
三
六

若
き

日

紫
式
部
集
の

み
視
点

原
　
　
田

敦
　
　
子

の
娘
時
代
の
歌
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

は
じ
め
に

　
現
存
『
紫
式
部
集
』
が
紫
式
部
の
自
撰
に
か
か
る
家
集
よ
り
伝
来
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
既
に
諸
家
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
か
で
も
前
半

　
　
　
　
＠

ｍ
ｚ
鯛
の
歌
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
歌
の
脱
落
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
各
系

統
の
善
本
と
目
さ
れ
る
伝
本
の
間
で
歌
序
の
異
同
が
な
く
、
こ
れ
ら
の
諸
本
の

示
す
形
態
と
式
部
自
撰
の
集
の
原
形
と
の
間
に
さ
し
た
る
遜
庭
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
五
十
六
首
は
倒
「
露
し
げ
き
…
」
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
す

べ
て
宮
仕
え
前
の
歌
で
占
め
ら
れ
、
大
筋
に
お
い
て
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い

る
と
見
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
歌
に
よ
っ
て
た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
式
部
の
前
半

生
は
、
Ｈ
父
為
時
に
伴
わ
れ
て
の
越
前
下
向
、
ｏ
藤
原
宣
孝
と
の
結
婚
、
目
宣

孝
と
の
死
別
と
い
う
三
つ
の
大
き
な
節
目
に
よ
り
、
四
期
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
以
下
の
小
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
の
最
も
早
い
時
期
、
即
ち
越
前
下
向
前

　
　
　
　
　
　
Ｈ

　
『
紫
式
部
集
』
の
巻
頭
は
、
『
新
古
今
集
』
、
「
小
倉
百
人
一
首
』
に
採
ら
れ
て

有
名
な
、
幼
友
達
と
の
再
会
の
歌
を
載
せ
る
。

　
　
　
　
早
う
よ
り
、
童
友
だ
ち
な
り
し
人
に
、
年
ご
ろ
経
て
行
き
あ
ひ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
　
　
　
が
、
ほ
の
か
に
て
、
十
月
十
日
の
ほ
ど
、
月
に
き
ほ
ひ
て
帰
り
に
け

　
　
　
　
れ
ば

　
ｃ
じ
　
め
ぐ
り
あ
ひ
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
に
雲
隠
れ
に
し
夜
半
の
月

　
　
　
影

再
会
の
喜
ぴ
も
束
の
間
、
友
は
入
る
月
と
競
う
よ
う
に
忽
々
に
帰
っ
て
し
ま
っ

た
。
詞
書
の
「
十
月
十
日
」
は
、
『
新
古
今
集
』
に
あ
る
よ
う
に
「
七
月
十
日
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
す
る
の
が
よ
い
。
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
友
は
式
部
と
同
様
受
領
層
の
娘



な
の
で
あ
ろ
う
。
久
々
の
対
面
は
余
り
に
も
短
か
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
に
続
く

第
二
首
は
、
早
く
も
こ
の
友
と
の
別
離
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
そ
の
人
、
と
ほ
き
と
こ
ろ
へ
い
く
な
り
け
り
。
秋
の
果
っ
る
日
来
た

　
　
　
　
る
あ
か
つ
き
、
虫
の
声
あ
は
れ
な
り
。

　
側
　
鳴
き
よ
わ
る
ま
が
き
の
虫
も
と
め
が
た
き
秋
の
わ
か
れ
や
悲
し
か
る
ら

　
　
　
む

こ
の
友
は
任
国
へ
赴
任
す
る
家
族
に
伴
わ
れ
て
地
方
へ
下
る
の
で
あ
ろ
う
。
秋

と
の
別
れ
と
友
と
の
別
れ
、
詞
書
と
歌
は
景
情
一
致
し
た
趣
を
盛
り
あ
げ
て
い

る
が
、
そ
の
別
離
の
悲
哀
は
、
第
一
首
に
本
当
に
は
か
な
か
っ
た
再
会
を
詠
ん

だ
歌
を
置
く
こ
と
に
ょ
り
、
一
層
高
め
ら
れ
て
い
る
。
家
集
の
開
巻
野
頭
に
別

離
の
歌
を
置
く
こ
と
か
ら
し
て
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
存
定

家
本
系
の
諸
本
が
式
部
晩
年
に
お
け
る
親
友
と
の
死
別
の
歌
で
終
わ
っ
て
い
る

こ
と
と
照
応
し
て
、
「
生
者
必
滅
、
会
者
定
離
」
を
人
生
を
貫
く
常
理
で
あ
る

と
す
る
、
式
部
の
人
生
観
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

続
く
側
レ
Ｕ
旧
は
別
離
の
歌
で
は
な
い
。

　
　
　
　
「
箏
の
琴
し
ば
し
」
と
い
ひ
た
り
け
る
人
、
　
「
ま
ゐ
り
て
、
御
手
よ

　
　
　
　
り
得
む
」
と
あ
る
返
事
に

　
側
　
露
し
げ
き
蓬
が
中
の
虫
の
音
を
お
ぼ
ろ
け
に
て
や
人
の
た
づ
ね
ん

こ
の
歌
の
詠
作
時
期
に
つ
い
て
は
、
『
千
載
集
』
雑
上
、
九
七
四
の
詞
書
に

　
　
上
東
門
院
に
侍
り
け
る
を
、
さ
と
に
出
で
た
り
け
る
こ
ろ
、
女
房
の
、
せ

　
　
　
　
　
　
若
き
日
の
か
た
み

　
　
う
そ
こ
の
っ
い
で
に
箏
っ
た
へ
に
ま
う
で
む
と
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
、
っ

　
　
か
は
し
け
る

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
式
部
出
仕
後
の
歌
と
さ
れ
て
き
た
。
『
千
載
集
』
に
採

ら
れ
て
い
る
紫
式
部
の
歌
の
詞
書
に
は
家
集
そ
の
ま
ま
の
も
の
は
な
く
て
、
撰

者
が
す
べ
て
自
家
の
文
章
に
創
り
か
え
て
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
撰

者
の
根
拠
の
な
い
創
作
や
他
の
特
殊
資
料
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
家
集
そ
の

も
の
を
忘
実
に
読
み
、
そ
の
意
味
を
汲
み
と
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
＠

と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
倒
の
歌
に
限
っ
て
言
え
ぱ
、
『
紫
式
部
集
』
の
詞
書

か
ら
『
干
載
集
」
の
詞
書
を
引
き
出
し
得
る
と
は
思
え
な
い
。

　
家
集
に
は
式
部
が
里
下
り
中
に
主
家
筋
や
同
僚
の
女
房
に
贈
っ
た
歌
が
い
く

っ
か
あ
る
が
（
鯛
個
ｏ
伯
２
蝸
ｍ
ｍ
）
、
こ
れ
ら
の
歌
の
詞
書
に
は
い
ず
れ
も
里
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

り
中
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
倒
の
詞
書
に
は
里
下

り
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
辞
旬
は
何
一
っ
な
い
。
こ
の
歌
は
む
し
ろ
「
露
し
げ

き
」
の
詞
句
を
重
視
し
て
、
式
部
出
仕
前
の
涙
が
ち
な
寡
居
生
活
中
の
こ
と
と

考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
蓬
が
中
」
と
い
う
表
現
も
、
夫
亡
き
後
訪

れ
る
人
と
て
な
い
、
淋
し
く
荒
れ
果
て
た
邸
を
思
わ
せ
る
。
『
源
氏
物
語
』
横

笛
巻
に
、

　
　
露
し
げ
き
む
ぐ
ら
の
宿
に
古
へ
の
秋
に
か
は
ら
ぬ
虫
の
声
か
な

と
い
う
一
条
御
息
所
の
歌
が
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
お
い
て
「
虫
の
声
」
は
笛
の

音
で
あ
り
、
「
露
し
げ
き
む
ぐ
ら
の
宿
」
は
柏
木
亡
き
後
の
一
条
宮
を
指
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
　
若
き
日
の
か
た
み

い
る
。
両
歌
の
発
想
の
類
似
性
か
ら
し
て
、
「
露
し
げ
き
蓬
が
中
」
は
宣
孝
死

後
の
式
部
邸
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
今
井
源
衛
氏
は
、
『
吉
永
院
楽
書
』
に
「
イ
ワ
コ
ソ
ト
云
所
ハ
柱
の
絃
ノ
上

ヲ
云
フ
。
上
東
門
院
ニ
テ
紫
式
部
が
付
タ
ル
名
也
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ

　
　
　
◎

て
い
る
が
、
『
十
訓
抄
』
第
一
に
も
、
紫
式
部
が
琴
の
上
手
な
新
参
の
女
房
に

「
い
は
こ
す
」
と
い
う
名
を
っ
け
て
、
上
東
門
院
彰
子
に
ほ
め
ら
れ
た
と
い
う

話
を
載
せ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
類
推
す
る
と
、
家
集
の
詞
書
を
片
手
に
し
た
『
干

載
集
』
の
撰
者
が
、
一
方
に
『
吉
永
院
楽
書
』
や
『
十
訓
抄
』
に
伝
え
る
よ
う

な
逸
話
が
あ
る
の
に
引
か
れ
て
、
式
部
の
琴
の
奏
法
の
伝
授
を
上
東
門
院
女
房

時
代
の
こ
と
と
し
て
し
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ひ
っ
そ
り
と
露
に
う
も
れ

た
寡
居
生
活
中
の
こ
と
は
話
に
な
り
に
く
く
、
は
な
や
か
な
人
達
と
交
際
が
あ

る
宮
仕
え
時
代
の
こ
と
と
し
た
方
が
、
話
の
通
り
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
働
の
歌
が
式
部
の
未
婚
時
代
の
も
の
で
は
な
く
、
夫
と
死

別
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
、
巻
頭
近
く
か
ら

敢
え
て
歌
の
年
代
順
配
列
の
原
則
を
破
っ
た
式
部
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。
言
わ
れ
る
如
く
、
前
の
四
の
歌
の
「
鳴
き
よ
わ
る
ま
が
き
の
虫
」
を
受
け

て
、
類
聚
的
に
「
露
し
げ
き
蓬
が
中
の
虫
の
音
」
を
歌
詞
に
持
っ
歌
を
倒
に
配

　
　

し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　
南
波
浩
先
生
は
、
式
部
が
自
己
の
孤
愁
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
－
「
知
己
」

を
求
め
続
け
、
「
知
己
」
に
支
え
ら
れ
励
ま
さ
れ
て
、
自
ら
の
「
女
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

の
性
に
対
す
る
劣
等
感
や
、
「
宿
世
の
つ
た
な
さ
」
に
対
す
る
劣
等
感
へ
の
補

償
作
業
を
強
化
し
、
生
き
続
け
た
と
説
か
れ
、
『
紫
式
部
集
」
に
お
い
て
、
冒

頭
か
ら
十
数
首
に
わ
た
っ
て
親
し
い
友
と
の
別
離
の
悲
歌
を
配
列
し
て
い
る
の

も
、
孤
愁
の
理
解
者
と
し
て
の
親
友
と
の
別
れ
の
悲
し
さ
が
深
く
式
部
の
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
ら
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と

き
、
式
部
の
音
楽
の
才
を
認
め
、
親
し
く
云
授
を
受
け
た
い
と
慕
っ
て
く
れ
る

人
も
ま
た
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
式
部
の
理
解
者
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

家
集
編
纂
時
の
回
想
の
中
で
、
娘
時
代
の
理
解
者
で
あ
っ
た
親
友
と
の
別
離
の

悲
し
み
が
、
彼
女
の
最
高
の
理
解
者
で
あ
っ
た
夫
宣
孝
と
の
死
別
の
悲
し
み

を
、
更
に
ま
た
「
秋
の
虫
の
音
」
を
媒
介
に
し
て
、
夫
の
死
に
泣
き
沈
む
寡
居

生
活
の
中
で
一
人
の
理
解
者
を
見
出
し
た
喜
び
を
た
ぐ
り
寄
せ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
人
を
得
た
こ
と
は
、
亡
夫
の
遺
児
を
か
か
え
て
悲
嘆
の

淵
に
沈
む
寡
婦
に
と
っ
て
は
大
き
な
感
激
で
あ
り
、
ま
た
回
生
の
手
が
か
り
を

っ
か
む
契
機
と
も
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
お
ぼ
ろ
け
に
て
や
人
の
た
づ
ね

ん
」
と
い
う
少
し
大
仰
な
表
現
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
呑
み
込
め
る
。
こ

の
歌
は
式
部
に
と
っ
て
、
琴
の
奏
法
の
云
授
云
々
と
い
う
域
を
超
え
た
、
ま
さ

に
自
己
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
会
者
定
離
」
、
会
う
は
別
れ
の
始
め
と
す
る
な
ら
ば
、
別
離
と
同
じ
く
出
会

い
も
ま
た
人
生
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
清
水
好
子
氏
も
言
わ
れ
る
如
く
、
「
式

部
が
家
集
に
残
そ
う
と
し
た
の
は
歌
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
式
部
の
過
去
を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
も
に
築
い
た
人
々
の
像
」
で
あ
っ
た
。
紫
式
部
は
、
自
己
の
生
き
方
に
か
か

わ
っ
た
人
々
と
の
出
会
い
を
、
交
渉
を
、
ま
た
別
離
を
記
し
と
ど
め
る
歌
を
配

列
す
る
こ
と
に
よ
り
、
己
が
経
て
き
た
人
生
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
次
な
る
側
倒
の
贈
答
も
、
ま
た
そ
の
意
味
で
式
部
の
人
生
を
決

定
し
た
出
会
い
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
方
違
一
に
わ
た
り
た
る
人
の
、
な
ま
お
ぽ
く
し
き
こ
と
あ
り
て
、

　
　
　
　
帰
り
に
け
る
早
朝
、
朝
顔
の
花
を
や
る
と
て

　
“
い
　
お
ぽ
つ
か
な
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
明
け
暗
れ
の
空
お
ぼ
れ
す
る
朝
顔
の
花

　
　
　
　
返
し
、
手
を
見
分
か
ぬ
に
や
あ
り
け
ん

　
側
　
い
づ
れ
ぞ
と
色
分
く
ほ
ど
に
朝
顔
の
あ
る
か
な
き
か
に
な
る
ぞ
わ
び
し

　
　
　
き

「
な
ま
お
ぼ
く
し
き
こ
と
一
と
は
、
方
違
え
に
式
部
の
邸
へ
や
一
て
来
た

男
が
、
前
夜
式
部
の
居
室
あ
た
り
を
伺
っ
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

男
は
そ
ん
な
け
し
か
ら
ぬ
振
舞
に
及
び
な
が
ら
、
翌
朝
明
け
ぐ
れ
の
空
の
下
を

シ
ャ
ァ
シ
ャ
ア
と
空
と
ぼ
け
て
帰
っ
て
行
っ
た
。
式
部
は
そ
ん
な
男
の
態
度
に

娘
ら
し
い
潔
癖
感
か
ら
反
発
し
、
男
の
帰
り
際
の
顔
を
郡
揃
す
る
意
味
で
朝
顔

の
花
を
贈
っ
て
、
詰
問
調
の
歌
を
つ
き
っ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
男

の
返
歌
は
、
歌
の
贈
り
主
に
つ
い
て
は
心
当
た
り
が
な
い
と
シ
ラ
を
切
り
、
朝

顔
を
す
ぐ
萎
れ
て
し
ま
う
花
に
の
み
と
り
な
す
と
い
う
、
人
を
食
っ
た
も
の
だ

っ
た
。
し
か
も
贈
歌
の
「
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
」
に
対
し
て
「
い
づ
れ
ぞ
と
」
と

　
　
　
　
　
　
若
き
日
の
か
た
み

巧
み
に
詞
句
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。
式
部
の
行
動
か
ら
は
、
『
紫
式
部
日
記
』

な
ど
か
ら
想
像
さ
れ
る
後
年
の
内
省
的
内
向
的
な
式
部
と
は
う
っ
て
変
わ
っ

た
、
積
極
的
で
勝
気
か
っ
才
気
燦
発
な
若
い
娘
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

が
、
や
は
り
男
の
方
が
役
者
が
一
枚
上
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
応
対
の
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

猶
さ
か
ら
言
っ
て
、
男
は
諸
家
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
後
に
式
部
の
夫
と
な
る

藤
原
宣
孝
で
あ
ろ
う
。
宣
孝
は
こ
の
時
既
に
四
十
歳
を
こ
え
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
式
部
の
父
為
時
と
宣
孝
は
も
と
同
じ
蔵
人
で
あ
り
、
遠
縁
に
も
当
た
る
か

ら
、
式
部
と
宣
孝
は
為
時
を
介
し
て
互
い
の
こ
と
を
聞
き
知
っ
て
い
た
に
違
い

な
い
。
側
倒
の
贈
答
は
、
式
部
と
宣
孝
が
互
い
の
才
気
を
発
見
し
あ
う
き
っ
か

け
と
な
り
、
こ
れ
を
契
機
に
二
人
の
交
渉
が
開
け
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
側
の
歌
に
お
い
て
、
恐
ら
く
は
宣
孝
と
の
死
別
の
涙
も
ま
だ
か
わ
か
ぬ
う

ち
に
出
会
っ
た
一
人
の
理
解
者
に
思
い
を
致
し
た
式
部
が
、
宣
孝
そ
の
人
と
の

忘
れ
難
い
出
会
い
に
遡
行
し
て
い
っ
た
の
は
、
ご
く
自
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
。

目

　
自
己
の
生
き
方
に
か
か
わ
っ
た
人
々
と
の
出
会
い
と
別
離
、
巻
頭
で
家
集
撰

集
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
を
組
み
立
て
て
見
せ
た
式
部
は
、
ま
た
娘
時
代
の
友
と
の

別
離
の
歌
を
書
き
綴
っ
て
ゆ
く
。

　
側
ｍ
は
「
筑
紫
へ
行
く
人
の
む
す
め
」
と
の
、
働
側
皿
ｏ
は
「
は
る
か
な
る
と

こ
ろ
へ
、
行
き
や
せ
ん
行
か
ず
や
と
、
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
人
」
と
の
贈
答
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
　
若
き
日
の
か
た
み

る
。
側
ｍ
の
相
手
は
後
出
胴
～
０
助
の
歌
群
の
「
西
の
海
の
人
」
と
同
一
人
物
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
贈
答
に
共
通
し
て
指
摘
し
得
る
の
は
、
友
と
の
別
離
を
悲

し
み
、
受
領
層
に
避
け
が
た
い
宿
命
を
歎
き
つ
つ
、
徒
ら
に
感
傷
に
お
し
流
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
し
っ
か
り
と
現
実
の
人
生
を
見
す
え
、
こ
れ
に
対
し
て
ゆ
こ

う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

　
Ｇ
む
吻
は
「
も
の
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
人
」
が
「
う
れ
へ
た
る
」
時
の
贈
答
で
あ

る
。
王
朝
文
学
に
お
け
る
「
も
の
お
も
ひ
」
「
も
の
お
も
ふ
」
に
は
恋
詞
と
し

て
の
気
分
が
濃
厚
で
、
恋
に
な
や
む
、
恋
の
た
め
に
あ
れ
こ
れ
と
思
い
案
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
人
は
恋
の
悩
み
を
訴
え
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
式
部
は
、
お
答
え
は
十
分
に
書
き
き
れ
ま
せ
ん
と

言
っ
て
い
る
が
、
決
し
て
相
手
の
訴
え
を
っ
き
放
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
式

部
の
返
事
に
は
、
相
手
の
苦
し
み
を
自
分
の
も
の
と
し
つ
つ
も
、
安
易
に
他
人

の
男
女
関
係
に
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
た
、
慎
重
か
つ
真
率
な
態
度
が
見
て
と

れ
る
。
そ
れ
が
故
に
一
層
、
式
部
は
他
か
ら
信
頼
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
人
生
相

談
の
相
手
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
自
己
の
理
解
者
を
求
め
続
け
た
式
部
は
、
ま
た
他
か
ら
も
理
解
者
と
し
て
求

め
ら
れ
た
。
従
っ
て
ｏ
じ
ｚ
¢
ａ
の
歌
は
、
広
い
意
味
で
の
知
己
－
理
解
者
と
の
関

係
を
記
し
と
ど
め
た
歌
と
し
て
解
し
得
る
。
側
～
¢
勃
は
秋
か
ら
冬
十
一
月
ま
で

の
歌
を
時
間
的
に
配
列
し
て
い
る
。
後
続
の
胴
ｚ
ｏ
勤
は
、
長
徳
二
年
夏
に
越
前

へ
下
向
し
た
式
部
が
、
こ
れ
ま
た
肥
前
へ
下
る
友
と
交
し
た
歌
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

正
暦
元
年
八
月
に
筑
前
守
に
任
じ
た
宣
孝
の
帰
京
の
年
な
ど
も
考
え
合
わ
せ
て

側
～
吻
は
長
徳
元
年
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
ｍ
～
働
の
歌

群
は
、
二
首
を
隔
て
て
固
ｚ
仙
助
の
歌
群
へ
、
内
容
的
に
も
ま
た
時
間
的
に
も
連

な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
そ
の
間
に
介
在
す
る
ｏ
功

¢
４
の
二
首
は
、
前
後
の
歌
と
は
か
な
り
異
質
の
存
在
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
昌

　
　
　
　
賀
茂
に
詣
で
た
る
に
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
か
な
ん
」
と
い
ふ
あ
け
ぼ

　
　
　
　
の
に
、
片
岡
の
木
ず
ゑ
を
か
し
く
見
え
け
り
。

　
○
曲
　
ほ
と
と
ぎ
す
声
待
つ
ほ
ど
は
片
岡
の
杜
の
し
づ
く
に
立
ち
や
濡
れ
ま
し

　
式
部
の
同
行
者
が
言
っ
た
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
か
な
ん
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

　
　
夏
の
夜
の
心
を
知
れ
る
ほ
と
と
ぎ
す
は
や
も
鳴
か
な
む
明
け
も
こ
そ
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
拾
遺
集
』
夏
　
二
二
　
中
務
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
踏
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
は
、
夏
の
夜
の
情
趣
美
の
最

高
の
も
の
と
さ
れ
た
。
夏
の
短
夜
が
明
け
よ
う
と
す
る
「
あ
け
ぼ
の
」
に
お
い

て
「
は
や
も
鳴
か
な
む
明
け
も
こ
そ
す
れ
」
と
い
う
願
望
は
切
実
な
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
紫
式
部
の
「
あ
け
ぼ
の
」
は
少
し
違
づ
た
よ
う
で
あ

る
。　

「
あ
け
ぼ
の
」
が
文
学
的
用
語
と
し
て
積
極
的
な
価
値
を
担
っ
て
登
場
す
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
は
、
『
枕
草
子
」
『
源
氏
物
語
」
が
文
献
的
に
は
最
も
早
い
と
さ
れ
る
が
、
春

の
あ
け
ぼ
の
の
美
は
『
枕
草
子
』
以
来
通
念
化
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
、
夏
の
あ
け
ぼ
の
の
美
を
発
見
し
、
初
め
て
文
学
化
し
た
の
は
紫
式
部
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
　
月
は
有
明
に
て
、
光
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、
影
さ
や
か
に
見
え
て
、
な

　
　
か
な
か
を
か
し
き
曙
な
り
。
何
心
な
き
空
の
気
色
も
、
た
だ
見
る
人
か

　
　
ら
、
え
ん
に
も
す
ご
く
も
見
ゆ
る
な
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
箒
木
巻
　
時
節
は
夏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

石
田
穣
二
氏
も
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
右
の
文
に
お
い
て
「
な
か
な
か
」
と
言
い
、

「
見
る
人
か
ら
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
当
時
の
文
芸
に
お
い

て
は
「
あ
け
ぼ
の
」
の
情
趣
が
ま
だ
新
顔
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
れ
ば
、
物
語
中
の
「
あ
け
ぼ
の
」
は
十
四
例
を
数
え

る
が
、
う
ち
夏
の
あ
け
ぼ
の
は
こ
の
帯
木
巻
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
０
３
の
詞
書

に
「
あ
け
ぼ
の
」
な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
か
な
り
意
図
的
な
捲
辞

と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
¢
勃
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
ま
だ
都
の
町
中
へ
は
出
て
来
な
い
ほ
と
と
ぎ
す

で
あ
ろ
う
か
ら
、
時
節
は
四
月
で
あ
る
。
旧
暦
四
月
は
梢
に
新
緑
が
萌
え
た
っ

頃
で
あ
り
、
そ
の
新
緑
が
「
や
う
や
う
も
の
の
色
わ
か
る
る
」
（
『
源
氏
物
語
』

橋
姫
巻
）
あ
け
ぼ
の
の
光
の
中
で
、
一
際
み
ず
み
ず
し
く
見
え
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
ま
だ
杜
も
眠
り
か
ら
覚
め
や
ら
ぬ
か
に
見
え
る
静
寂
は
ほ
と
と
ぎ
す
の

　
　
　
　
　
　
若
き
日
の
か
た
み

声
を
待
っ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
初
夏
と
は
言
え
、
夜
明
け
方
の
空
気
は
肌
に
ひ
ん

や
り
と
し
て
、
式
部
が
「
立
ち
や
濡
れ
ま
し
」
と
う
た
っ
た
杜
の
雫
は
冷
た
か

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
歌
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
待
っ
心
」

で
あ
る
が
、
詞
書
は
歌
に
従
属
し
て
歌
の
情
趣
を
導
き
出
す
背
景
を
説
明
す
る

と
い
う
域
を
超
え
て
歌
か
ら
独
立
し
、
歌
と
対
等
に
支
え
合
っ
て
、
視
覚
．
聴

覚
・
触
覚
に
時
問
的
感
覚
が
加
わ
っ
た
調
和
的
な
美
の
世
界
を
構
築
し
て
い

る
。　

式
部
を
し
て
０
３
の
詞
書
に
「
あ
け
ぼ
の
」
な
る
語
を
用
い
さ
せ
た
の
は
、
従

来
夏
の
夜
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
ほ
と
と
ぎ
す
待
っ
興
趣
が
、
こ
の
美
し
い
あ

け
ぼ
の
に
お
い
て
一
層
ま
さ
る
と
い
う
発
見
で
あ
り
、
主
張
で
あ
ろ
う
。
夏
の

あ
け
ぼ
の
に
ほ
と
と
ぎ
す
待
っ
こ
と
こ
そ
美
し
い
と
言
う
式
部
は
「
夜
が
明
け

る
と
い
け
な
い
か
ら
早
く
鳴
い
て
お
く
れ
」
と
す
る
、
こ
の
時
代
の
美
の
通
念

を
は
る
か
に
抜
い
て
い
る
。

　
ほ
と
と
ぎ
す
を
待
っ
歌
は
『
万
葉
集
』
以
来
し
ば
し
ば
う
た
わ
れ
、
こ
の
時

代
に
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
待
っ
心
」
が
一
つ
の
歌
題
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
ほ
と
と
ぎ
す
ま
っ
心
を

　
　
ほ
の
か
に
も
聞
か
ぬ
限
は
ほ
と
と
ぎ
す
待
っ
人
さ
へ
ぞ
寝
ら
れ
ざ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
前
大
納
言
公
任
卿
集
』
）

　
　
　
語
ら
ふ
人
の
も
と
に
五
月
の
こ
ろ
ほ
ひ
い
き
た
る
に
暗
夜
子
規
を
待
つ

　
　
　
と
い
ふ
題
を
よ
ま
す
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
　
若
ぎ
日
の
か
た
み

　
　
月
み
っ
っ
待
っ
だ
に
あ
る
を
ほ
と
と
ぎ
す
な
ぞ
や
ね
な
む
と
思
ひ
け
る
か

　
　
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
藤
原
長
能
集
』
）

ほ
と
と
ぎ
す
の
声
は
当
時
の
都
で
も
な
か
な
か
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら

し
く
、
ま
た
例
え
聞
け
る
に
し
て
も
、
何
時
聞
け
る
か
は
さ
だ
か
で
な
い
。
そ

れ
だ
け
に
一
層
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
待
っ
心
」
の
情
趣
が
も
て
は
や
さ
れ
、
観
念

化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
主
題
の
観
念
化
は
、
必
然
的
に
発
想
の
観
念
化

類
型
化
を
促
す
。
式
部
の
歌
は
こ
の
よ
う
な
和
歌
の
伝
統
の
上
に
立
ち
つ
つ
、

ほ
と
と
ぎ
す
待
っ
情
趣
を
非
常
に
新
鮮
な
発
想
で
う
た
い
出
し
、
題
詠
に
は
求

め
ら
れ
な
い
強
い
感
動
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。

　
こ
の
歌
は
、
『
万
葉
集
』
巻
二
、
大
津
皇
子
の

　
　
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹
待
っ
と
わ
れ
立
ち
濡
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
七
）

を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
恋
人
を
待
つ
姿
勢
を
鳥
の
声
を
待
つ
姿
勢

に
結
び
つ
け
た
式
部
の
発
想
は
秀
抜
で
あ
る
。
し
か
も
「
杜
の
し
づ
く
に
立
ち

や
濡
れ
ま
し
」
に
は
、
万
葉
歌
に
は
な
い
若
々
し
い
は
ず
み
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
角
田
文
衛
氏
は
、
式
部
が
長
徳
二
年
初
夏
に
越
前
へ
下
向
す
る
直
前
に
暇
乞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
の
よ
う
な
意
味
で
賀
茂
神
社
へ
参
詣
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ

な
ら
ば
、
こ
の
歌
は
越
前
へ
下
る
式
部
と
肥
前
へ
下
る
友
が
交
し
た
胴
～
Ｑ
ゆ
の

贈
答
の
直
前
に
置
か
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仙
４
に
三
月
っ
い
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

賀
茂
河
原
で
の
祓
え
の
歌
が
介
在
す
る
こ
と
が
解
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
歌

の
詠
作
事
情
を
角
田
氏
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
の
同
行
者
は
肥
前

へ
下
る
友
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ｏ
勃
の
歌
や
詞
書
か
ら
別
離
の

悲
哀
を
嗅
ぎ
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
や
は
り
、
そ
の
よ
う
な
人
事
的

要
素
を
排
除
し
て
、
純
粋
に
自
然
の
興
趣
を
う
た
っ
た
歌
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
詠
作
年
代
も
不
明
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
若
々
し
い
詠
み
口
か
ら
、

娘
時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
定
家
本
系
で
二
一
六
首
を
数
え
る
『
紫
式
部
集
』
の
歌
の
中
で
、
純
粋
な
自

然
詠
と
目
さ
れ
る
の
は
、
ｏ
勃
の
歌
と
他
に
も
う
一
首
、
梨
の
花
の
落
花
の
美
を

詠
じ
た
歌
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
紫
式
部
は
、
ナ
イ
ｉ
ヴ
な
眼
で
新
し
い
自
然

の
美
を
発
見
し
、
み
ず
み
ず
し
い
詩
情
を
盛
っ
て
そ
れ
を
う
た
い
上
げ
る
こ
と

の
で
き
る
資
質
を
持
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
集
の
こ
の
他
の
歌
は
、
自

然
を
詠
じ
て
も
す
べ
て
そ
の
裏
に
人
事
を
ま
つ
わ
り
っ
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
は

一
に
は
紫
式
部
の
歌
の
特
質
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
一
面
、
秀
歌
を
集
め
る
と

い
う
よ
り
は
、
自
己
の
人
生
の
閲
歴
に
重
要
な
意
味
を
有
す
る
歌
の
み
を
集
め

て
、
己
が
人
生
の
展
開
史
を
記
し
と
ど
め
よ
う
と
し
た
、
撰
集
意
図
に
も
よ
る

の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
『
紫
式
部
集
』
の
中
に
あ
っ
て
、
ｏ
功
の
歌
は
い
か

な
る
意
味
を
主
張
す
る
の
か
。
こ
の
歌
が
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、

き
わ
め
て
高
い
文
学
的
香
気
を
放
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か



し
更
に
積
極
的
に
は
、
こ
の
歌
に
う
た
わ
れ
た
、
ひ
た
す
ら
ほ
と
と
ぎ
す
に
向

か
っ
て
ゆ
く
心
、
ほ
と
と
ぎ
す
待
っ
情
趣
の
美
に
ひ
た
り
き
ろ
う
と
す
る
己
が

姿
に
、
式
部
は
自
身
の
若
き
日
を
ま
ざ
ま
ざ
と
よ
み
が
え
ら
せ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
興
味
を
抱
き
、
迷
い
、
挫
折
し
、
混
迷
を
深

め
て
ゆ
く
の
も
若
さ
の
特
性
な
ら
、
他
の
物
を
顧
み
ず
、
一
つ
の
物
に
集
中
し

陶
酔
す
る
の
も
ま
た
若
さ
の
特
性
で
あ
る
。
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
体
験

し
、
無
常
感
を
抱
き
っ
っ
な
お
生
の
桂
楮
か
ら
の
が
れ
え
な
か
っ
た
晩
年
の
紫

式
部
に
と
っ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
の
美
に
ひ
た
す
ら
傾
斜

し
、
そ
の
純
一
な
陶
酔
を
若
々
し
い
秤
情
で
う
た
い
上
げ
た
こ
の
歌
は
、
ま
さ

に
己
が
青
春
の
記
念
碑
と
観
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

陶

　
　
　
　
弥
生
の
つ
い
た
ち
、
河
原
に
出
で
た
る
に
、
か
た
は
ら
な
る
車
に
、

　
　
　
　
法
師
の
紙
を
冠
に
て
、
博
士
だ
ち
を
る
を
、
憎
み
て

　
脾
　
祓
戸
の
神
の
か
ざ
り
の
御
幣
に
う
た
て
も
ま
が
ふ
耳
は
さ
み
か
な

　
僧
が
紙
冠
を
か
ぷ
っ
て
僧
形
を
隠
し
、
陰
陽
師
の
真
似
を
し
て
祓
え
を
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
を
法
師
陰
陽
師
と
称
し
た
こ
と
は
、
平
安
朝
の
数
々
の
文
献
に
見
え
る
。
紫

式
部
は
紙
冠
の
外
形
的
な
み
ぐ
る
し
さ
に
も
嫌
悪
感
を
抱
い
た
よ
う
だ
が
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

女
の
反
感
は
よ
り
多
く
、
法
師
が
陰
陽
師
の
真
似
を
す
る
と
い
う
ま
が
い
も
の

の
不
純
さ
、
紙
冠
を
か
ぶ
っ
た
だ
け
で
陰
陽
博
士
に
な
っ
た
っ
も
り
で
い
る
僧

　
　
　
　
　
　
若
き
日
の
か
た
み

の
心
情
の
低
俗
さ
、
生
活
の
た
め
に
自
己
本
来
の
姿
を
い
っ
わ
る
振
舞
の
卑
し

さ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
、
ま
だ
世
の
辛
酸
を
知
ら
ぬ
若
い
娘

の
歌
で
あ
ろ
う
。
式
部
の
見
た
法
師
陰
陽
師
に
も
、
祓
え
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
も

し
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
な
い
生
活
苦
や
、
僧
で
あ
る
身
が
陰
陽
師
の
真
似
を

す
る
こ
と
に
伴
う
内
心
の
痛
み
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
が
宮
仕

え
を
経
験
し
た
後
の
式
部
な
ら
ば
、
生
活
の
た
め
に
自
己
本
来
の
姿
を
い
つ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
て
い
る
法
師
陰
陽
師
に
、
仮
面
を
か
ぷ
り
「
ほ
け
し
れ
た
る
人
」
に
な
り
は

て
て
世
に
交
わ
っ
て
ゆ
く
己
が
姿
を
見
出
し
て
、
例
の
屈
折
し
た
心
情
を
抱
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
式
部
は
何
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
顧

慮
せ
ず
、
た
だ
法
師
陰
陽
師
に
若
々
し
い
反
感
を
ぷ
っ
け
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
清
水
氏
は
家
集
編
纂
時
の
式
部
の
意
識
に
ふ
れ
て
「
寂
心
が
法
師
陰
陽
師
を

悲
し
ん
だ
の
と
は
く
ら
ぷ
べ
く
も
な
い
、
若
い
こ
ろ
の
自
分
の
一
方
的
に
決
め

っ
け
た
歌
を
ど
う
思
っ
て
こ
こ
に
置
い
た
の
だ
ろ
う
。
…
…
、
こ
こ
に
こ
の
歌
を

置
く
式
部
に
は
、
過
去
の
若
さ
の
意
味
が
苦
く
反
窮
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か

　
　
＠

ろ
う
か
」
と
言
わ
れ
た
が
、
式
部
の
胸
を
よ
ぎ
っ
た
の
は
苦
さ
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
若
き
目
へ
の
哀
惜
の
念
で
は
な
か
っ
た
か
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け

る
後
年
の
式
部
は
、
常
に
眼
前
の
対
象
か
ら
自
己
内
面
へ
回
帰
し
、
己
れ
の
孤

愁
の
中
に
沈
潜
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
低
迷
し
屈
曲
せ
る

思
考
と
、
触
の
歌
に
あ
ふ
れ
る
才
気
や
率
直
さ
を
く
ら
べ
て
み
る
が
よ
い
。
そ

の
余
り
の
懸
隔
は
、
そ
の
間
に
式
部
が
た
ど
っ
た
苦
悩
に
満
ち
た
人
生
を
思
わ
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若
ぎ
日
の
か
た
み

せ
て
、
我
々
の
心
を
痛
ま
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
こ
れ
は
式
部
と
て
も
同
じ

思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
般
に
陰
気
で
内
向
的
と
評
さ
れ
る
式
部
の
性
格
は
、

夫
宣
孝
の
死
に
よ
っ
て
世
の
無
常
を
知
り
、
更
に
宮
仕
え
に
出
て
、
虚
飾
と
中

傷
に
満
ち
た
後
宮
杜
会
の
中
で
己
れ
の
姿
を
い
つ
わ
っ
て
生
き
続
け
る
こ
と
に

よ
り
、
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
晩
年
に
家
集
を
編
纂
し
っ
っ
過
ぎ

来
し
人
生
を
顧
み
た
式
部
に
と
っ
て
、
世
の
辛
酸
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
若
き

日
の
生
な
自
己
の
姿
は
、
こ
の
上
な
く
貴
重
な
も
の
に
思
わ
れ
た
に
違
い
な

い
。
式
部
は
自
己
の
変
貌
の
激
し
さ
を
か
み
し
め
つ
つ
、
限
り
な
い
哀
惜
の
情

を
も
っ
て
こ
の
よ
う
な
歌
を
扱
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
今
井
氏
は
０
４
の
歌
の
詠
作
時
期
に
っ
い
て
、
「
弥
生
の
っ
い
た
ち
」
を
三
月

一
日
と
と
れ
ば
、
式
部
の
生
涯
で
三
月
一
日
が
上
巳
に
当
た
っ
た
年
の
う
ち
、

最
も
年
代
の
遅
れ
る
寛
和
二
年
、
式
部
十
七
歳
の
時
の
作
に
な
る
と
し
て
お
ら

　
ゆ

れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
や
、
『
紫
式
部
日
記
』
で
「
つ
い
た
ち
」
と
言
わ
れ
た
場

合
に
は
、
月
の
第
一
日
を
指
し
て
い
る
の
で
、
「
弥
生
の
っ
い
た
ち
」
は
三
月

一
日
と
見
て
よ
い
。
し
か
し
、
三
月
上
旬
の
祓
え
に
は
上
巳
祓
え
の
他
に
由
祓

え
も
あ
り
、
『
御
堂
関
日
記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
上
巳
祓
え
と
い
っ
て
も
必
ず

巳
の
日
に
行
う
と
は
限
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
弥
生
の
つ
い
た

ち
即
上
巳
の
日
と
考
え
て
詠
作
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
の
詠
作
年
代
は
不
明
と
す
る
他
な
く
、
ｏ
功
の
歌
と
の
先
後
関
係
も
分
か

ら
な
い
が
、
家
集
の
配
列
順
か
ら
す
る
と
、
こ
の
二
首
が
長
徳
二
年
夏
の
越
前

下
向
よ
り
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
四
四

ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
固

　
家
集
巻
頭
に
幼
友
達
と
の
再
会
と
別
離
の
歌
を
置
い
た
紫
式
部
は
、
つ
い
で

さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
出
会
い
と
別
離
の
歌
を
配
列
し
て
、
常
に
自
己
の
理
解
者

を
求
め
、
自
ら
も
ま
た
理
解
者
と
し
て
求
め
ら
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
人
々
と

切
り
結
ぴ
、
自
己
を
形
成
し
て
い
っ
た
若
き
日
々
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
出
会
い
と
別
離
の
歌
を
集
中
し
て
と
り
上
げ
た
の
は
、
出
会
い
と
別
離
の

中
に
こ
そ
、
そ
の
人
と
の
関
係
が
集
約
的
に
表
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た

同
時
に
「
生
者
必
滅
、
会
者
定
離
」
に
人
生
の
常
理
を
見
よ
う
と
す
る
、
家
集

編
纂
時
の
式
部
の
人
生
観
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
こ

の
よ
う
に
出
会
い
と
別
離
の
歌
を
置
い
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
晩
年
の
紫
式

部
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
歌
の
中
に
は
、
既
に
そ
の
詠
作
時
に
お
い
て
、

人
と
の
出
会
い
に
驚
き
、
喜
び
、
別
離
に
悲
し
み
、
苦
悩
す
る
と
い
う
感
慨
の

吐
露
か
ら
、
「
会
者
定
離
」
「
愛
別
離
苦
」
と
い
う
常
理
に
向
か
っ
て
つ
き
抜
け

よ
う
と
す
る
も
の
が
、
芽
生
え
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
幼
い
日
に
母

を
喪
い
、
娘
時
代
に
姉
と
死
別
し
、
受
領
層
に
属
し
た
が
故
に
何
人
か
の
友
と

別
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
若
き
日
の
体
験
が
、
考
え
深
い
娘
を
育
て
た
の
で
あ

っ
た
。
思
索
的
な
娘
の
姿
は
、
内
省
的
、
懐
疑
的
と
言
わ
れ
る
後
年
の
紫
式
部

像
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。



　
し
か
し
、
若
き
日
の
紫
式
部
に
は
、
後
年
の
式
部
の
中
に
つ
い
に
実
像
を
結

ば
な
か
っ
た
も
う
一
っ
の
姿
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
０
３
¢
の
ま
た
側
の
歌
に
あ
ら
わ

れ
た
、
あ
る
時
は
一
つ
の
事
象
に
ひ
た
す
ら
傾
斜
し
、
陶
酔
し
、
そ
の
陶
酔
を

感
動
的
に
う
た
い
上
げ
る
式
部
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
時
は
強
い
潔
癖
感
の
故
に

ま
や
か
し
を
許
さ
ぬ
、
勝
気
で
率
直
な
式
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
は
共
通

し
て
、
ほ
と
ば
し
る
才
気
を
抑
え
よ
う
と
も
せ
ず
、
事
象
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
立

ち
向
か
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
態
度
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
↑
Ｄ
倒
の
贈
答
は
ま
た
一
面
宣
孝
と
の
出
会
い
の
歌
で
も
あ
り
、
従
っ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
々
と
の
交
渉
の
歴
史
を
記
し
た
歌
群
の
中
に
包
括
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
し
か
し
ｏ
功
¢
４
は
そ
れ
ら
と
は
別
趣
の
も
の
で
あ
り
、
機
械
的
な
年
代
順

配
列
の
原
則
を
適
用
し
て
こ
の
歌
群
の
中
に
は
め
込
む
こ
と
は
、
出
会
い
、
別

離
の
歌
を
集
め
て
構
成
し
た
人
々
と
の
交
渉
史
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
後
年
も
ろ
く
も
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
が
、
若
き
日
に
は
き
わ
め

て
鮮
明
で
あ
っ
た
式
部
の
明
る
く
積
極
的
な
一
面
の
印
象
を
、
稀
薄
に
す
る
恐

れ
も
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
Ｑ
勃
¢
の
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
式
部
の
前
半
生
に

一
時
期
を
画
す
る
越
前
下
向
よ
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
式
部
は
、
娘

時
代
に
お
け
る
人
々
と
の
交
渉
を
綴
っ
た
ｍ
～
¢
ヵ
の
歌
群
の
後
、
越
前
下
向
に

伴
う
友
と
の
別
離
の
歌
固
～
¢
９
の
前
に
、
ｏ
づ
¢
４
の
歌
を
ま
と
め
て
置
い
た
の
で

あ
る
。
仁
心
¢
４
は
長
徳
元
年
十
一
月
の
歌
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
続
く
¢
ａ
は
初

夏
、
¢
の
は
三
月
、
胴
は
越
前
下
向
を
前
に
し
た
長
徳
二
年
初
夏
か
ら
夏
の
頃
の

　
　
　
　
　
　
若
き
日
の
か
た
み

歌
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Ｑ
３
岬
の
箇
処
に
年
代
順
配
列
の
原
則
を
破
る
も
の
が
あ

ろ
う
。
巻
頭
か
ら
胸
ま
で
一
貫
し
て
き
た
人
々
と
の
交
渉
史
が
ｏ
功
¢
少
で
一
旦
途

切
れ
、
胴
～
¢
勤
で
復
活
し
て
、
＠
ｏ
～
¢
４
の
越
前
へ
の
旅
の
歌
へ
と
展
開
し
て
ゆ

く
の
は
、
右
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
『
紫
式
部
集
』
の
歌
は
い
ず
れ
も
式
部
の
人
生
の
閲
歴
に
重
要
な
意
味
を
有

す
る
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
巻
頭
か
ら
越
前
下
向
ま
で
の
歌
は
青
春
の
日
々
を

写
し
て
、
式
部
の
自
己
形
成
を
考
疋
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
式
部
に
と
っ
て
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
若
き
日
の
か
た
み
と
考
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
歌
を
家
集
に
収
載
す
る
に
当
た
っ
て
紫
式
部
は

感
傷
的
に
歌
を
羅
列
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
無
感
動
に
機
械
的
年
代
順
配
列
を

貫
く
こ
と
な
く
、
一
つ
一
つ
の
歌
の
己
が
人
生
に
お
け
る
意
味
を
問
い
つ
つ
取

捨
し
、
配
列
し
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
営
為
を
通
し
て
、
己
が
過
ぎ
来
し
人

生
を
つ
か
み
直
し
、
自
己
の
生
の
原
点
を
探
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
…
～
¢
の
の
歌
の
流
れ
に
は
、
自
己
の
人
生
に
鋭
い
凝
視
の
眼
を
注
ぎ
、
こ
れ

を
客
観
視
し
よ
う
と
す
る
鋤
い
知
性
の
力
と
共
に
、
失
わ
れ
た
日
々
を
な
つ
か

し
み
、
鍾
愛
す
る
、
し
み
じ
み
と
し
た
情
感
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
『
紫
式

部
集
』
の
歌
の
配
列
の
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
集
の
研
究
に
と
っ
て
必
須
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、

一
首
々
々
の
歌
の
集
の
中
に
お
け
る
あ
り
様
は
、
長
和
二
年
冬
の
こ
と
と
推
定

　
　
ゆ

さ
れ
る
家
集
編
纂
時
の
紫
式
部
の
心
理
の
隈
々
を
、
あ
か
ら
さ
ま
に
浮
か
び
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
若
ぎ
日
の
か
た
み

が
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
（
注
）

　
◎
　
岡
　
一
男
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
一
七
七
～
八
頁
。
竹
内
美
千

　
　
代
『
紫
式
部
集
評
釈
』
二
〇
九
頁
。
清
水
好
子
「
文
体
を
生
む
も
の
１
紫

　
　
式
部
論
」
『
国
文
学
』
昭
和
４
５
・
５
。
南
波
　
浩
『
紫
式
部
集
の
研
究

　
鰍
鰯
究
篇
一
二
三
五
～
二
四
〇
頁
。

　
　
　
以
下
、
引
用
の
本
文
及
び
歌
番
号
は
、
岩
波
文
庫
『
紫
式
部
集
』
所
収

　
　
の
「
校
定
紫
式
部
集
」
（
定
家
本
系
）
に
よ
る
。
但
し
、
仮
名
遣
い
は
歴

　
　
史
的
仮
名
遣
い
に
統
一
し
た
。

ゆ
　
『
紫
式
部
集
評
釈
』
四
四
頁
。
清
水
好
子
『
紫
式
部
』
（
岩
波
新
書
）
七

　
　
頁
。

＠
　
南
波
　
浩
「
千
載
集
紫
式
部
歌
の
詞
書
を
め
ぐ
る
問
題
」
　
『
国
語
と
国

　
　
文
学
』
昭
和
４
２
・
６
。

＠
　
働
は
返
歌
で
あ
る
が
、
贈
歌
俗
ヵ
の
詞
書
中
に
「
い
つ
か
ま
ゐ
り
た
ま

　
ふ
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
里
下
り
中
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

＠
　
人
物
叢
書
『
紫
式
部
』
一
六
〇
頁
。

＠
　
今
井
源
衛
「
紫
式
部
集
の
復
元
と
そ
の
恋
愛
歌
」
『
文
学
』
昭
和
４
０
・
２
。

　
の
ち
『
王
朝
文
学
の
研
究
』
所
収
。

ゆ
　
「
紫
式
部
の
意
識
基
体
」
『
同
志
社
国
文
学
』
昭
和
４
６
・
３
。

◎
　
前
掲
書
二
一
頁
。

＠◎＠＠＠＠＠＠＠＠ゆゆ 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
例
え
ば
、
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
六
八
頁
。
　
角
田
文
衡
『
紫
式

部
と
そ
の
時
代
』
六
八
頁
。

　
西
村
　
亨
『
王
朝
恋
詞
の
研
究
』
一
一
五
頁
。

　
岩
波
文
庫
『
紫
式
部
集
』
ニ
ハ
頁
脚
注
。

　
石
田
穣
二
「
『
あ
け
ぼ
の
』
と
『
朝
ぼ
ら
け
』
」
『
学
苑
』
昭
和
３
９
・
２
。

の
ち
『
源
氏
物
語
論
集
』
所
収
。

　
注
＠
に
同
じ
。

　
前
掲
書
七
五
頁
。

　
『
枕
草
子
』
「
見
苦
し
き
も
の
」
の
段
。
桂
宮
本
及
び
西
本
願
寺
本
『
能

宣
集
』
（
同
歌
が
『
続
詞
花
集
』
巻
二
十
戯
笑
に
）
。
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十

九
の
三
（
同
話
が
『
宇
冶
拾
遺
物
語
』
第
一
四
〇
話
に
）
。

　
『
紫
式
部
日
記
』
消
息
文
。

　
注
＠
の
『
今
昔
物
語
集
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
出
づ
。

　
前
掲
書
三
〇
頁
。

　
前
掲
書
六
〇
頁
。

　
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
一
七
八
頁
。
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