の
一

員
に
数
え
な
い
血
統
観
は
、
こ
の
作
品
に
も
基
本
的
に
反
映
し
て
い
る
と

見
て
よ
い
。

　

だ
か
ら
、大
納
言
と
入
道
の
考
え
方
は
特
異
と
言
え
よ
う
。大
納
言
は
、

娘
の
入
内
を
強
行
し
た
結
果
、
外
孫
光
源
氏
が
誕
生
し
た
。
入
道
は
こ
れ

が
大
納
言
の
果
報
だ
っ
た
と
言
う
。
そ
の
入
道
は
、
光
源
氏
と
娘
を
縁
づ

け
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
結
縁
の
結
果
生
ま
れ
た
外
孫
が

皇
室
に
嫁
し
、
曽
孫
の
代
で
天
皇
を
輩
出
す
る
未
来
図
を
念
頭
に
置
く
ゆ

え
で
あ
る
。
娘
を
挟
ん
で
大
納
言
の
血
筋
を
受
け
継
ぐ
光
源
氏
、
入
道
に

と
っ
て
娘
と
孫
娘
の
女
子
二
代
を
挟
ん
だ
皇
子
。
一
族
の
女
性
に
よ
っ
て

血
筋
を
継
承
す
る
子
孫
の
誕
生
に
彼
ら
は
執
着
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
本

稿
で
は
、
父
母
か
ら
女
子
を
経
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
う
し
た
血
筋
の

こ
と
を
、「
女
系
」、
血
を
受
け
た
子
孫
た
ち
の
こ
と
を
「
女
系
子
孫
」
と

称
す
る）

（1
（

。世
間
一
般
の
血
統
観
念
の
中
心
た
る
家
門
の
論
理
か
ら
見
れ
ば
、

女
子
を
経
由
し
て
受
け
継
が
れ
た
は
ず
の
女
系
の
血
は
、「
断
絶
」
と
し

か
捉
え
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
は
あ
え
て
そ
こ
に
重

要
な
血
の
「
継
承
」
を
見
出
し
て
拘
っ
た
。
そ
の
点
に
両
者
の
特
異
な
価
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値
観
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　

彼
ら
は
娘
の
結
婚
へ
の
望
み
を
捨
て
な
か
っ
た
結
果
、
女
系
の
次
世
代

に
お
い
て
、
よ
り
高
貴
な
「
血
筋
」
を
形
成
し
た
。
一
方
、
俗
人
の
男
子

は
お
ら
ず
、
彼
ら
の
男
系
の
「
家
筋
」
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
事

実
は
動
か
し
よ
う
が
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
右
に
見
た
血
統
観
に
照

ら
せ
ば
、
当
然
忌
避
す
べ
き
だ
っ
た
は
ず
だ
ろ
う）

（1
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
冒
頭
場
面
を
見
る
限
り
、
そ
の
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る

風
は
皆
無
で
あ
る
。
大
納
言
が
如
何
な
る
考
え
方
の
持
ち
主
だ
っ
た
か
、

今
の
限
り
で
は
断
定
し
が
た
く
、
後
に
詳
し
く
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
、
少
な
く
と
も
入
道
は
、
家
門
の
断
絶
な
ど
意
に
介
し
て
い
な
い
。

彼
の
子
女
は
明
石
の
君
の
み
だ
が
、
下
向
し
た
播
磨
国
で
「
侮
ら
れ
」、

出
家
し
た
（
若
紫
①
二
〇
二
～
三
）。
こ
れ
で
、
こ
の
一
族
に
は
男
子
の

後
継
が
生
れ
る
可
能
性
が
潰
え）

（1
（

、
家
筋
の
断
絶
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
入
道
は
後
に
、
潔
く
出
家
し
て
、
親
の
顔
に
泥
を
塗
る
こ
と
を
避

け
た
自
身
の
判
断
を
、「
よ
う
思
ひ
放
ち
て
け
り
」
と
（
松
風
②

四
〇
四
）、
肯
定
的
に
振
り
返
る
。
入
道
が
、
家
門
の
断
絶
を
忌
避
し
て

い
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
思
考
に
至
る
こ
と
は
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い）

（1
（

。

　

入
道
は
女
系
繁
栄
を
強
く
志
向
す
る
一
方
、
男
系
の
家
門
に
は
微
塵
の

拘
り
も
持
た
な
か
っ
た
。
そ
の
彼
が
、
自
身
の
先
蹤
と
し
て
、
大
納
言
を

称
揚
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
入
道
の
考
え
で
は
、
大
納
言

も
同
様
の
思
想
の
持
ち
主
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
自
分
た
ち
が
背
負
っ

て
立
つ
家
筋
に
す
ら
執
着
し
な
い
彼
ら
が
、
女
系
子
孫
の
起
こ
し
た
新
た

な
家
門
の
興
隆
に
心
を
砕
く
と
い
う
の
は
奇
妙
な
話
で
あ
る）

（1
（

。

　

こ
の
こ
と
は
、
通
説
が
説
く
よ
う
に
、
入
道
の
父
と
大
納
言
を
兄
弟
と

見
て
も
同
じ
理
屈
だ
っ
た
。
彼
ら
の
目
指
す
所
は
、
男
系
原
理
の
産
物
た

る
家
門
の
論
理
に
は
回
収
し
き
れ
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
強
い
て
そ
れ
に

拘
っ
て
論
じ
る
と
、
両
者
の
滅
び
ゆ
く
「
家
」
を
、「
継
承）

（1
（

」
と
言
う
よ

り
消
化
吸
収
し
て
、
独
り
光
源
氏
の
新
た
な
「
家
」
の
み
が
繁
栄
し
た
、

と
い
う
以
上
の
結
末
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
、
大
納
言

と
入
道
、
各
人
固
有
の
切
願
を
看
過
し
か
ね
な
い
。

　

あ
く
ま
で
「
家
」
を
中
軸
に
分
析
し
た
と
こ
ろ
に
、〈
家
の
遺
志
〉
論

の
限
界
が
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
専
ら
作
品
の
持
つ
男
系
原
理
の
側
面

を
照
射
す
る
こ
の
立
場
と
表
裏
す
る
、
別
の
側
面
に
着
目
し
た
視
座
が
要

請
さ
れ
る
。
必
ず
し
も
「
家
」
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、『
源
氏
物
語
』

を
貫
流
す
る
「
血
筋
」
の
論
理
を
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
な
、
新
た
な
視

座
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
冒
頭
場
面
の
入
道
の
口
吻
に
表
れ
る

特
異
な
血
統
観
を
踏
ま
え
、〈
女
系
繁
栄
〉
と
い
う
切
り
口
が
有
効
な
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
入
道
が
自
分
の
思
想
に
都
合
よ
く
、「
を
ぢ
」

の
事
績
を
曲
解
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
得
た
。
大
納
言
の
真
意
を
詳
ら

か
に
し
た
後
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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二
、
肉
親
か
ら
見
た
大
納
言
の
遺
志

　

作
品
中
、大
納
言
の
主
張
に
言
及
し
た
箇
所
は
、北
の
方
が
語
っ
た「
遺

言
」
程
度
で
あ
る
（
桐
壺
①
三
〇
）。
入
道
の
主
張
の
妥
当
性
を
検
証
す

る
た
め
の
記
事
は
断
片
的
で
心
許
な
い
。

　

し
か
し
、
大
納
言
の
関
連
記
事
を
拾
い
集
め
て
み
る
と
一
つ
の
傾
向
が

見
出
さ
れ
る
。
筋
の
進
行
に
つ
れ
て
、
大
納
言
の
肉
親
で
あ
る
人
物
が
順

次
現
れ
、
新
し
い
情
報
が
開
示
さ
れ
る
文
脈
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
端
緒
は
前
述
の
北
の
方
の
登
場
だ
し
、
賢
木
巻
で
は
、
雲
林
院
の
律

師（
以
下
、「
律
師
」）も
登
場
す
る（
②
一
一
六
）。彼
は
更
衣
の「
兄せ
う
と弟

」、

大
納
言
の
息
子
で
あ
る
。
さ
し
づ
め
、
冒
頭
場
面
の
入
道
登
場
は
、
そ
う

し
た
文
脈
の
総
仕
上
げ
と
言
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

こ
の
語
り
口
は
、
作
品
が
読
者
に
対
し
、
特
定
の
読
解
を
要
請
し
た
痕

跡
で
は
な
い
か
。
大
納
言
の
肉
親
が
順
に
登
場
す
る
こ
と
で
、
不
明
瞭
な

彼
の
人
物
像
が
肉
付
け
さ
れ
る
。
物
語
を
読
み
進
め
る
読
者
は
、
徐
々
に

明
ら
か
に
な
る
情
報
を
、
従
前
の
物
語
内
容
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
組
み

立
て
、
絶
え
ず
解
釈
を
更
新
し
、
大
納
言
に
対
す
る
認
識
を
具
体
化
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
読
者
は
、
大
納
言
周
辺
の
作
中
事
実
に
つ

い
て
、
積
極
的
な
辻
褄
合
わ
せ
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
特
に
重
要
な
の
は
律
師
の
存
在
だ
っ
た
。
こ
の
人
物

は
、
桐
壺
巻
に
は
見
え
ず
、
賢
木
巻
で
、
光
源
氏
の
逗
留
先
と
し
て
登
場

す
る
。
大
納
言
の
北
の
方
か
ら
「
は
か
ば
か
し
う
後
見
思
ふ
人
も
な
」
い

と
語
ら
れ
た
更
衣
に
（
①
三
〇
）、
兄
弟
が
い
た
と
い
う
の
は
唐
突
の
観

が
否
め
な
い
が
、
こ
れ
以
後
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
無
く
、
従
来
、
あ
ま

り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た）

（1
（

。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
事
柄
に
鑑
み
れ
ば
、
軽

視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
の
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
読
者
は
既

存
の
読
解
の
修
正
を
要
求
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

前
節
で
述
べ
た
通
り
、
入
道
の
子
女
は
明
石
の
君
一
人
で
あ
り
、
彼
が

先
蹤
視
す
る
大
納
言
も
、
桐
壺
巻
を
読
む
限
り
更
衣
以
外
に
子
が
い
た
形

跡
は
無
い
。律
師
の
登
場
は
、そ
の
認
識
へ
の
修
正
を
迫
る
も
の
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
大
納
言
に
は
家
筋
の
継
承
要
員
に
も
な
り
得
る
男
子
が
い
た

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
家
や
血
筋
を
視
座
と
す
る
以
上
、
看
過
出
来
な

い
事
実
だ
っ
た
。

　

た
だ
、
こ
の
人
物
は
僧
侶
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
僧
は
家
を
継
が
な
い
。

彼
の
出
家
時
期
を
見
極
め
る
こ
と
無
し
に
、
大
納
言
の
家
門
を
云
々
す
る

こ
と
は
で
き
ま
い
。
律
師
の
出
家
時
期
は
、
大
納
言
の
薨
去
以
前
と
す
る

説）
11
（

と
、大
納
言
の
薨
去
後
か
つ
更
衣
の
入
内
以
前
と
見
る
立
場）

1（
（

が
あ
る
が
、

更
衣
の
入
内
後
と
仮
定
す
る
見
方
は
管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
律
師
を

大
納
言
の
遺
志
と
絡
め
て
論
究
す
る
試
み
も
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
た
し
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か
に
、
先
に
見
た
「
後
見
」
云
々
の
発
言
に
照
ら
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
想

定
に
は
矛
盾
が
な
い
。

　

し
か
し
、
疑
問
も
あ
る
。
専
ら
、
律
師
は
更
衣
の
「
兄
」
と
見
ら
れ
て

い
る
。
入
内
可
能
な
年
齢
の
女
性
の
兄
な
ら
、
そ
れ
な
り
に
官
歴
が
あ
る

は
ず
だ
か
ら
、「
後
見
」不
在
と
評
す
る
の
は
違
和
感
が
あ
る
。と
こ
ろ
が
、

本
文
に
は
、
律
師
は
更
衣
の
「
せ
う
と
」
と
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
語

彙
は
、
年
齢
の
高
下
、
同
腹
・
異
腹
を
問
わ
ず
「
女
性
に
と
っ
て
の
男
の

兄
弟
」
を
指
す
の
が
本
義
だ
ろ
う）

11
（

。『
源
氏
物
語
』
中
で
も
、
玉
鬘
や
（
真

木
柱
③
三
八
一
）、浮
舟
の
異
母
弟
な
ど
は（
手
習
⑥
三
六
八
）、「
せ
う
と
」

と
称
さ
れ
る
か
ら
、
律
師
は
更
衣
の
「
弟
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
た
。

そ
う
仮
定
す
る
と
、更
衣
入
内
時
に
未
だ
年
少
で「
後
見
」た
り
得
な
か
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。
更
衣
の
活
躍
如
何
で
は
、
律
師
が
更
衣
所
生
の
若
宮

の
「
外
戚
と
し
て
権
勢
を
振
る
う
可
能
性）

11
（

」
す
ら
、
十
分
に
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
、
大
納
言
が
自
身
の
死
後
も
娘
の
入
内
を
強
行
し
よ
う

と
し
た
理
由
と
し
て
低
か
ら
ぬ
蓋
然
性
が
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
父
親
の
死
後
、
女
子
の
入
内
話
が
立
ち
消
え
な
か
っ
た
事

例
は
更
衣
に
限
ら
な
い
。
史
実
で
言
え
ば
、
嵯
峨
天
皇
皇
后
と
な
っ
た
橘

嘉
智
子
は
幼
く
し
て
父
清
友
と
死
別
し
た
。
作
品
中
で
は
、
玉
鬘
と
鬚
黒

の
大
君
の
入
内
を
、
父
の
薨
後
に
今
上
帝
が
催
促
す
る
（
竹
河
⑤

六
一
）。
こ
れ
ら
の
事
例
で
、
入
内
を
議
さ
れ
る
女
性
に
兄
弟
が
い
る
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
共
通
点
だ
ろ
う
。
玉
鬘
の
大
君
に
は
同
腹
だ
け
で
も
兄

弟
が
三
人
、
史
実
の
嘉
智
子
に
も
、
異
腹
の
氏
公
が
い
た
。

　

就
中
、
嘉
智
子
と
氏
公
の
例
は
注
目
さ
れ
る
。
氏
公
は
、
承
和
十
一
年

（
８
４
４
）、
外
甥
の
仁
明
天
皇
の
治
世
で
右
大
臣
に
昇
進
し
た
。『
続
日

本
後
紀
』
の
彼
の
薨
伝
に
は
、「
以
太
后
弟
。
歴
此
顕
要
焉）

11
（

」
と
す
ら
見

え
る）

11
（

。
女
子
の
活
躍
が
兄
弟
の
官
途
を
助
け
た
好
例
と
言
え
る
。
玉
鬘
の

大
君
の
例
も
、
母
の
意
向
で
冷
泉
院
に
嫁
す
際
、
兄
の
左
近
中
将
が
今
上

帝
を
憚
り
、「
な
に
が
し
ら
が
身
の
た
め
に
も
あ
ぢ
き
な
く
な
ん
は
べ
る
」

と
母
を
非
難
す
る
（
竹
河
⑤
九
四
）。
こ
れ
も
、
嘉
智
子
姉
弟
の
例
を
裏

返
し
た
格
好
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
女
子
に
と
っ
て
も
、
兄
や
弟
の
存
在
は
心
強
い
。
た
と
え
ば
、

源
雅
信
は
、
娘
の
倫
子
と
同
腹
の
男
子
た
ち
が
、「
御
後
見
ど
も
を
仕
う

ま
つ
ら
」
ず
に
次
々
と
出
家
し
た
こ
と
を
嘆
く
（『
栄
花
物
語
』「
さ
ま
ざ

ま
の
よ
ろ
こ
び
」
①
一
五
四
）。
兄
弟
、
と
り
わ
け
同
母
の
そ
れ
は
、「
後

見
」
を
担
う
存
在
で
も
あ
っ
た）

11
（

。

　

異
腹
の
場
合
は
事
情
が
異
な
る
。『
源
氏
物
語
』
中
で
は
、
今
上
帝
の

女
二
の
宮
が
母
親
を
亡
く
し
て
、
後
見
す
る
外
戚
も
い
な
い
の
を
父
帝
が

心
配
す
る
箇
所
で
、「
大
蔵
卿
、
修
理
大
夫
」
と
い
う
外
舅
の
存
在
が
語

ら
れ
る
。
し
か
し
、
母
藤
壺
女
御
と
「
異
腹
」
の
た
め
（
宿
木
⑤

三
七
五
）、
頼
る
こ
と
も
出
来
な
い
と
い
う
。
異
母
き
ょ
う
だ
い
は
、
助
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け
合
う
義
務
や
責
任
が
無
か
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
し
、
右
記
の
嘉
智
子
と

氏
公
は
異
腹
だ
っ
た
。
ま
た
、
夕
霧
と
明
石
の
姫
君
も
異
腹
だ
が
、
父
光

源
氏
の
意
向
で
、
姫
君
の
幼
少
時
か
ら
共
に
過
ご
す
機
会
が
設
け
ら
れ
た

（
蛍
③
二
一
六
～
七
）。
要
す
る
に
、
両
者
を
仲
介
す
る
父
の
意
図
や
、

反
対
に
父
不
在
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、
協
力
し
合
う
場
合
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

右
の
想
定
は
、
更
衣
と
律
師
に
も
あ
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
大
納
言
は
、

姉
更
衣
の
後
宮
に
お
け
る
活
躍
で
弟
律
師
を
盛
り
立
て
、
そ
れ
に
よ
り
律

師
が
更
衣
の
後
盾
と
し
て
頼
も
し
く
力
を
付
け
て
い
く
と
い
う
、
姉
弟
の

互
助
関
係
の
構
築
を
意
図
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

父
親
と
死
別
し
た
場
合
、貴
顕
の
令
嬢
で
も
、将
来
は
安
泰
で
は
な
い
。

『
栄
花
物
語
』
で
は
、
藤
原
伊
周
の
遺
訓
に
、「
帝
の
御
女
や
、
太
政
大

臣
の
女
と
い
へ
ど
、
み
な
宮
仕
に
出
で
立
ち
ぬ
め
り
」
と
あ
る
（
①

四
四
八
）。
そ
う
で
な
く
と
も
、
上
達
部
の
父
に
死
な
れ
た
結
果
、
老
受

領
の
後
妻
に
身
を
落
と
し
た
空
蝉
な
ど
も
い
る
。
父
大
納
言
の
薨
後
、
更

衣
が
入
内
し
な
か
っ
た
場
合
、
彼
女
の
行
く
末
も
似
た
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
ろ
う
。
親
の
名
誉
や
自
己
の
身
位
を
貶
め
る
く
ら
い
な
ら
、
曲
が
り
な

り
に
も
皇
妃
と
し
て
入
内
し
た
方
が
、
ま
だ
し
も
明
る
い
未
来
が
拓
け
よ

う
。

　

右
の
想
定
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
律
師
の
出
家
が
更
衣
入
内
以
前
と
考

え
る
べ
き
蓋
然
性
は
低
く
な
る
。
入
内
の
時
点
で
は
若
輩
で
、「
後
見
」

は
出
来
な
か
っ
た
が
、
ゆ
く
ゆ
く
姉
の
重
要
な
後
盾
と
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
結
果
的
に
、
そ
う
な
る
以
前
に
更
衣
は
卒
去
し

た
が
、大
納
言
も
娘
の
夭
折
を
想
定
し
た
わ
け
で
は
、ま
さ
か
あ
る
ま
い
。

更
衣
と
律
師
が
異
腹
の
姉
弟
な
ら
、
桐
壺
巻
で
北
の
方
が
律
師
に
触
れ
な

か
っ
た
こ
と
も
、
自
身
の
所
生
子
で
は
な
い
か
ら
だ
と
理
解
出
来
る
よ
う

に
な
る
。

　

律
師
が
俗
世
に
見
切
り
を
付
け
て
出
家
の
途
を
選
ん
だ
の
も
、
更
衣
の

死
が
契
機
だ
ろ
う
。
互
助
関
係
の
一
角
で
あ
る
姉
も
、
父
も
世
に
無
い
と

あ
っ
て
は
、
残
さ
れ
た
男
子
が
立
身
出
来
る
可
能
性
は
限
り
な
く
低
い）

11
（

。

甥
の
若
宮
も
、
更
衣
腹
で
は
登
極
の
見
込
み
は
薄
い）

11
（

。
光
源
氏
は
七
歳
の

年
、「
外
戚
の
寄
せ
な
き
」
と
さ
れ
て
お
り
（
桐
壺
①
四
一
）、
光
源
氏
三

歳
の
年
に
姉
更
衣
の
卒
去
に
当
た
っ
て
出
家
し
た
と
考
え
れ
ば
帳
尻
が
合

う
。

　

そ
う
す
る
と
、
大
納
言
の
家
門
観
は
、
平
安
中
期
の
一
般
的
な
そ
れ
と

大
差
が
な
か
っ
た
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。
女
子
の
入
内
に
よ
っ
て
男
子

の
活
躍
を
促
す
の
で
あ
れ
ば
、
姉
弟
の
協
力
に
よ
っ
て
自
身
亡
き
後
の
家

門
の
維
持
存
続
を
図
る
意
図
を
看
取
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
そ
う
考
え
る
の
は
早
計
だ
ろ
う
。
大
納
言
が
子
の
将
来
に
か

け
る
熱
意
の
程
に
は
、
明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
大
納
言
は
、
更
衣
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の
入
内
を
生
誕
時
か
ら
熱
望
し
、
自
身
の
死
後
も
そ
の
初
志
を
貫
く
よ
う

遺
言
し
た
。
娘
の
身
の
振
り
方
は
、
自
身
が
亡
き
後
の
こ
と
も
含
め
て
強

力
に
管
理
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
息
子
は
出
家
し
た
。
す
な
わ
ち
、
大
納
言
か
ら
受
け
継
い
だ
家

筋
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
藤
原
道
長
は
、
明
子
腹
の
三
男
顕
信
が
出
家

し
た
こ
と
を
深
く
嘆
い
た
（『
栄
花
物
語
』「
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
」
①

五
二
二
）。
庶
子
で
さ
え
そ
う
な
ら
、
ま
し
て
、
家
門
の
存
続
を
左
右
す

る
一
人
息
子
の
出
家
を
簡
単
に
許
可
す
る
親
が
い
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。

娘
の
進
退
は
自
身
の
死
後
の
こ
と
ま
で
意
の
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
た
彼
な

ら
、
息
子
の
前
途
に
も
強
く
執
着
し
て
、
俗
世
に
残
っ
て
家
門
の
延
命
に

努
め
る
よ
う
、
訓
戒
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
そ
の
形
跡
は
無

い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
大
納
言
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
娘
更

衣
の
将
来
の
こ
と
の
み
で
あ
り
、
息
子
の
官
途
や
家
筋
の
存
続
に
は
、
娘

の
後
見
と
い
う
以
上
に
は
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
事
情
を
、
強
く
示
唆
し

て
い
よ
う
。
律
師
の
登
場
が
印
象
付
け
て
い
た
の
は
、
大
納
言
の
家
門
へ

の
執
着
で
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
男
女
両
方
の
子
が
あ
っ
た
彼
が
、
あ

く
ま
で
娘
の
入
内
の
み
に
断
固
た
る
拘
り
を
見
せ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

女
系
へ
の
執
着
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

三
、〈
女
系
繁
栄
〉
に
収
斂
す
る
両
者
の
宿
願

　

た
だ
、
大
納
言
の
拘
り
の
わ
け
は
今
の
と
こ
ろ
説
明
が
つ
か
な
い
。
入

道
の
血
統
観
の
背
景
に
、「
月
日
の
瑞
夢
」
の
裏
付
け
が
あ
っ
た
こ
と
は

再
説
に
及
ぶ
ま
い
。
対
し
て
、
大
納
言
固
有
の
遺
志
の
契
機
と
な
る
と
曖

昧
で
不
可
解
な
印
象
が
否
め
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
大
納
言
の
遺
志
の
完
成
形
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
。

更
衣
臨
終
時
の
「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
」
な
素
振
り
か

ら
（
桐
壺
①
二
三
）、
藤
井
貞
和
氏
は
外
孫
の
登
極
が
遺
志
の
中
核
だ
っ

た
と
説
く）

11
（

。
本
稿
は
大
納
言
の
願
望
を
「
家
の
遺
志
」
と
呼
称
し
て
家
門

の
論
理
に
回
収
す
る
こ
と
に
は
懐
疑
的
だ
が
、
大
納
言
が
娘
に
賭
け
た
想

い
と
い
う
限
り
で
藤
井
氏
の
見
解
は
首
肯
さ
れ
る
と
考
え
る
。
父
は
死
の

間
際
に
娘
の
入
内
を
遺
言
し
、
娘
は
瀕
死
の
床
で
子
の
登
極
を
願
っ
た
。

父
か
ら
娘
、
孫
へ
と
、
皇
位
へ
の
願
い
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
様
を
読
み

取
っ
て
よ
い
。

　

な
ら
ば
、
彼
の
悲
願
は
そ
う
不
可
解
で
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

平
安
初
期
以
来
、天
皇
が
卑
官
の
外
祖
父
を
顕
彰
す
る
こ
と
が
通
例
化
し
、

特
に
太
政
大
臣
の
追
贈
は
天
皇
の
外
戚
の
み
が
浴
す
る
栄
誉
と
な
っ
た）

11
（

。

た
と
え
ば
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
亡
き
俊
蔭
へ
の
中
納
言
追
贈
で
大
団
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円
の
幕
引
き
と
な
る
（『
う
つ
ほ
物
語　

全　

改
訂
版
』（
お
う
ふ
う　

平

成
一
三
年
）
楼
の
上
下　

九
三
八
）。
更
衣
も
三
位
を
追
贈
さ
れ
、
そ
れ

が
人
々
の
不
興
を
買
う
（
桐
壺
①
二
五
）。
死
後
の
顕
彰
が
名
目
だ
け
の

空
疎
な
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
反
応
は
あ
り
え
ま
い
。

　

加
え
て
、
冒
頭
場
面
で
明
か
さ
れ
る
「
按
察
使
」
兼
任
の
地
位
は
重
要

だ
ろ
う
。
浅
尾
広
良
氏
は
大
臣
任
官
を
射
程
に
捉
え
る
地
位
と
説
く）

1（
（

。
そ

う
し
た
設
定
が
こ
の
場
面
で
明
か
さ
れ
る
意
味
は
軽
く
な
い
。
藤
原
道
綱

が
病
を
得
て
、
弟
道
長
に
大
臣
任
官
を
懇
願
し
た
逸
話
が
『
小
右
記
』
に

残
る）

11
（

。
道
綱
も
、「
按
察
大
納
言
」
を
歴
任
し
て
い
た）

11
（

。
む
ろ
ん
、
こ
れ

は
作
品
成
立
よ
り
時
代
が
下
る
が
、
大
臣
任
官
を
狙
え
る
地
位
に
い
な
が

ら
、
命
を
落
と
そ
う
と
す
る
人
間
が
、
高
位
高
官
に
執
着
す
る
の
は
人
情

だ
ろ
う
。
息
子
に
高
位
の
夢
を
託
す
の
は
難
し
い
。
だ
か
ら
、「
生
ま
れ

し
時
よ
り
思
ふ
心
あ
り
」
と
将
来
を
嘱
望
し
て
い
た
娘
に
拘
り
（
桐
壺
①

三
〇
）、
男
系
の
家
筋
に
見
切
り
を
つ
け
た
こ
と
も
、
死
に
際
の
人
間
の

思
考
と
し
て
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
大
納
言
の
遺
志
の
契

機
が
、
冒
頭
場
面
の
入
道
の
発
言
に
よ
り
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
入
道
の
発
言
は
額
面
通
り
受
け
取
れ
な
く
な

る
。
大
納
言
の
願
い
は
、
娘
の
頓
死
、
外
孫
の
臣
籍
降
下
で
叶
わ
ず
終
い

だ
か
ら
で
あ
る
。
更
衣
の
母
北
の
方
が
、「
慰
む
方
な
く
思
し
し
づ
み
て
」

（
桐
壺
①
三
七
）、
失
意
の
う
ち
に
没
し
た
事
実
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に

物
語
る
。
息
子
の
律
師
が
落
魄
の
印
象）

11
（

顕
著
な
雲
林
院
に
い
た
の
も
明
徴

だ
ろ
う
。
大
納
言
の
悲
願
は
、
客
観
的
事
実
と
し
て
も
、
文
脈
上
の
印
象

と
し
て
も
、
完
膚
な
き
ま
で
に
敗
れ
た
と
見
る
外
な
い
。

　

不
可
解
な
点
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
右
の
よ
う
に
、
大
納
言
の
願
い

は
あ
く
ま
で
、
種
々
の
条
件
付
き
の
〈
女
系
〉
重
視
と
言
え
た
。
一
方
、

入
道
は
外
曽
孫
の
代
で
天
皇
輩
出
を
所
期
す
る
。
大
納
言
の
狙
い
よ
り
も

世
代
が
隔
た
る
う
え
に
、
姫
君
が
紫
の
上
の
養
女
と
な
る
こ
と
で
系
譜
上

の
繋
が
り
も
秘
匿
さ
れ
た
。
満
願
の
達
成
を
見
た
と
し
て
、
入
道
が
何
等

か
の
栄
誉
に
浴
す
る
こ
と
は
無
い
。
現
に
、
姫
君
腹
若
宮
の
誕
生
後
に
催

さ
れ
た
住
吉
詣
で
で
は
、「
ま
じ
ら
は
ま
し
も
見
苦
し
く
や
」
と
語
り
手

に
一
蹴
さ
れ
る
（
④
一
七
六
）。
に
も
拘
ら
ず
、
娘
や
そ
の
先
の
子
々
孫
々

の
未
来
を
度
々
気
に
懸
け
て
い
た
（
明
石
②
二
四
五
、
松
風
②
四
〇
五
）。

こ
の
点
も
、
自
身
の
栄
誉
を
志
向
し
た
と
思
し
い
大
納
言
と
は
考
え
方
が

異
な
る
。
そ
う
し
た
差
異
に
目
を
つ
ぶ
り
、
あ
た
か
も
、
大
納
言
が
自
身

と
同
志
を
抱
き
成
功
し
た
先
蹤
か
の
よ
う
に
語
り
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

察
す
る
に
、
こ
れ
は
尼
君
を
説
得
す
る
た
め
の
会
話
の
綾
だ
ろ
う
。
尼

君
は
光
源
氏
と
の
結
婚
に
強
く
反
対
し
て
い
た
（
須
磨
②
二
一
一
）。
ゆ

え
に
、
入
道
は
冒
頭
場
面
直
前
の
「
唐
土
に
も
わ
が
朝
廷
に
も
」
云
々
と

合
わ
せ
て
、
先
例
を
挙
げ
つ
つ
説
得
を
図
る
男
性
官
人
の
論
戦
の
流
儀
を

駆
使
し
た
と
思
し
い
。
説
得
の
種
と
す
る
た
め
、
大
納
言
父
子
に
は
成
功
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例
で
あ
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
右
の
様
な
、
事
実
を
微

妙
に
歪
曲
し
た
語
り
口
が
出
来
し
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
よ
う
な
留
保
付

き
で
読
む
べ
き
箇
所
な
ら
ば
、
物
語
前
史
復
元
の
根
拠
と
し
て
扱
う
の
は

危
険
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
箇
所
の
眼
目
は
、
そ
う
し
た
「
事
実
」
の
提

示
に
は
無
か
っ
た
ろ
う
。

　

た
だ
、
娘
の
結
婚
の
た
め
に
、
入
内
の
末
横
死
し
た
人
物
を
挙
げ
る
の

は
確
実
に
逆
効
果
だ
ろ
う
。
親
類
関
係
だ
け
に
絞
っ
た
方
が
ま
だ
ま
し
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
綻
び
ゆ
え
に
、
こ
の
箇
所
に
は
重
層
的
な
意
味
を
認

め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
場
面
の
弁
舌
の
言

葉
は
、
作
中
人
物
た
る
入
道
本
人
の
意
志
に
よ
っ
て
尼
君
を
説
得
す
る
た

め
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
言
葉
を
借
り
て
作
品
形

成
上
の
位
相
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
箇
所
は
読
者
の
向
後
の
読
解
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
特
定
の
方
向

性
を
示
唆
す
る
た
め
の
文
脈
の
仕
掛
け
と
し
て
捉
え
る
の
が
至
当
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

大
納
言
の
「
遺
志
」
は
疾
う
の
昔
に
頓
挫
し
た
が
、
入
道
だ
け
は
遺
言

が
履
行
さ
れ
た
意
義
を
高
く
評
価
し
た
。
こ
の
評
価
の
違
い
は
、
入
道
自

身
の
経
験
則
か
ら
出
て
い
た
ろ
う
。
彼
は
、
大
臣
の
子
息
か
ら
地
方
豪
族

に
転
落
し
た
が
、
娘
の
「
頼
む
と
こ
ろ
」
は
捨
て
な
か
っ
た
（
明
石
②

二
四
五
）。
常
に
遠
大
な
未
来
図
を
念
頭
に
す
る
彼
か
ら
見
れ
ば
、
外
孫

が
皇
籍
を
外
れ
た
程
度
の
こ
と
は
些
細
な
迂
回
に
過
ぎ
ず
、
決
定
的
な
挫

折
に
見
え
な
か
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

　

そ
う
し
た
考
え
の
も
と
、
入
道
は
彼
自
身
が
今
後
数
世
代
か
け
て
成
就

を
期
す
「
女
は
心
高
く
」、
す
な
わ
ち
〈
女
系
繫
栄
〉
の
願
い
に
引
き
付

け
て
大
納
言
の
遺
志
を
語
っ
た
。
そ
の
場
合
、
大
納
言
の
願
い
も
、
ま
だ

成
就
の
途
上
に
あ
り
、
入
道
の
宿
願
と
足
並
み
を
揃
え
た
〈
女
系
繫
栄
〉

の
願
い
と
し
て
完
遂
が
目
指
さ
れ
る
印
象
が
付
与
さ
れ
よ
う
。
む
ろ
ん
、

そ
れ
は
大
納
言
が
生
前
所
期
し
た
「
遺
志
」
と
は
程
遠
い
が
、
語
り
手
は

他
で
も
な
い
入
道
で
あ
る
。
彼
は
最
初
に
登
場
し
た
若
紫
巻
で
、
そ
の
宿

願
を
嘲
笑
さ
れ
た
（
①
二
〇
四
～
五
）。
と
こ
ろ
が
、
冒
頭
場
面
の
再
登

場
で
、
彼
我
の
身
分
差
等
、
課
題
は
残
る
に
せ
よ
、
彼
の
悲
願
成
就
は
現

実
味
を
大
き
く
増
す
。
そ
の
入
道
の
言
だ
け
に
、
大
納
言
の
「
遺
志
」
の

完
遂
も
、無
視
し
難
い
説
得
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。と
り
も
な
お
さ
ず
、

大
納
言
の
遺
志
の
成
就
は
光
源
氏
の
再
起
も
意
味
す
る
。
た
と
え
宿
願
の

様
相
が
入
道
の
主
観
で
歪
め
ら
れ
て
い
よ
う
と
、
須
磨
に
あ
っ
て
光
源
氏

が
苦
杯
を
舐
め
て
い
る
現
状
で
は
、
こ
の
意
味
は
重
い
。
挙
句
が
、
藤
裏

葉
巻
で
光
源
氏
が
太
上
天
皇
に
准
ぜ
ら
れ
る
起
死
回
生
の
変
則
的
悲
願
達

成
で
あ
る
こ
と
は
（
③
四
五
四
）、
言
わ
ず
も
が
な
だ
ろ
う
。

　

い
わ
ば
、
大
納
言
が
外
孫
に
賭
け
た
思
い
は
、
入
道
に
よ
っ
て
形
を
変

え
ら
れ
、
彼
固
有
の
〈
女
系
繫
栄
〉
の
宿
願
に
糾
合
さ
れ
て
、
再
定
位
さ
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れ
る
に
至
っ
た
。こ
れ
が
冒
頭
場
面
の
重
要
な
側
面
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

入
道
は
、「
を
ぢ
」
大
納
言
の
遺
言
を
説
得
に
利
用
し
た
。
他
方
、
大
納

言
の
宿
願
の
方
も
、よ
り
高
次
の
位
相
に
お
い
て
入
道
の
方
便
に
便
乗
し
、

物
語
の
テ
ー
マ
と
し
て
賦
活
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
大
納
言
も
、
入
道

と
同
様
の
吉
夢
な
り
予
言
を
得
て
い
た
と
指
摘
す
る
把
握）

11
（

も
あ
る
ほ
ど
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
強
固
な
絆
を
看
取
さ
せ
る
仕
掛
け
は
確
か
に
文
脈
上
に

施
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
入
道
の
熱
弁
が
、
物
語
の
曖
昧
な
過
去
を
読

み
変
え
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

な
ら
ば
、実
際
は
手
順
が
逆
で
は
な
か
っ
た
か
。入
道
自
身
の
宿
願
は
、

こ
の
時
点
で
は
全
体
像
が
掴
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
若
紫
巻
で
失
笑
を

買
っ
て
以
来
（
①
二
〇
四
）、
彼
の
真
意
が
語
ら
れ
た
こ
と
は
無
か
っ
た
。

冒
頭
場
面
で
、
流
人
同
然
の
相
手
に
一
人
娘
を
嫁
が
せ
た
が
る
真
意
も
理

解
し
づ
ら
い
。そ
の
こ
と
は
、尼
君
の
大
反
対
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
な
、我
が
身
を
度
外
視
し
て
女
系
子
孫
の
将
来
に
心
を
砕
き
、

住
吉
神
を
異
常
な
熱
心
さ
で
崇
敬
す
る
様
な
ど
が
語
ら
れ
る
の
は
（
明
石

②
二
四
五
）、
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
行
動
原
理
た
る
瑞
夢
の
開
示
も

遥
か
先
の
こ
と
で
あ
る
（
若
菜
上
④
一
一
三
～
一
一
四
）。
し
た
が
っ
て
、

冒
頭
場
面
の
段
階
で
は
、
度
々
全
容
が
示
唆
さ
れ
て
き
た
大
納
言
の
遺
志

の
方
が
む
し
ろ
印
象
深
く
、
入
道
の
異
様
な
企
み
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し

て
、
両
者
が
近
似
の
、
子
孫
に
よ
る
自
己
の
顕
彰
の
宿
願
の
も
と
に
行
動

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
め
て
く
る
。
そ
の
は
ず
が
、
明
石
巻
を
読
み
進

め
る
に
つ
れ
、
大
納
言
の
女
系
重
視
を
一
層
深
化
さ
せ
た
趣
き
の
、
入
道

固
有
の
血
統
観
や
願
い
が
浮
か
び
上
が
る
仕
組
み
だ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
文
脈
展
開
は
、
以
後
展
開
さ
れ
る
光
源
氏
と
明
石
の
君
の
恋

愛
譚
に
話
を
ス
ム
ー
ズ
に
移
す
た
め
の
工
夫
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
後
、
光

源
氏
は
明
石
の
浦
に
移
る
こ
と
さ
え
躊
躇
し
（
二
三
二
～
三
）、
恋
愛
譚

も
し
ば
し
停
滞
す
る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
身
分
格
差
の
あ
る
両

者
の
恋
愛
譚
の
飲
み
込
み
づ
ら
さ
を
物
語
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
入
道
の
異

様
な
企
み
ま
で
加
わ
る
と
、
受
け
入
れ
づ
ら
さ
は
い
や
増
す
。
明
石
巻
で

語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
光
源
氏
と
明
石
一
族
の
邂
逅
は
入
道
の
熱

心
な
信
仰
の
成
果
だ
と
い
う
が（
②
二
四
四
）、冒
頭
場
面
の
説
明
で
は「
吾

子
の
御
宿
世
」
と
の
み
述
べ
ら
れ
る
（
二
一
〇
）。
こ
れ
で
は
如
何
に
も

突
飛
だ
し
、
筋
展
開
上
の
不
自
然
さ
が
露
わ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
外
祖
父

の
遺
志
が
関
わ
る
話
柄
と
し
て
、
光
源
氏
本
人
に
も
当
事
者
性
を
付
与
す

れ
ば
、
ま
だ
し
も
恋
愛
譚
始
発
の
糸
口
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
須
磨

巻
か
ら
明
石
巻
へ
の
進
行
に
は
、
多
少
な
り
唐
突
と
は
い
え
、
如
上
の
工

夫
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

冒
頭
場
面
の
発
言
は
、
頓
挫
し
た
大
納
言
の
悲
願
の
再
始
動
の
た
め
に

必
要
だ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
明
石
一
族
の
物
語
に
と
っ
て
も
、
筋
展
開

形
成
上
の
切
実
な
要
請
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
片
方
だ
け
で
は
突
破
口
を
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見
出
し
づ
ら
い
両
者
の
物
語
は
、
同
類
と
し
て
足
並
を
揃
え
る
こ
と
で
は

じ
め
て
動
き
出
す
こ
と
が
出
来
た
。冒
頭
場
面
の
入
道
の
発
言
の
意
義
は
、

当
面
の
と
こ
ろ
、
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
箇
所
の
意
義

は
そ
れ
に
留
ま
る
ま
い
。
作
品
全
体
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
が
明
ら
か
に

な
る
の
は
、
両
者
の
悲
願
が
成
就
を
見
る
、
藤
裏
葉
巻
の
こ
と
で
あ
る
。

四
、
男
系
と
女
系
の
相
剋
か
ら
見
た
『
源
氏
物
語
』

　

藤
裏
葉
巻
で
は
作
品
第
一
部
の
種
々
の
予
言
が
決
着
す
る
か
、
そ
の
兆

し
を
見
せ
、
そ
れ
ら
予
言
の
数
々
に
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
大
納
言
・
入

道
両
者
の
宿
願
成
就
の
未
来
図
も
包
括
さ
れ
て
い
る
。光
源
氏
に
関
わ
り
、

物
語
展
開
の
形
成
に
寄
与
し
て
き
た
予
言
の
代
表
的
な
も
の
は
次
の
三
点

だ
ろ
う
。

　

①
高
麗
人
の
観
相
（
桐
壺
①
三
九
～
四
〇
）

　

②
「
さ
ま
異
な
る
夢
」
の
夢
解
き
（
若
紫
①
二
三
三
～
四
）

　

③
宿
曜
の
予
言
（
澪
標
②
二
八
五
～
六
）

　

い
ず
れ
も
有
名
な
箇
所
で
あ
る
た
め
本
文
の
引
用
は
割
愛
す
る
。①
は
、

「
帝
王
」
に
な
れ
ば
国
が
乱
れ
る
が
、「
朝
廷
の
か
た
め
」
程
度
の
器
に

は
収
ま
ら
な
い
と
評
し
、
光
源
氏
の
将
来
を
予
示
し
た
も
の
。
②
は
、
当

時
藤
壺
の
宮
が
孕
ん
で
い
た
子
、後
の
冷
泉
帝
の
運
命
を
予
告
す
る
一
方
、

「
違
ひ
目
」
に
よ
る
謹
慎
も
示
唆
す
る
内
容
。
③
は
、
光
源
氏
の
三
人
の

子
ど
も
の
将
来
を
予
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
①
は
桐
壺
巻
に
配
さ
れ
、
光
源
氏
自
身
の
進
退
に
関
わ
る

こ
と
か
ら
、
第
一
部
の
物
語
の
根
幹）

11
（

と
評
さ
れ
る
。
こ
の
観
相
は
、
藤
裏

葉
巻
で
光
源
氏
が
「
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
御
位
」
を
得
て
（
③

四
五
四
）、
完
遂
を
見
る
。
隠
れ
た
実
父
へ
の
譲
位
が
叶
わ
ず
、
冷
泉
帝

が
案
出
し
た
次
善
策
と
言
え
る
（
同
前
）。「
帝
王
」
自
体
に
な
る
こ
と
を

避
け
つ
つ
、
臣
下
の
枠
を
超
越
し
た
存
在
に
、
光
源
氏
を
押
し
上
げ
る
も

の
だ
っ
た
。

　

②
で
示
唆
さ
れ
た
冷
泉
帝
の
即
位
は
、
須
磨
・
明
石
流
謫
の
「
違
ひ
目
」

を
経
て
、
澪
標
巻
で
実
現
す
る
。
③
は
冷
泉
帝
に
関
す
る
部
分
以
外
、
未

完
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
石
の
姫
君
は
東
宮
に
入
内
し
、
後
宮
で
群
を
抜

い
た
威
勢
を
誇
っ
た
旨
が
語
ら
れ
（
③
四
五
二
）、
夕
霧
は
、
長
ら
く
仲

を
裂
か
れ
て
い
た
雲
居
雁
と
正
式
に
夫
婦
と
な
っ
た
こ
と
で
心
強
い
閨
閥

関
係
の
構
築
を
果
た
す
（
③
四
六
四
）。
姫
君
の
立
后
、
夕
霧
の
任
太
政

大
臣
の
未
来
に
も
明
る
い
展
望
が
拓
け
て
い
よ
う
。
①
②
の
予
言
の
完
遂

を
筆
頭
に
、
③
の
予
言
に
至
る
ま
で
、
順
次
、
成
就
の
兆
し
が
見
え
始
め

る
の
が
、
藤
裏
葉
巻
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

右
の
予
言
の
数
々
は
、
異
な
る
時
点
で
物
語
の
文
脈
に
現
れ
、
指
し
示

す
未
来
図
も
違
う
。
し
か
し
、
①
に
占
わ
れ
た
「
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
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御
位
」
は
、
②
③
の
冷
泉
帝
の
実
父
た
る
こ
と
が
前
提
条
件
だ
っ
た
し
、

③
で
立
后
を
予
言
さ
れ
た
姫
君
は
、
②
の
「
違
ひ
目
」
が
な
け
れ
ば
誕
生

し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
姫
君
が
東
宮
の
世
継
を
産
む
こ
と
で
、
一
門
の
将

来
の
総
帥
た
る
夕
霧
の
大
成
を
支
え
、
夕
霧
の
権
勢
が
中
宮
と
な
っ
た
妹

や
、
外
甥
の
治
世
を
力
強
く
補
佐
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
つ
の
予
言
は
、

相
互
に
支
え
合
い
、
実
現
に
む
け
て
邁
進
し
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
関
係

に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
予
言
同
士
の
連
関
の
構
図
自
体
は
物
語

を
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
で
徐
々
に
明
ら
か
と
な
り
、
藤
裏
葉
巻
で
掉
尾

を
迎
え
る）

11
（

。
実
に
巧
妙
な
作
品
の
語
り
口
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

　

光
源
氏
が
「
太
上
天
皇
」
に
准
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
大
納
言
の
遺
志
の
変

則
的
な
成
就
だ
ろ
う
。
姫
君
の
立
后
は
む
ろ
ん
、
入
道
の
野
望
の
実
現
で

あ
る
。
各
人
の
切
望
し
た
未
来
が
、
光
源
氏
一
門
の
繁
栄
に
包
括
さ
れ
て

満
願
成
就
を
迎
え
る
。
そ
の
意
味
で
、『
源
氏
物
語
』
の
第
一
部
は
、
大

納
言
や
入
道
の
〈
家
の
遺
志
〉
が
、
光
源
氏
に
引
き
受
け
ら
れ
て
達
成
さ

れ
て
い
く
過
程
を
語
っ
て
い
た
、
と
見
る
把
握
に
は
、
首
肯
出
来
る
部
分

も
多
い
。

　

し
か
し
、
第
二
部
に
至
っ
て
右
の
よ
う
な
大
団
円
の
印
象
を
覆
す
出
来

事
が
起
こ
る
こ
と
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
す
な
わ
ち
、
若
菜
上
巻
で
入

道
の
手
紙
が
都
に
届
け
ら
れ
る
件
り
、
そ
し
て
、
若
菜
下
巻
で
冷
泉
帝
の

退
位
に
伴
い
、
東
宮
の
即
位
、
姫
君
腹
若
宮
の
立
坊
が
行
わ
れ
る
箇
所
で

あ
る
。

　

入
道
の
手
紙
に
は
、
彼
が
感
得
し
た
「
月
日
の
瑞
夢
」
の
こ
と
が
書
か

れ
て
お
り
（
④
一
一
三
～
四
）、
姫
君
腹
の
若
宮
は
、
そ
の
瑞
夢
に
よ
り
、

明
石
一
族
の〈
女
系
子
孫
〉と
し
て
登
極
す
る
こ
と
が
予
言
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
自
体
、
光
源
氏
に
と
っ
て
も
慶
事
だ
が
、
引
き
換
え
に
、
冷
泉
帝
が

継
嗣
を
残
さ
ぬ
ま
ま
若
菜
下
巻
で
遜
位
す
る（
④
一
六
四
～
六
）。文
脈
上
、

光
源
氏
に
喜
色
は
皆
無
で
あ
り
、
冷
泉
帝
の
退
位
を
残
念
が
る
ば
か
り

だ
っ
た
。
自
身
の
男
系
の
血
筋
を
隠
密
裏
に
受
け
継
ぐ
冷
泉
皇
統
が
樹
立

さ
れ
、
そ
の
皇
祖
と
な
る
展
望）

11
（

が
潰
え
た
一
方
で
、
明
石
の
〈
女
系
子
孫
〉

た
る
若
宮
が
、
皇
位
に
向
け
て
歩
を
進
め
た
こ
と
が
、
悲
嘆
の
理
由
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
光
源
氏
の
男
系
原
理
の
血
統
観
と
、
明
石
一

族
の
〈
女
系
繁
栄
〉
の
価
値
観
の
相
剋
が
潜
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
内
容
は
以
前
に
詳
し
く
論
じ
た
た
め）

11
（

、
述
べ
る
の
は
要
点
の
み
に

留
め
る
。
加
え
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
紛
れ
も
な
く
挫
折
し
た
は
ず
の
大
納

言
の
宿
願
は
、
冒
頭
場
面
に
お
け
る
言
挙
げ
に
よ
り
、
入
道
の
そ
れ
と
同

類
の
〈
女
系
繫
栄
〉
の
悲
願
と
し
て
物
語
の
文
脈
に
賦
活
さ
れ
、
外
孫
が
、

「
太
上
天
皇
」
に
准
ぜ
ら
れ
る
変
則
的
な
成
就
を
見
た
点
を
、
確
認
し
て

お
き
た
い
。
長
い
時
間
と
紆
余
曲
折
を
経
た
末
に
、
死
後
の
顕
彰
を
目
的

と
し
た
「
女
系
重
視
」
か
ら
、
自
身
の
栄
耀
を
度
外
視
し
た
〈
女
系
繫
栄
〉

の
願
い
に
姿
を
変
え
は
し
た
が
、
大
納
言
の
〈
遺
志
〉
も
完
遂
さ
れ
た
と
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見
て
良
い
。
冒
頭
場
面
で
入
道
が
述
べ
た
「
女
は
心
高
く
」
云
々
が
文
字

通
り
実
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

藤
裏
葉
巻
を
見
る
限
り
で
は
、
光
源
氏
を
中
心
に
、
大
納
言
や
入
道
な

ど
の
宿
願
の
帰
趨
は
文
句
の
無
い
幕
引
き
と
見
え
た
。
し
か
し
、
若
菜
上

下
巻
に
至
る
や
、
光
源
氏
固
有
の
男
系
の
夢
は
潰
え
た
一
方
、
女
系
子
孫

の
即
位
を
期
し
た
大
納
言
は
、
そ
の
悲
願
を
変
則
的
に
成
就
さ
せ
た
。
そ

れ
以
上
に
〈
女
系
繫
栄
〉
に
執
着
し
た
入
道
と
も
な
る
と
、
外
孫
の
立
后

と
曽
孫
の
踐
祚
と
い
う
瑞
夢
の
予
示
に
加
え
て
、
二
代
先
ま
で
女
系
天
皇

が
輩
出
さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
た
。
皇
統
関
係
に
限
れ
ば
、
光
源
氏
の
願

い
は
第
二
部
で
も
進
展
は
見
ら
れ
な
い
。
辛
う
じ
て
、
第
三
部
竹
河
巻
で

冷
泉
院
に
男
皇
子
が
生
ま
れ
る
が
、
光
源
氏
亡
き
後
、
残
さ
れ
た
冷
泉
院

は
独
り
、「
お
り
ゐ
た
ま
は
ぬ
世
な
ら
ま
し
か
ば
」
と
、「
い
と
口
惜
し
と

な
ん
思
」
す
以
外
に
仕
様
が
な
か
っ
た
（
⑤
一
〇
四
）。
結
局
、
予
言
以

上
の
実
り
は
望
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
臣
下
の
家
と
し
て
の
光
源
氏
一
門
の
栄
華
は
末
永
く
続
く
見
通

し
だ
っ
た
。
皇
統
に
ま
つ
わ
る
事
柄
こ
そ
女
系
の
後
塵
を
拝
す
る
形
に

な
っ
た
も
の
の
、
夕
霧
以
下
の
男
系
の
家
筋
の
隆
盛
も
重
大
な
問
題
で
は

あ
っ
た
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
彼
に
と
っ
て
は
自
身
の
男
系
皇
統
の
樹
立
こ
そ
が
究
極
の
目

標
だ
っ
た
。
既
に
臣
下
を
超
越
し
た
身
位
を
有
す
る
以
上
、
最
上
流
と
は

い
え
、
臣
下
の
家
筋
の
維
持
存
続
は
自
身
の
縮
小
再
生
産
で
し
か
な
い
。

　

光
源
氏
の
冷
め
た
態
度
は
、
内
孫
の
扱
い
に
顕
著
で
あ
る
。
若
菜
下
巻

で
は
、
姫
君
腹
皇
子
女
を
愛
育
す
る
紫
の
上
を
羨
み
、
花
散
里
が
、
藤
典

侍
所
生
の
夕
霧
の
三
女
を
引
き
取
る
（
④
一
七
八
）。
光
源
氏
は
、
こ
れ

ら
孫
た
ち
を
愛
育
す
る
こ
と
で
、「
つ
れ
づ
れ
を
も
慰
め
」
る
日
々
を
送

る
（
同
上
）。
特
に
、
夕
霧
の
子
女
た
ち
は
内
孫
、
す
な
わ
ち
男
系
子
孫

で
あ
り
、
家
筋
の
盛
衰
を
左
右
す
る
重
要
な
存
在
だ
ろ
う
。
花
散
里
が
引

き
取
っ
た
三
の
君
は
、
ゆ
く
ゆ
く
入
内
す
る
可
能
性
も
高
い
。
現
に
、
匂

兵
部
卿
巻
に
よ
れ
ば
、
生
母
を
問
わ
ず
長
幼
順
に
姉
妹
が
次
々
と
入
内
す

る
の
が
既
定
路
線
だ
っ
た
（
⑤
一
九
）。
数
代
に
亙
る
皇
統
と
の
姻
戚
関

係
を
築
き
上
げ
、
父
夕
霧
に
予
言
さ
れ
て
い
た
太
政
大
臣
就
任
は
も
と
よ

り
、
兄
弟
た
ち
の
立
身
も
左
右
す
る
要
の
一
角
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
、

六
条
院
で
愛
育
さ
れ
た
と
あ
れ
ば
格
別
に
箔
も
付
く
。
三
の
君
は
庶
腹
だ

か
ら
、
実
際
に
は
そ
う
し
た
含
み
も
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
文
脈
を

読
む
限
り
で
は
、
紫
の
上
へ
の
花
散
里
の
羨
望
を
満
た
し
、
光
源
氏
の
無

聊
の
日
々
を
紛
わ
せ
る
た
め
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
権
門

「
源
家
」
の
将
来
を
担
う
は
ず
の
三
の
君
の
重
要
性
が
ほ
と
ん
ど
読
み
取

れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
事
を
と
っ
て
も
、夕
霧
以
降
の
一
門
の
盛
衰
が
、光
源
氏
に
と
っ

て
重
要
性
の
低
い
課
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
彼
の
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胸
裏
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
作
品
全
体
に
お
け
る
主
題
的
な

比
重
の
問
題
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。も
と
よ
り
、宿
曜
の
予
言
で
も
、

兄
妹
二
人
の
遠
大
な
宿
運
に
比
し
て
、
夕
霧
の
行
く
末
は
「
劣
り
」
と
位

置
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
家
筋
の
維
持
は
、
万
人
が
苦
心
す

る
重
要
事
だ
っ
た
に
違
い
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
あ
え
て
「
劣

り
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
重
要
な
骨
格
の
一

つ
た
る
予
言
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
価
値
観
が
、
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
一
部
の
終
焉
と
と
も
に
大
団
円
の
幕
引
き
と
見
え
た
宿
願
の
物
語

は
、
第
二
部
の
始
発
を
契
機
に
そ
の
相
貌
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る
。
こ
れ

は
、
第
一
部
を
読
ん
で
き
た
読
者
の
認
識
を
、
第
二
部
で
覆
す
た
め
の
、

文
脈
に
施
さ
れ
た
仕
掛
け
だ
っ
た
。
こ
れ
が
発
動
す
る
こ
と
で
、
光
源
氏

を
祖
と
す
る
一
門
や
皇
統
の
隆
盛
を
語
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
た
話
が
、

大
納
言
や
明
石
一
族
を
中
心
と
し
た
そ
れ
に
変
貌
す
る
。
同
時
に
、
こ
の

仕
掛
け
は
、
光
源
氏
が
体
現
し
て
い
た
「
男
系
原
理
」
の
物
語
か
ら
、〈
女

系
繁
栄
〉
の
伝
説
へ
と
、
価
値
観
を
転
倒
さ
せ
る
機
構
だ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
冒
頭
場
面
に
お
い
て
、
唐
突
に
も
思
わ
れ
た
入
道
に
よ
る
大
納
言
の

〈
遺
志
〉
の
言
挙
げ
は
物
語
正
篇
に
潜
在
し
た
仕
掛
け
の
端
緒
と
位
置
付

け
ら
れ
る
。
入
道
が
自
身
の
宿
願
に
引
き
付
け
て
大
納
言
の
遺
志
を
語
り

な
し
た
こ
と
で
、〈
女
系
繁
栄
〉
の
テ
ー
マ
は
、
作
品
全
体
の
発
端
た
る

大
納
言
の
遺
言
以
来
、
首
尾
一
貫
し
て
作
品
を
支
え
た
主
題
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
作
品
固
有
の
価
値
観
と
、
男
系
原
理
の
血
統
観

の
齟
齬
の
末
、後
者
が
敗
れ
去
る
過
程
を
、こ
の
作
品
は
一
貫
し
て
物
語
っ

て
い
た
。
冒
頭
場
面
は
、
そ
う
し
た
血
統
観
の
物
語
の
始
発
た
る
点
で
意

義
深
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、第
一
部
末
尾
と
第
二
部
劈
頭
で
、

宿
願
の
物
語
は
一
通
り
清
算
さ
れ
た
。
そ
こ
に
、
若
菜
下
巻
で
、
第
二
部

最
大
の
事
件
た
る
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
が
出
来
す
る
。
こ
の
出
来
事

も
、
男
系
と
女
系
の
相
剋
の
視
座
か
ら
読
み
解
く
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
密
通
事
件
は
、
右
に
見
た
各
人
の
宿
願
の
物
語
と
無
関
係

の
事
柄
で
は
な
い
。

さ
て
も
あ
や
し
や
、
わ
が
世
と
と
も
に
恐
ろ
し
と
思
ひ
し
事
の
報
い
な

め
り
、
こ
の
世
に
て
、
か
く
思
ひ
か
け
ぬ
こ
と
に
む

　

か
は
り
ぬ
れ
ば
、
後
の
世
の
罪
も
す
こ
し
軽
み
な
ん
や
、
と
思
す
。

（
柏
木
④
二
九
九
）

　

右
は
、
密
通
の
末
、
薫
が
誕
生
し
た
際
の
光
源
氏
の
胸
中
で
あ
る
。
傍

線
部
は
、
む
ろ
ん
、
藤
壺
中
宮
と
の
不
義
の
結
果
、
冷
泉
帝
が
生
れ
た
こ

と
を
指
す
。
前
の
御
代
替
り
の
場
面
で
、
光
源
氏
は
、
皇
統
断
絶
を
嘆
息

す
る
傍
ら
、
冷
泉
帝
の
治
世
が
無
事
終
わ
っ
た
こ
と
を
、「
罪
は
隠
れ
て
」
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と
安
堵
し
て
い
た（
若
菜
下
④
一
六
五
）。そ
れ
か
ら
僅
か
一
年
足
ら
ず
で
、

さ
な
が
ら
冷
泉
帝
誕
生
秘
話
の
再
現
た
る
密
通
事
件
が
、
今
度
は
自
身
に

降
り
か
か
る
。
薫
の
出
生
が
光
源
氏
に
と
っ
て
、
自
身
の
「
罪
」
の
「
報

い
」
と
感
じ
ら
れ
て
仕
方
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
に
起
因
し

て
い
た
ろ
う
。
冷
泉
帝
の
治
世
の
終
焉
に
よ
っ
て
、
予
言
通
り
過
不
足
無

く
終
っ
た
と
思
わ
れ
た
光
源
氏
の
宿
願
の
物
語
は
、
そ
の
後
に
手
痛
い
清

算
を
迫
ら
れ
る
展
開
が
待
っ
て
い
た
。

　

密
通
の
当
事
者
の
う
ち
、
柏
木
の
血
統
に
は
注
意
を
要
す
る
。
彼
は
、

内
大
臣
家
の
嫡
男
で
、
藤
氏
本
宗
の
家
門
を
背
負
う
「
期
待
の
星
」
で
あ

る
こ
と
が
、
第
二
部
に
入
っ
て
強
調
さ
れ
る）

11
（

。
た
だ
し
、
柏
木
の
母
北
の

方
は
、
桐
壺
巻
の
右
大
臣
（
以
下
、
便
宜
上
「
旧
右
大
臣
（
家
）」
と
称

す
る
）
の
四
の
君
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
柏
木
は
、
旧
右
大
臣
家
の
〈
女

系
子
孫
〉
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
実
は
、
第
二
部
の
文
脈
は
、
柏
木

を
内
大
臣
家
嫡
流
と
し
て
強
調
す
る
一
方
、
彼
の
母
方
の
血
筋
を
浮
き
彫

り
に
し
て
も
い
た
。女
三
の
宮
を
熱
望
す
る
柏
木
の
た
め
、父
内
大
臣
は
、

北
の
方
を
通
じ
て
そ
の
妹
朧
月
夜
を
頼
り
（
若
菜
上
④
三
七
）、
彼
女
を

寵
愛
し
た
朱
雀
院
に
降
嫁
の
件
を
掛
け
合
っ
て
も
ら
お
う
と
し
た
。
柏
木

と
女
三
の
宮
を
縁
づ
け
る
た
め
に
、
旧
右
大
臣
家
の
人
脈
が
総
動
員
さ
れ

た
格
好
だ
が
、
こ
れ
も
、
柏
木
本
人
が
外
戚
家
の
人
々
か
ら
重
ん
じ
ら
れ

た
事
情
を
示
唆
し
て
い
よ
う）

1（
（

。
朱
雀
朝
の
終
焉
と
と
も
に
、
物
語
の
表
舞

台
か
ら
姿
を
消
し
た
か
に
見
え
た
旧
右
大
臣
家
だ
が
、
第
二
部
の
序
盤
で

は
そ
の
存
在
感
を
取
り
戻
し
始
め
て
い
る
。
柏
木
は
、
旧
右
大
臣
家
の
血

筋
を
女
系
に
お
い
て
継
ぐ
存
在
と
し
て
定
位
さ
れ
た
う
え
で
、
密
通
事
件

に
突
き
進
む
。

　

加
え
て
、
当
事
者
の
も
う
一
方
、
女
三
の
宮
は
朱
雀
院
鍾
愛
の
女
子
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
密
通
事
件
の
当
人
た
ち
は
、
第
一
部
で
光
源
氏
に
敗

北
し
た
勢
力
の
女
子
、
ま
た
は
、〈
女
系
子
孫
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
因
縁
を
持
つ
者
た
ち
が
、
か
つ
て
光
源
氏
自
身
が
犯
し
た
不
義

の
「
罪
」
の
応
報
を
彼
に
突
き
つ
け
る
。
こ
れ
は
、
御
代
替
り
で
男
系
皇

統
へ
の
野
望
が
潰
え
た
の
と
、
ち
ょ
う
ど
入
れ
替
わ
る
形
で
進
展
す
る
こ

と
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
済
ん
だ
話
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
「
罪
」
の
清

算
を
、
さ
な
が
ら
自
身
の
過
ち
の
再
現
と
し
て
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
過
去

に
自
身
の
栄
華
の
踏
み
台
に
し
た
人
々
の
〈
女
系
〉
の
血
に
よ
っ
て
、
迫

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
朱
雀
院
の
「
復
讐）

11
（

」
と
ま
で
言
う
つ
も
り
は
無
い
。

し
か
し
、
男
系
と
女
系
の
血
統
観
の
相
剋
と
い
う
、
作
品
の
論
理
を
看
取

す
る
に
は
、
十
分
示
唆
的
な
系
譜
設
定
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
女
系
の
視

座
か
ら
密
通
事
件
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
光
源
氏
に
と
っ
て
実
に
背
筋
が

寒
く
な
る
因
縁
の
構
図
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
果
て
に
誕
生
し
た
薫
の
将
来
を
、
世
間
で
は
、
二
品
内
親
王
と
い

う
「
心
こ
と
な
る
御
腹
」
の
た
め
に
嘱
望
し
て
い
た
（
柏
木
④
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二
九
九
）。
第
三
部
冒
頭
で
も
、
光
源
氏
亡
き
後
の
子
孫
た
ち
の
評
判
が

語
ら
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
匂
宮
と
並
ん
で
「
き
よ
ら
な
る
御
名
と
り
た
ま
」

う
君
達
と
し
て
名
前
が
挙
が
る
（
匂
兵
部
卿
⑤
一
七
）。
一
方
で
、
本
来

の
嫡
流
、
夕
霧
家
の
男
子
た
ち
は
全
く
相
手
に
さ
れ
な
い
。
た
し
か
に
、

内
親
王
所
生
の
高
貴
さ
は
藤
氏
領
袖
の
令
嬢
を
母
に
持
つ
夕
霧
す
ら
凌

ぐ
。
ゆ
え
に
、
光
源
氏
の
遺
徳
を
辛
う
じ
て
継
承
し
得
る
存
在
と
し
て
言

挙
げ
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
薫
の
声
望
や
華
々
し
い
官
歴
、
女
御
腹
皇
女

を
正
式
に
降
嫁
さ
れ
る
特
別
待
遇）

11
（

は
、
嫡
流
の
そ
れ
と
映
る
。
少
な
く
と

も
、
物
語
中
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
光
源
氏
一
門
を
盛
り
立
て
る
代
表
格

の
座
は
、
夕
霧
一
家
で
は
な
く
薫
に
移
っ
て
い
る
と
見
な
く
て
は
な
る
ま

い
。

　

し
た
が
っ
て
、
光
源
氏
の
男
系
家
門
繁
栄
の
実
態
す
ら
考
え
直
す
必
要

が
あ
ろ
う
。
家
祖
光
源
氏
亡
き
後
、
一
門
の
顔
は
薫
で
あ
り
、
実
際
に
は

光
源
氏
の
血
な
ど
承
け
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
過
去
に
光
源
氏
の

栄
華
の
陰
で
踏
み
台
に
さ
れ
た
者
た
ち
の
女
系
の
血
筋
に
連
な
る
存
在

だ
っ
た
。
最
重
要
の
野
望
た
る
男
系
皇
統
樹
立
は
頓
挫
し
、
残
る
、
男
系

家
門
繁
栄
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
な
課
題
す
ら
、
そ
の
代
表
格
の
座
を

よ
そ
者
の
女
系
の
血
筋
に
よ
っ
て
簒
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

以
上
の
考
察
に
鑑
み
る
に
、
こ
の
作
品
は
、「
家
の
繁
栄
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
「
家
」
中
心
の
価
値
観
の
解
体
を
こ
そ
語
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
世
間
一
般
の
価
値
基
準
と
言
え
る
男
系
原
理
の
血
統
観
と
、

作
品
独
自
の
価
値
観
た
る〈
女
系
繁
栄
〉の
血
脈
意
識
の
衝
突
の
果
て
に
、

前
者
が
敗
れ
去
る
。
そ
う
い
う
筋
書
き
こ
そ
『
源
氏
物
語
』
の
核
心
だ
っ

た
に
相
違
あ
る
ま
い
。

特
に
断
り
の
な
い
限
り
、古
典
作
品
本
文
の
引
用
は
小
学
館「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」

に
よ
り
、
頁
数
等
を
示
し
た
。

（
１
） 「
神
話
の
論
理
と
物
語
の
論
理
」『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
（
定
本
）』（
冬
樹
社　

昭
五
五
）。
阿
部
好
臣
「
明
石
物
語
の
位
置
」『
物
語
文
学
組
成
論
Ⅰ
』（
笠
間
書

院　

平
二
三
）
も
こ
の
方
向
性
で
あ
る
。

（
２
）「
大
納
言
の
遺
言
と
明
石
入
道
の
「
夢
」」『
源
氏
物
語　

東
ア
ジ
ア
文
化
の
受
容

か
ら
創
造
へ
』（
笠
間
書
院　

平
二
四
）。
同
氏
は
、「
光
源
氏
論
へ
の
一
視
点
」『
源

氏
物
語
の
主
題
』（
桜
楓
社　

昭
五
八
）
以
来
、
繰
り
返
し
〈
家
の
遺
志
〉
論
を

説
い
て
き
た
。

（
３
）
坂
本
共
展
「
五
つ
の
大
臣
家
と
明
石
入
道
」『
源
氏
物
語
構
成
論
』（
笠
間
書
院　

平
七
）、
辻
和
良
「
桐
壺
帝
の
〈
姿
〉」『
源
氏
物
語
の
王
権
』（
新
典
社　

平

二
三
）
等
。

（
４
） 

代
表
的
な
も
の
で
は
、
袴
田
光
康
「
雲
林
院
の
律
師
」『
源
氏
物
語
の
史
的
回
路
』

（
お
う
ふ
う　

平
二
一
）、
助
川
幸
逸
郎
「
源
氏
物
語
の
「
呪
わ
れ
た
部
分
」」（『
源

氏
物
語
の
こ
と
ば
と
身
体
』
青
簡
社　

平
二
二
）
等
。

（
５
） 

秋
澤
亙
「『
源
氏
物
語
』
の
名
義
」『
源
氏
物
語
の
准
拠
と
諸
相
』（
お
う
ふ
う　

平
一
九
）

（
６
） 

浅
尾
広
良
「
大
納
言
と
若
紫
巻
」『
源
氏
物
語
の
准
拠
と
系
譜
』（
翰
林
書
房　

平

一
六
）。
拙
稿
「
女
系
繁
栄
譚
と
し
て
の
明
石
一
族
物
語
」（『『
源
氏
物
語
』
明
石

一
族
物
語
論
』
新
典
社　

令
四
）
で
は
、
入
道
一
家
が
政
変
な
ど
で
没
落
し
た
事
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実
は
読
み
取
り
が
た
い
と
論
じ
た
。

（
７
） 

注
２
の
日
向
論
（
平
二
四
）
等

（
８
） 

明
石
一
紀
「
鎌
倉
武
士
の
「
家
」」『
古
代
・
中
世
の
イ
エ
と
女
性
』（
校
倉
書
房　

平
一
八
）

（
９
） 

服
藤
早
苗
「
平
安
時
代
の
氏
─
家
と
女
性
」『
家
成
立
史
の
研
究
』（
校
倉
書
房　

平
三
）

（
10
） 

胡
潔
「
蔭
位
制
に
つ
い
て
」『
律
令
制
度
と
日
本
古
代
の
婚
姻
・
家
族
に
関
す
る

研
究
』（
風
間
書
房　

平
二
八
）

（
11
） 

服
藤「
平
安
前
期
の
貴
族
の
家
と
女
性
」『
平
安
朝
の
家
と
女
性
─
北
政
所
の
成
立
』

（
平
凡
社　

平
九
）

（
12
） 

三
世
代
に
ま
た
が
る
「
家
」
の
用
例
と
し
て
は
、「
致
仕
大
臣
─
内
大
臣
─
弘
徽

殿
女
御
」
ま
で
を
含
む
例
（
少
女
③
三
六
）、「
光
源
氏
─
夕
霧
─
夕
霧
の
男
子
」

ま
で
を
含
む
例
（
若
菜
下
④
二
七
五
）
が
あ
る
。

（
13
） 

タ
ー
ム
の
指
し
示
す
事
象
が
拡
散
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
本
稿
で
は
特
に
、
父

母
に
対
し
て
「
女
子
」
そ
の
も
の
、「
外
孫
の
男
系
子
孫
」
は
、「
女
系
子
孫
」
の

範
囲
に
含
め
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
14
） 

注
３
の
坂
本
論
は
、
女
子
の
血
が
皇
統
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、「
大
臣
家
に
生
ま

れ
た
者
が
男
子
の
方
で
位
を
極
め
る
望
み
を
断
た
れ
た
時
、
理
想
と
し
て
願
う
と

こ
ろ
」
と
す
る
が
、
こ
の
作
品
固
有
の
価
値
観
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
15
） 

坂
本
和
子
「
光
源
氏
の
系
譜
」（「
國
學
院
雑
誌
」
第
七
六
巻
一
二
号　

昭
五
三　

一
二
月
）
は
、「
男
子
の
誕
生
も
得
ら
れ
」
な
か
っ
た
と
説
く
が
、
む
し
ろ
、
入

道
自
身
が
進
ん
で
そ
の
可
能
性
を
断
ち
切
っ
た
の
で
あ
る
。

（
16
） 

名
波
弘
彰
「『
源
氏
物
語
』
と
住
吉
・
八
幡
信
仰
の
伝
承
」（「
文
芸
言
語
研
究　

文
芸
編
」
第
二
二
号　

平
四　

九
月
）
は
、
入
道
の
志
向
を
「
断
絶
へ
の
意
志
」

と
評
す
る
。
男
系
に
関
し
て
は
そ
う
と
も
言
え
よ
う
が
、
女
系
子
孫
の
繁
栄
に
は

執
着
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
17
） 

注
２
の
日
向
論（
平
二
四
）は
、大
納
言
と
入
道
が
、自
家
の「
断
絶
を
代
償
」に
、

「
女
子
を
介
し
て
新
し
い
源
家
の
再
生
に
か
け
た
」
と
説
く
が
、「
代
償
」
と
評

す
る
に
は
未
練
を
残
す
様
子
が
皆
無
で
あ
る
。

（
18
） 

注
３
の
坂
本
論

（
19
） 

小
山
利
彦
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
雲
林
院
と
紫
野
斎
院
」（『
講
座　

平
安
文
学
論

究　

第
十
三
輯
』
風
間
書
房　

平
一
〇
）、
根
本
智
治
「
光
源
氏
の
雲
林
院
籠
り
」

（「
中
古
文
学
」
第
四
四
号　

平
二　

一
一
月
）、
注
４
の
袴
田
論
な
ど
。

（
20
） 

注
２
の
論
、
注
４
の
袴
田
論
な
ど

（
21
） 

田
坂
憲
二
「『
源
氏
物
語
』
の
編
年
体
的
考
察
」『
源
氏
物
語
の
政
治
と
人
間
』（
慶

応
義
塾
大
学
出
版
会　

平
二
九
）

（
22
） 

同
腹
の
兄
弟
を
指
す
、
と
説
く
の
が
一
般
的
だ
が
（
中
田
祝
夫
監
修
『
古
語
大
辞

典
』（
小
学
館　

昭
五
八
）
な
ど
）、
本
稿
で
挙
げ
た
事
例
は
い
ず
れ
も
「
異
腹
の

弟
」
の
確
例
で
あ
る
。

（
23
） 

注
２
の
日
向
論
（
平
二
四
）

（
24
） 

承
和
十
四
年
（
８
４
７
）
十
二
月
十
九
日
条

（
25
） 

実
際
に
は
兄
で
あ
る
。

（
26
） 

注
４
の
袴
田
論
で
は
、
律
師
の
出
家
が
大
納
言
の
意
向
だ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す

る
。

（
27
） 

土
田
直
鎮
「
身
分
と
昇
進
」『（
日
本
の
歴
史
⑤
）
王
朝
の
貴
族
』（
中
央
公
論
新

社　

昭
和
四
八
年
）

（
28
） 

秋
澤
「
中
の
品
の
女
性
た
ち
」（
注
５
前
掲
書
）

（
29
「
ふ
た
た
び
「
桐
壺
の
巻
」
に
つ
い
て
」『
源
氏
物
語
入
門
』（
講
談
社
学
術
文
庫　

平
成
八
年
）

（
30
） 
北
村
有
貴
江
「
贈
官
と
し
て
の
太
政
大
臣
」（「
寧
楽
史
苑
」
第
四
五
号　

平
一
二　

二
月
）

（
31
） 
注
６
の
論

（
32
） 

寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
六
月
十
五
日
条

（
33
） 

長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
に
任
じ
ら
れ
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
に
東
宮
傅
に



國學院雑誌　第 123 巻第６号（2022年） ─ 50 ─

転
じ
て
い
る
（『
公
卿
補
任
』）。

（
34
） 
注
19
の
根
本
論

（
35
） 
伊
井
春
樹
「
桐
壺
更
衣
の
運
命
」『
光
源
氏
の
運
命
物
語
』（
笠
間
書
院　

平

三
〇
）

（
36
） 

日
向
「
光
源
氏
の
王
権
と
「
家
」」『
源
氏
物
語
の
準
拠
と
話
型
』（
至
文
堂　

平

一
一
）

（
37
） 

高
木
和
子
「
三
つ
の
予
言
」『
源
氏
物
語
再
考
』（
岩
波
書
店　

平
二
九
）
は
、
予

言
が
相
貌
を
変
化
さ
せ
つ
つ
、
藤
裏
葉
巻
に
収
斂
し
て
光
源
氏
の
栄
華
の
最
終
的

な
姿
と
し
て
実
現
さ
れ
る
と
説
く
。

（
38
） 

藤
井
「「
宿
世
遠
か
り
け
り
」
考
」（『
源
氏
物
語
の
表
現
と
構
造
』
中
古
文
学
研

究
会
編　

昭
五
四
）
は
、
実
子
を
通
じ
て
光
源
氏
が
「
王
権
を
回
復
し
、
わ
が
手

に
し
た
」
と
説
く
。
冷
泉
帝
を
通
じ
て
皇
統
に
触
れ
る
こ
と
は
格
別
の
重
要
性
を

持
っ
て
い
た
。

（
39
） 

注
６
の
拙
稿

（
40
） 

日
向
「
柏
木
物
語
の
方
法
」（
注
36
前
掲
書
）

（
41
） 

今
井
久
代
「
柏
木
巻
物
語
の
「
身
」
と
「
心
」」『
源
氏
物
語
構
造
論
』（
風
間
書

房　

平
一
三
）
は
、
柏
木
が
「
母
の
愛
子
と
し
て
右
大
臣
家
の
懐
深
く
成
長
し
た
」

と
説
く
。

（
42
） 

三
谷
邦
明
「
病
め
る
朱
雀
院
」（『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
森
一
郎
編　

勉
誠

社　

平
五
）

（
43
） 

今
井
「
皇
女
の
結
婚
」（
注
41
前
掲
書
）


