
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

鍵
語
と
し
て
の
「
た
め
し
」

小
　
　
島
　
　
繁

　
源
氏
物
語
研
究
史
に
お
い
て
、
現
代
に
も
有
効
性
を
主
張
し
て
い
る
テ
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

ト
解
読
の
術
語
と
し
て
の
「
准
拠
」
は
『
弘
安
源
氏
論
義
』
を
は
じ
め
と
し
て
、

『
紫
明
抄
』
、
さ
ら
に
は
『
河
海
抄
』
に
至
っ
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
中
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
源
氏
学
は
「
准
拠
」
な
る
語
を
独
自
の
「
術
語
」
と
し
た
。
現
代
の
「
准

　
　
＠

拠
」
論
が
こ
の
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
こ
に
「
准
拠
」
と
い
う
方
法
論
に
つ
い
て
、
『
河
海
抄
』
の
立
場

を
検
討
し
つ
つ
再
評
価
し
た
い
。
そ
の
際
、
『
河
海
抄
』
が
注
目
し
た
「
た
め

し
」
と
い
う
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
内
在
的
な
語
の
担
う
方
法
に
つ
い
て
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
問
題
の
解
明
に
連
な
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
伝
承
史
の
立

場
に
お
い
て
源
氏
物
語
そ
の
も
の
を
編
集
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
み
よ
う
と

す
る
と
き
に
「
た
め
し
」
が
重
要
な
編
集
句
と
し
て
の
鍵
語
と
た
っ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
『
弘
安
源
氏
論
義
』
に
ー
お
い
て
「
准
拠
」
の
語
は
、
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

る
。　

　
十
二
番
問
云
左
　
　
　
　
範
藤
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
　
朱
雀
院
の
御
賀
は
准
拠
の
例
い
つ
れ
そ
や

他
の
「
な
す
ら
へ
」
「
お
も
ひ
よ
そ
へ
ら
る
二
」
「
あ
ひ
に
た
る
」
「
お
も
か
け

あ
り
」
「
准
す
る
」
「
例
を
ま
ね
ひ
」
な
ど
も
同
じ
使
わ
れ
か
た
で
あ
る
。
こ
こ

で
留
意
す
べ
き
点
は
、
『
弘
安
源
氏
論
義
』
が
「
准
拠
」
と
い
う
こ
と
を
源
氏

物
語
の
「
奥
義
」
を
解
読
す
る
方
法
と
し
て
間
題
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
来
、
仏
教
上
の
用
語
で
あ
る
「
経
文
の
要
義
を
討
論
す
る
方
式
」
と
し
て
の

「
論
義
」
に
お
い
て
、
源
氏
物
語
の
「
奥
義
」
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
方
法
で

あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
「
准
拠
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
源
氏
物
語
研
究
史
に
お
い
て
、
源
氏
物
語
本
文
中
の
語
や
句
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

解
釈
を
施
す
の
で
は
な
く
、
源
氏
物
語
が
抱
え
も
つ
「
奥
義
」
を
解
読
し
よ
う

と
す
る
方
向
性
を
も
つ
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
『
弘
安
源
氏
論
義
』
が
「
准
拠
」
を
問
題
に
す
る
と
き
、
そ
れ
は
た
ん
に

「
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
わ
げ
で
は
な
く
、
も
っ
と
深

い
「
奥
義
」
に
触
れ
よ
う
と
す
る
意
図
を
担
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
た
い
か
。

　
　
三
番
問
云
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
行
朝
臣

　
　
な
に
か
し
の
院
と
い
へ
る
い
つ
れ
の
所
に
な
す
ら
へ
た
る
そ
や

　
　
　
　
答
云
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
範
藤
朝
臣

　
　
な
に
か
し
の
院
も
し
六
条
坊
門
万
里
小
路
の
河
原
院
を
い
へ
る
に
や

こ
こ
で
は
「
な
に
か
し
の
院
」
が
「
な
す
ら
へ
」
て
い
る
の
が
「
河
原
院
」
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
全
て
実
在
の
も
の

と
理
解
す
る
の
は
避
げ
な
け
れ
ぱ
次
ら
な
い
。
可
視
化
さ
れ
な
い
何
か
に
触
れ

よ
う
と
す
る
位
相
を
担
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
「
論
義
」
の
方
向
性
が
あ
る
と

す
べ
き
で
あ
る
。

　
『
河
海
抄
』
に
お
い
て
「
准
拠
」
は
何
を
担
わ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。　

清
水
好
子
氏
は
『
弘
安
源
氏
論
義
』
に
お
げ
る
「
准
拠
」
の
用
い
方
を
検
討

し
て
、

　
　
「
準
拠
」
と
か
「
準
ず
」
と
い
う
こ
と
が
歴
史
上
の
個
人
で
あ
れ
一
回
限

　
　
り
の
事
件
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
制
度
慣
例
に
し
ろ
、
実
際
に
行
な
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た

と
し
、
　
『
紫
明
抄
』
『
河
海
抄
』
に
も
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

「
准
拠
」
の
規
定
を
し
た
。

　
　
物
語
の
人
物
や
事
件
を
史
上
実
際
の
そ
れ
に
あ
て
は
め
て
考
え
う
る
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
古
注
は
史
実
の
そ
れ
ら
を
準
拠
と
呼
ん
だ
。

こ
こ
で
「
古
注
」
と
は
『
弘
安
源
氏
論
義
』
『
紫
明
抄
』
『
河
海
抄
』
た
ど
を
指

す
が
、
は
た
し
て
「
古
注
」
が
「
史
実
の
そ
れ
ら
を
準
拠
と
呼
ん
だ
」
と
い
え

る
だ
ろ
う
か
。
「
准
拠
」
は
、
「
史
実
の
」
「
人
物
や
事
件
」
を
指
す
語
で
は
な

く
、
歴
史
と
源
氏
物
語
と
を
関
係
づ
げ
て
捉
え
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
方
法
的

視
座
を
担
う
語
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
『
河
海
抄
』
は
「
准
拠
」
を
源

氏
物
語
の
「
奥
義
」
解
読
の
た
め
の
方
法
と
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
視
座
か
ら

源
氏
物
語
を
み
よ
う
と
し
た
と
き
、
本
文
中
の
「
た
め
し
」
「
例
」
「
た
と
ひ
」

と
い
う
語
を
、
「
准
拠
」
が
源
氏
物
語
本
文
中
に
表
わ
れ
た
証
左
と
し
て
捉
え

て
き
た
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
本
文
中
に
表
わ
れ
た
「
た
め
し
」
「
例
」
「
た
と

ひ
」
の
語
に
そ
の
証
左
を
確
認
し
た
『
河
海
抄
』
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
此
物
語
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
成
イ
¢

（
た
ら
ひ
）
古
今
〔
真
本
今
古
〕
准
拠
な
き
事
を
は
不
載
也
」
（
賢
木
巻
）
と
言
明

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
准
拠
」
と
い
う
「
奥
義
」
解
読
の
た
め
の
方
法
的
た
視
座
を
も
っ
て
源
氏

物
語
を
み
よ
う
と
し
た
と
き
、
本
文
中
の
「
た
め
し
」
「
例
」
「
た
と
ひ
」
と
い

っ
た
語
が
照
射
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
「
た
め
し
」



「
例
」
「
た
と
ひ
」
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
内
在
的
た
語
に
方
法
と
し
て
の
「
准

拠
」
の
証
左
を
み
た
点
に
『
河
海
抄
』
の
独
白
な
位
置
が
あ
る
。
『
弘
安
源
氏

論
義
』
や
『
紫
明
抄
』
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
「
准
拠
」
と
一
線
を
画
す
点
で
あ

る
。
ま
た
、
『
河
海
抄
』
が
源
氏
物
語
本
文
中
の
「
た
め
し
」
の
語
に
明
確
た

歴
史
へ
の
意
識
を
認
め
る
の
は
源
氏
物
語
の
本
質
を
中
世
的
な
史
観
か
ら
写
し

出
す
所
為
と
い
え
よ
う
。

　
今
一
つ
例
を
示
せ
ぱ
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
　
み
か
と
の
御
い
っ
き
む
す
め
も
を
の
っ
か
ら
あ
や
ま
っ
た
め
し
む
か
し
物

　
　
か
た
り
に
も
あ
り

　
　
　
公
孫
費
　
　
敬
声
武
帝
女

　
　
　
丞
相
欲
蹟
子
罪
陽
石
汚
公
孫
誌
　
漢
書

　
　
　
康
子
内
親
王
延
喜
皇
女
（
村
上
帝
ノ
御
時
）
弘
徴
殿
に
お
は
し
ま
し
げ
る

　
　
　
に
九
条
右
丞
相
し
の
ひ
て
ま
い
ら
せ
給
げ
る
か
の
ち
に
は
あ
ら
は
れ
て

　
　
　
い
て
い
り
給
げ
り
　
閑
院
太
政
大
臣
公
季
の
母
也
世
継

　
　
　
一
又
一
左
京
大
夫
道
雅
密
通
前
蕃
当
子
養
院
母
后
鞍
一
真
本
掌
云
々
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
乙
女
巻
）

　
「
み
か
と
の
御
い
っ
き
む
す
め
」
の
「
を
の
っ
か
ら
あ
や
ま
っ
た
め
」
」
が

「
む
か
し
物
か
た
り
」
に
も
あ
る
と
源
氏
物
語
は
語
っ
て
い
る
。
そ
の
「
た
め

し
」
と
し
て
、
『
河
海
抄
』
は
こ
こ
で
は
『
漢
書
』
や
『
世
継
』
を
あ
げ
て
い

る
。
『
漢
書
』
や
『
世
継
』
は
「
史
上
実
際
の
」
「
人
物
や
事
件
」
と
は
別
で
あ

る
。
「
准
拠
」
は
現
実
の
出
来
事
や
史
実
を
指
し
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
、
史

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

実
を
源
氏
物
語
が
「
素
材
」
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
わ
げ
で
も
な
い
。
「
准
拠
」

と
い
う
視
座
を
『
河
海
抄
』
は
も
つ
こ
と
で
源
氏
物
語
の
抱
え
も
つ
「
奥
義
」

と
い
っ
た
内
在
的
た
説
明
原
理
に
触
れ
よ
う
と
す
る
方
向
性
が
そ
こ
に
。
表
わ
れ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
源
氏
物
語
に
歴
史
と
し
て

の
本
質
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
乙
女
巻
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い

　
　
良
房
の
大
臣
と
き
こ
え
げ
る
、
い
に
し
へ
の
例
に
な
ず
ら
へ
て
、
白
馬
ひ

　
　
き
、
節
会
の
目
々
、
内
（
裏
）
の
儀
式
を
う
つ
し
て
、
昔
の
た
め
し
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
も
事
そ
へ
て
、
い
つ
か
し
き
御
有
様
た
り
。
　
（
１
１
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

こ
の
箇
所
に
対
し
て
『
河
海
抄
』
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　
よ
し
ふ
さ
の
お
と
二
な
と
き
こ
え
げ
る
い
に
し
へ
の
人
〔
真
李
れ
ゐ
〕
に
な
そ

　
　
ら
へ
て
あ
を
む
ま
を
ひ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
子
殿
歎

　
　
　
光
仁
天
皇
宝
亀
六
年
正
月
七
日
天
皇
御
楊
梅
院
安
殿
設
宴
於
五
位
以
上

　
　
　
既
而
内
厩
宴
進
青
御
馬
兵
部
省
五
位
已
上
装
馬
是
白
馬
始
也

　
　
　
忠
仁
公
覧
白
馬
事
旧
記
所
見
未
詳
云
々
　
但
宇
治
関
白
以
彼
例
覧
之
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
真
本
々
ナ
シ
〕

　
　
　
者
勿
論
歎
白
馬
老
引
諸
院
宮
々
之
故
也
忠
仁
公
依
蒙
准
三
后
宣
旨
被
覧

　
　
　
之
歎
宇
治
関
白
同
之
価
源
氏
太
政
大
臣
同
依
准
三
后
覧
之
者
也

　
　
　
執
政
准
三
宮
例

　
　
　
忠
仁
公
　
貞
観
十
三
年
四
月
十
日
為
准
三
宮

　
　
　
…
…
（
以
下
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

『
河
海
抄
』
は
「
白
馬
始
」
を
記
し
た
後
、
　
「
旧
記
」
に
良
房
の
白
馬
引
き
が

見
え
た
い
と
し
た
上
で
、
「
准
三
宮
」
を
得
て
い
た
か
ら
見
た
こ
と
も
あ
っ
た

だ
ろ
う
（
「
忠
仁
公
依
蒙
准
三
后
宣
旨
被
覧
之
歎
」
）
と
す
る
。
『
河
海
抄
』
は

こ
こ
で
も
、
歴
史
を
「
素
材
」
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
わ

げ
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
図
で
「
准
拠
」
を
あ
げ
て
い
る
わ
げ
で
は
た
い
。

　
『
河
海
抄
』
は
「
い
に
し
へ
の
例
」
「
昔
の
た
め
し
」
に
対
し
て
記
録
を
あ

げ
た
。
そ
れ
は
、
「
准
拠
」
と
い
う
方
法
的
た
視
座
を
も
っ
て
そ
こ
か
ら
照
し

出
し
た
と
き
に
、
「
た
め
し
」
が
、
歴
史
と
し
て
源
氏
物
語
が
編
集
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
鍵
語
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
た
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
『
河
海
抄
』
の
方
法
意
図
を
見
落
し
て
き
た
近
代
以
降
の
「
准
拠
」
論
は
、

『
河
海
抄
』
が
列
挙
す
る
記
録
や
そ
の
他
の
故
事
や
漢
詩
や
物
語
次
ど
を
、
源

氏
物
語
が
実
体
的
に
「
准
」
じ
、
拠
っ
た
も
の
と
考
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

実
体
的
な
問
題
と
し
て
『
河
海
抄
』
が
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
で
あ
る
と

す
る
た
ら
ぱ
、
史
実
と
虚
構
と
い
う
二
元
論
よ
り
発
想
さ
れ
た
池
田
勉
氏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
歴
史
離
れ
」
と
い
い
、
山
中
裕
氏
が
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
」
と
す
る
の
は
妥
当

で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
が
実
体
と
し
て
先
験
的
に
存
在
し
、
そ
れ
を
絶
対
的
な
動

か
し
が
た
い
基
準
と
し
て
源
氏
物
語
を
評
価
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
論

考
は
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
は
先
験
的
に
あ
る
の
で
は
た
く
、
ま
た

実
体
的
な
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
テ
ク
ス
ト
分
析
の
基
準
と
す

る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
乙
女
巻
に
み
ら
れ
る
良
房
の
白
馬
引
き
に
っ
い
て
、
現
代
で
は
「
良
房
の
事

実
は
、
文
献
に
見
え
な
い
」
（
大
系
本
頭
注
）
と
す
る
か
、
『
河
海
抄
』
の
説
を

紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
（
新
潮
古
典
集
成
）
。
「
史
実
」
や
「
事
実
」
に
よ

っ
て
伝
承
の
真
実
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
の
で
た
く
、
　
「
た
め
し
」
に
よ

っ
て
伝
承
が
伝
承
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
と

い
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
源
氏
物
語
が
「
い
に
し
へ
の
例
」
「
昔
の
た
め
し
」

と
語
り
出
せ
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
く
。
い
う
ま
で
も
た
く
、
世

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
受
げ
入
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
乙
女
巻
の
こ
こ
に
お
い

て
い
う
な
ら
ぱ
、
光
源
氏
の
盛
儀
に
良
房
の
「
た
め
し
」
を
引
き
出
し
、
重
ね

合
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
房
の
「
た
め
し
」
が
世
に
あ
っ
た
こ

と
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
語
ろ
う
と
す
る
光
源
氏
の
比
類
た

さ
が
確
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
た
る
。
源
氏
物
語
は
「
た
め
し
」
と
い
う

語
の
機
能
を
語
り
の
方
法
と
し
て
内
在
的
に
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
と
し

て
編
集
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
源
氏
物
語
が
「
た
め

し
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
語
り
進
め
て
い
く
と
ぎ
、
実
体
的
な
現
実
の
出
来
事

が
「
素
材
」
や
「
原
因
」
と
た
っ
て
源
氏
物
語
の
「
た
め
し
」
が
用
い
ら
れ
る
、

と
い
う
の
で
は
次
く
、
源
氏
物
語
が
「
た
め
し
」
と
語
り
出
せ
ば
、
そ
こ
に
世

に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
の
「
こ
と
」
が
立
ぢ
現
わ
れ
る
。
こ
こ
に
「
た
め
し
」

の
語
の
機
能
が
あ
る
。
　
『
河
海
抄
』
が
「
准
拠
」
と
い
う
解
読
の
た
め
の
方
法

論
を
も
っ
て
源
氏
物
語
本
文
か
ら
「
た
め
し
」
を
照
し
出
し
て
、
歴
史
と
し
て



の
源
氏
物
語
の
本
質
を
捉
え
た
こ
と
と
、
源
氏
物
語
の
内
在
的
な

の
語
の
機
能
と
は
響
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

「
た
め
し
」

　
源
氏
物
語
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
た
め
し
」
の
語
の
機
能
を
考
察
す
る
に

際
し
て
、
桐
壷
巻
の
用
例
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

　
桐
壷
巻
に
「
た
め
し
」
と
い
う
語
が
四
例
表
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
あ
し

　
○
○
人
の
誇
り
を
も
、
え
は
父
か
ら
せ
給
は
ず
、
世
の
例
に
も
な
り
ぬ
べ
き
御

　
　
も
て
た
し
な
り
。
（
１
２
７
）

　
の
や
う
／
＼
、
天
の
下
に
も
、
あ
ち
き
な
う
、
人
の
も
て
悩
み
ぐ
さ
に
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

　
　
て
、
楊
貴
妃
の
例
も
、
ひ
き
出
で
つ
べ
う
な
り
ゆ
く
に
、
（
１
２
７
）

　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

　
ゆ
人
の
朝
廷
の
例
ま
で
ひ
き
出
で
二
、
さ
二
め
き
嘆
き
げ
り
。
（
１
４
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

　
↑
ｏ
桐
壷
の
更
衣
の
、
あ
ら
は
に
、
は
か
た
く
も
て
な
さ
れ
し
例
も
、
ゆ
二
し

　
　
う
」
と
思
し
つ
二
み
て
、
（
１
４
６
）

○
ｏ
↑
り
は
桐
壷
帝
が
桐
壷
更
衣
を
異
常
な
ま
で
に
１
寵
愛
し
、
つ
い
に
は
国
が
乱

れ
か
ね
な
い
し
、
ま
た
桐
壷
更
衣
が
他
の
女
御
・
更
衣
か
ら
妬
ま
れ
、
迫
害
さ

れ
死
に
至
る
と
い
う
こ
と
を
「
た
め
し
」
と
し
て
、
人
々
が
噂
し
、
広
ま
っ
て

い
く
と
語
り
、
ｏ
ゆ
は
玄
宗
皇
帝
が
楊
貴
妃
を
寵
愛
し
、
国
が
乱
れ
た
こ
と
が
、

す
で
に
世
に
「
た
め
し
」
と
し
て
広
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
「
た
め
し
」
が
本
朝

の
桐
壷
帝
と
桐
壷
更
衣
に
引
き
あ
て
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
く
と
語
る
。
こ

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

の
い
～
↑
○
は
、
一
見
、
○
ｏ
↑
Ｄ
の
桐
壷
帝
と
桐
壷
更
衣
の
「
た
め
し
」
と
、
の
ゆ

の
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
「
た
め
し
」
と
に
分
類
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
扱
い
方
と
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
の
ゆ
が
『
長
恨

歌
』
や
『
長
恨
歌
伝
』
と
い
っ
た
玩
実
に
存
在
し
享
受
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
「
た
め
し
」
が
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
○
Ｄ
↑
Ｏ
は
源
氏

物
語
自
身
が
語
っ
て
い
る
内
側
の
も
の
、
と
す
る
分
け
方
で
あ
る
。
の
ゆ
は
そ

の
「
た
め
し
」
と
し
て
実
体
的
た
も
の
を
想
定
し
、
時
問
的
に
源
氏
物
語
以
前

に
あ
っ
た
も
の
、
空
間
的
に
も
外
側
に
あ
る
も
の
と
し
て
『
長
恨
歌
』
な
ど
を

認
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
の
捉
え
方
は
、
「
た
め
し
」
が
現
実
に
あ
っ
た
出

来
事
に
基
づ
く
、
と
い
う
認
識
と
同
一
で
あ
り
、
現
実
に
あ
っ
た
出
来
事
が
実

体
的
、
固
定
的
な
『
長
恨
歌
』
や
『
長
恨
歌
伝
』
に
置
き
換
え
ら
れ
た
に
す
ぎ

な
い
。
○
○
↑
Ｏ
と
の
ゆ
を
分
げ
る
の
で
は
な
く
、
「
た
め
し
」
の
語
の
機
能
と
し

て
は
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
点
を
論
じ
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
。

　
の
「
楊
貴
妃
の
例
」
と
ゆ
「
人
の
朝
廷
の
例
」
の
箇
所
は
、
桐
壼
巻
が
白
氏

文
集
の
『
長
恨
歌
』
や
『
長
恨
歌
伝
』
を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
議

論
を
生
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
小
西
甚
一
氏
、
玉
上
琢
彌
氏
を
は
じ
め
と
し
て
多

　
　
　
　
　
　
　
◎

く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
が
『
長
恨
歌
』
の
「
漢
皇
」
の
、

「
女
御
・
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
げ
る
」
が
「
重
色
思
傾
国
」
の
、
「
す
ぐ

れ
て
時
め
き
給
ふ
あ
り
げ
り
」
が
「
一
朝
選
在
君
王
側
」
の
、
そ
れ
ぞ
れ
「
和

　
＠

文
化
」
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
『
長
恨
歌
』
と
源
氏
物
語
を
一
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

一
の
関
係
で
対
置
し
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
問
的
に
後
代
に
書
き
と
ど

め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
源
氏
物
語
を
も
っ
て
「
和
文
化
」
と
評
価
さ
れ
て
い

る
だ
げ
で
あ
る
。
ま
た
、
『
李
夫
人
』
の
彰
響
を
論
じ
る
新
間
一
美
氏
は
、
桐

壷
巻
及
び
他
の
巻
々
と
の
字
句
上
の
照
応
を
刻
明
に
指
摘
し
、
　
「
求
め
て
も
得

ら
れ
ぬ
魂
の
か
わ
り
に
『
血
縁
』
と
『
相
似
』
の
条
件
を
備
え
た
現
実
の
人
間

を
登
場
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
李
夫
人
の
『
反
魂
』
か
ら
暗
示
を
受
げ
、
し
か

も
そ
う
し
た
漢
詩
文
の
世
界
か
ら
離
れ
た
源
氏
物
語
独
自
の
長
編
化
の
方
法
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
っ
た
」
と
結
論
づ
げ
た
。
し
か
し
、
照
応
す
る
字
句
が
い
か
ほ
ど
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
が
「
長
編
化
の
方
法
」
に
「
暗
示
」
を
与
え
た
と
、
ど
の
よ
う

に
し
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
。

　
こ
う
し
た
論
考
に
共
通
す
る
問
題
を
、
　
「
た
め
し
」
の
語
の
扱
い
方
と
か
か

わ
ら
せ
て
、
二
つ
の
点
か
ら
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
一
っ
は
、
字
句
上
の
照
応
が
認
め
ら
れ
る
と
、
時
問
的
に
先
行
す
る

『
長
恨
歌
』
と
後
代
の
源
氏
物
語
と
を
、
素
材
と
表
現
と
い
っ
た
二
元
論
的
な

視
座
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
者
を
た
ん
に
影
響
関
係

に
収
鮫
さ
せ
て
い
る
だ
げ
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
単
線
的
な
時
問
の
流
れ
を

基
盤
と
し
た
解
釈
が
絶
対
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
そ
も
そ
も
問
題
で

あ
る
の
は
、
「
た
め
し
」
と
語
ら
れ
た
こ
と
で
、
現
実
の
出
来
事
や
書
か
れ
た
も

の
と
し
て
の
漢
詩
や
故
事
な
ど
の
存
在
を
実
体
的
た
も
の
と
認
定
し
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
「
た
め
し
」
と
な
っ
た
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
　
「
准
拠
」
と
い
う
方
法
論
か
ら
源
氏
物
語
の
「
た
め
し
」
を
照
し
出

し
た
、
と
い
う
『
河
海
抄
』
の
方
法
に
気
づ
か
ず
、
「
た
め
し
」
と
あ
れ
ほ
、

そ
れ
以
前
に
そ
の
依
拠
し
た
先
行
の
実
体
的
た
何
か
が
あ
っ
た
と
速
断
し
た
と

こ
ろ
か
ら
く
る
誤
り
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
実
体
的
な
も
の
が
先
験
的
に
あ
っ
た

と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
　
「
楊
貴
妃
の
例
」
や
「
人
の
朝
廷
の
例
」
と
い
う

よ
う
に
、
む
し
ろ
は
っ
き
り
と
提
示
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
た
め

し
」
を
引
く
、
と
い
う
語
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
今
語
ら
れ
っ
っ
あ
る
桐
壷
帝
と
桐
壷
更
衣
の
物
語
に
、
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃

の
「
た
め
し
」
と
し
て
引
き
出
し
、
重
ね
よ
う
と
す
る
。
引
き
出
し
、
重
ね
よ

う
と
す
る
と
き
、
源
氏
物
語
は
そ
の
両
者
を
ど
う
い
う
点
で
重
ね
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
楊
貴
妃
の
例
」
や
「
人
の
朝
廷
の
例
」
が
先
行
し
て

実
体
的
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
先
に
掲
げ
た
の
に
つ
い
て
み
れ
ぱ
次
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
た
。

　
　
上
達
部
・
上
人
な
ど
も
、
あ
い
た
く
、
目
を
そ
ぱ
め
つ
二
、
「
い
と
、
ま

　
　
ぱ
ゆ
き
、
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。
唐
土
に
も
、
か
二
る
、
事
の
起
り
に
こ

　
　
そ
、
世
も
乱
れ
悪
し
か
り
げ
れ
」
（
１
２
７
）

「
世
も
乱
れ
悪
し
か
り
げ
れ
」
と
あ
る
点
に
注
目
す
る
た
ら
ぱ
、
玄
宗
皇
帝
が

楊
貴
妃
を
激
し
く
寵
愛
し
、
そ
れ
が
つ
い
に
は
国
の
乱
れ
に
ま
で
及
ん
だ
、
と

い
う
点
が
「
楊
貴
妃
の
例
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
「
た
め
し
」
と
し
て



聞
き
手
に
受
げ
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
桐
壷
壷
と
桐
壷
更
衣
の
「
た
め
し
」
も
ま

た
そ
れ
と
同
じ
「
た
め
し
」
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
て
い
く
、
と
い
う
わ
げ
で

あ
る
。
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
「
た
め
し
」
と
桐
壷
帝
と
桐
壷
更
衣
の
「
た
め

し
」
が
実
体
的
に
、
前
提
的
に
あ
っ
た
の
で
は
た
い
。
む
し
ろ
、
世
に
あ
っ
た

こ
と
と
し
て
引
き
出
し
、
「
た
め
し
」
と
い
う
語
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
っ
た
こ
と
と
し
て
の
「
こ
と
」
が
現
わ
れ
、
重
な
り
、
ま
た
、
と
き
と
し
て

ず
れ
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
も
う
一
っ
の
問
題
点
は
、
桐
壷
巻
に
対
す
る
影
響
と
い
う
こ
と
に
っ

い
て
論
じ
ら
れ
る
と
き
、
『
長
恨
歌
』
、
『
長
恨
歌
伝
』
、
『
李
夫
人
』
な
ど
が
、

全
て
書
か
れ
た
「
作
品
」
と
し
て
の
扱
い
し
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
源
氏
物
語
が
物
語
内
に
と
り
込
ん
で
こ
よ
う
と
す
る
の
は
、
静
的
で

固
定
的
な
「
漢
詩
」
や
「
故
事
」
で
は
な
く
、
世
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
語
り
伝

え
ら
れ
、
広
め
ら
れ
、
た
え
ず
動
き
生
き
て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
で
あ
る
。

た
え
ず
内
部
に
。
抱
え
て
い
る
と
い
う
よ
そ
お
い
を
も
っ
て
い
る
点
を
見
逃
す
べ

　
　
　
　
＠

き
で
は
な
い
。
　
一
方
で
は
、
『
長
恨
歌
』
や
『
長
恨
歌
伝
』
な
ど
を
人
々
が
享

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

受
す
る
な
か
で
「
説
話
化
」
さ
れ
て
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
傾

聴
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
源
氏
物
語
が
抱
え
込
ん
で
い
る
も
の

と
し
て
実
体
的
に
捉
え
る
と
ま
た
問
題
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
実
体
的
に
そ
う

し
た
「
説
話
化
」
が
先
行
し
て
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の

で
は
た
く
、
「
楊
貴
妃
の
例
」
「
人
の
朝
廷
の
例
」
と
語
り
出
さ
れ
た
瞬
間
、
玄

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

宗
皇
帝
が
楊
貴
妃
を
寵
愛
す
る
あ
ま
り
、
国
の
乱
れ
を
ひ
き
起
こ
す
に
ま
で
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
世
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
、
そ
の
「
こ
と
」
が
現
わ
れ

る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
藤
井
貞
和
氏
は
、
平
安
朝
の
人
々
の
『
長
恨
歌
』
の
理
解
が
「
哀
話
的
傾

向
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
詩
人
白
楽
天
は
、
長
恨
歌
の
全
体
に
お
い
て
、

帝
の
楊
貴
妃
へ
の
溺
愛
が
や
が
て
国
難
を
呼
び
入
れ
た
次
第
を
綴
っ
た
も
の
で

あ
り
」
「
源
氏
物
語
の
作
者
の
狙
っ
た
長
恨
歌
の
総
体
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
論
じ
た
。
こ
こ
で
も
実
体
的
に
．
「
た
め
し
」
の
も
と

に
な
っ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
が
ま
ず
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
っ
批

判
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
影
響
が
論
じ
ら
れ
る
と
し
て
も
『
長
恨
歌
』
の
考
察
は

今
具
体
的
に
は
な
し
え
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
楊
貴
妃
の
死
後
、
そ
の
魂
を
道

土
を
招
い
て
求
め
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
い
わ
ぼ
後
半
部
は
少
た
く
と
も
源
氏
物

語
に
お
い
て
「
た
め
し
」
が
現
わ
れ
さ
せ
る
「
こ
と
」
と
は
か
か
わ
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
　
「
た
め
し
」

は
世
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
、
っ
ま
り
「
こ
の
世
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
内
に

お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
は
帝
の
「
た

づ
ね
行
（
く
）
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
」
の
歌
の
よ
う
に
更
衣
の
亡
魂
を
求
め
る
姿

を
も
語
る
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
「
た
め
し
」
の
話
が
機
能
し
、
現
前

さ
せ
よ
う
と
す
る
「
こ
と
」
は
「
こ
の
世
」
の
側
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

　
桐
壷
巻
の
「
世
の
例
に
も
な
り
ぬ
べ
き
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
源
氏

物
語
は
自
ら
語
っ
て
い
く
物
語
を
自
ら
「
た
め
し
」
と
名
付
げ
る
こ
と
で
、
テ

ク
ス
ト
を
編
集
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｇ
Ｄ
の
「
桐
壼
の
更
衣
の
、
…
・
・
例
」
も
、

「
た
め
し
」
と
名
付
け
、
認
定
す
る
こ
と
で
引
き
出
し
、
引
き
出
さ
れ
る
こ
と

で
、
更
衣
が
寵
愛
を
受
げ
つ
つ
も
つ
い
に
は
死
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
「
こ
と
」

が
、
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
語
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
「
た
め
し
」
と
名
付
け
た
り
価
値
が
与
え
ら
れ
な
げ
れ
ぱ
「
こ
と
」
と

し
て
は
現
わ
れ
て
は
こ
な
い
。
喬
木
巻
で
左
馬
頭
の
体
験
と
し
て
語
ら
れ
た
こ

と
を
、
後
で
、
「
は
か
な
き
た
め
し
」
（
１
８
０
）
や
「
賢
き
女
の
た
め
し
」
（
１

８
１
）
と
し
た
り
、
「
明
石
の
入
道
の
た
め
し
」
（
皿
１
３
）
と
語
る
た
ど
数
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

「
た
め
し
」
と
名
を
与
え
ら
れ
な
い
と
何
の
意
味
も
も
た
た
い
。
一
度
語
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
に
は
違
い
た
い
が
、
そ
れ
が
「
た
あ
し
」
と
名
付
げ
ら
れ
た
と

き
、
新
た
に
そ
こ
に
「
こ
と
」
が
現
前
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
源
氏
物
語
に
お
い
て
「
世
の
た
め
し
」
と
い
う
用
例
が
い
く
っ
か
み
ら
れ
る
。

そ
れ
は
「
た
め
し
」
と
い
う
語
の
機
能
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
朝
顔
巻
の
「
か

く
、
世
の
た
め
し
に
な
り
ぬ
べ
き
有
様
、
も
ら
し
給
ふ
な
よ
」
（
皿
６
３
）
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

光
源
氏
が
朝
顔
姫
君
に
懸
想
す
る
こ
と
を
、
藤
裏
葉
巻
の
「
世
の
た
め
し
に
も

な
り
ぬ
べ
か
り
つ
る
身
を
」
（
皿
９
１
）
で
は
夕
霧
と
雲
井
雁
の
こ
と
を
、
若
菜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

上
巻
の
「
う
へ
の
儀
式
は
い
か
め
し
く
、
世
の
例
に
し
っ
ば
か
り
、
も
て
か
し

づ
き
た
て
ま
っ
り
給
へ
れ
ど
」
（
皿
舳
）
は
女
三
宮
の
降
嫁
を
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

の
「
世
の
た
め
し
」
は
引
き
出
し
て
い
る
。
　
「
た
め
し
」
が
「
世
」
と
結
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

き
、
と
り
わ
げ
「
世
の
た
め
し
」
と
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
　
「
た
め

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
」
と
い
う
語
が
こ
ち
ら
の
世
に
属
す
る
こ
と
と
し
て
価
値
づ
げ
る
働
き
を
担

っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
源
氏
物
語
が
用
い
る
「
世
の
た
め

し
」
と
し
て
現
前
さ
せ
て
く
る
「
こ
と
」
は
、
今
見
た
よ
う
に
、
源
氏
物
語
自

ら
が
語
っ
て
い
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
源
氏
物
語
自
ら
を

「
こ
の
世
」
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
編
集
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
そ
お

い
の
表
わ
れ
と
も
い
え
よ
う
。

　
桐
壷
巻
に
お
げ
る
○
○
～
ゆ
の
「
た
め
し
」
は
共
通
し
て
、
　
「
た
め
し
」
と
名

付
げ
、
引
き
出
し
、
世
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
機

能
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
「
た
め
し
」
の
語
の
機
能
を
考
え
る
上
で
、
も
う
一
っ
確
認
し
て
お
き
た
い

重
要
た
こ
と
は
、
こ
の
語
が
「
先
例
」
と
い
う
語
と
同
様
に
「
模
範
」
や
「
観

範
」
と
い
っ
た
価
値
を
担
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
た
め
し
」
と
名
付
げ
、
引

き
出
し
て
く
る
と
き
、
あ
る
設
定
さ
れ
た
一
っ
の
「
規
範
」
や
「
模
範
」
と
し

て
そ
れ
を
価
値
づ
げ
た
り
、
方
向
づ
げ
た
り
す
る
と
い
う
機
能
を
も
つ
語
次
の

で
あ
る
。
「
例
」
「
先
例
」
「
初
例
」
と
い
っ
た
語
が
、
あ
る
「
規
範
」
に
よ
る

価
値
づ
げ
を
担
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
た
め
し
」
の
語

も
「
挽
範
」
に
よ
る
価
値
づ
げ
、
方
向
づ
げ
を
担
う
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
に

お
い
て
、
あ
る
「
規
範
」
か
ら
自
ら
語
っ
た
こ
と
を
引
き
出
し
て
あ
て
は
め
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

提
え
よ
う
と
す
る
例
も
数
多
く
あ
る
。
「
な
ま
め
か
し
う
、
た
ち
よ
き
女
の
例
」

（
１
醐
）
、
「
さ
ま
殊
に
心
深
く
、
な
ま
め
か
し
き
た
め
し
に
は
、
ま
づ
、
思
ひ

出
で
ら
る
れ
ど
」
（
皿
６
０
）
と
い
っ
た
「
た
め
し
」
は
、
あ
る
「
規
範
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
３

て
の
意
味
あ
い
を
強
く
も
つ
が
、
そ
の
よ
う
に
「
た
め
し
」
と
出
さ
れ
る
こ
と

で
、
そ
の
「
た
め
し
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
こ
と
」
を
立
ち
現
わ
れ
さ
せ
る
。
何

が
「
た
め
し
」
に
な
る
も
の
と
し
て
持
定
さ
れ
る
か
は
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
ど
う
い
っ
た
「
規
範
」
に
お
い
て
立
ち
現
わ
れ
さ
せ
て
く
る
の
か
が
、

次
に
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
む
し
ろ
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
た

め
し
」
と
い
う
語
が
あ
ら
ゆ
る
「
こ
と
」
を
多
様
に
立
ち
現
わ
れ
さ
せ
、
引
き

出
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
伝
承
の
構
成
体
と
し
て
の
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編

集
に
か
か
わ
る
鍵
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
み
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
「
た
め
し
」
を
引
く
と
は
、
世
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
語
ろ
う
と
し
て
い
く

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
世
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
語
る
と
い
う
こ
と
を
保
証
し
て

い
る
の
が
、
「
た
め
し
」
と
い
う
語
自
身
の
も
つ
価
値
づ
げ
、
方
向
づ
げ
る
と

い
う
機
能
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

三

　
井
爪
康
之
氏
は
『
一
葉
抄
』
を
中
心
と
す
る
注
釈
の
語
に
お
い
て
、
　
「
注
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
「
解
釈
」
と
い
う
二
つ
の
項
を
区
分
し
て
い
る
。
井
爪
氏
は
『
眠
江
入
楚
』

の
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
論
及
す
る
。

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

弁
の
小
将
、
拍
子
取
り
て
「
梅
が
枝
」
い
だ
し
た
る
ほ
ど
、
い
と
を
か
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６

童
に
て
、
韻
塞
ぎ
の
を
り
、
「
高
砂
」
謡
ひ
し
君
な
り
。
（
ｍ
１
６
）

　
わ
ら
は
に
て
ゐ
ん
ふ
た
き
の
時
高
砂
う
た
ひ
し
　
花
　
さ
か
木
の
巻
に

　
　
あ
り
弄
秘
弁
の
少
将
の
こ
と
を
注
し
た
る
草
子
地
な
り

　
　
　
久
方
の
光
に
ち
か
き
名
の
み
し
て
朝
夕
霧
も
晴
れ
ぬ
山
里

　
　
行
幸
待
ち
聞
え
給
ふ
心
ば
へ
た
る
べ
し
。
（
ｎ
醐
）

　
　
　
　
行
幸
ま
ち
き
こ
え
給
心
は
へ
た
る
へ
し
　
草
子
の
地
な
る
べ
し
（
中

　
　
　
　
　
略
）
　
或
か
っ
ら
の
か
は
は
の
と
げ
か
る
ら
ん
と
あ
そ
は
し
た
る

　
　
　
　
　
を
う
げ
て
月
宮
に
近
き
は
名
の
み
に
て
さ
も
た
き
と
云
心
は
都
に

　
　
　
　
　
近
き
山
里
な
れ
ぱ
行
幸
も
あ
れ
か
し
と
云
心
を
ふ
く
み
た
る
也
其

　
　
　
　
　
心
歌
に
た
し
か
ら
ぬ
を
行
幸
ま
ち
き
こ
え
給
心
と
は
会
釈
し
た
る

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
詞
た
り

　
こ
の
二
例
は
い
ず
れ
も
源
氏
物
語
の
「
草
子
地
」
が
「
注
」
や
「
会
釈
」
を

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
関
し
て
井
爪
氏
は
、

　
　
い
づ
れ
も
表
現
の
不
備
、
不
足
を
補
う
た
め
に
っ
げ
た
注
で
あ
る
。
そ
の

　
　
移
の
最
も
素
朴
た
も
の
が
「
注
」
の
項
に
属
し
、
や
や
作
者
の
立
場
を
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
動
さ
せ
た
も
の
が
「
解
釈
」
の
項
に
属
す
る
。

と
し
て
、
　
「
注
」
と
「
解
釈
」
と
を
分
類
し
た
。
　
「
注
」
が
「
最
も
素
朴
な
も

の
」
で
、
　
「
解
釈
」
が
「
や
や
作
者
の
立
場
を
移
動
さ
せ
た
も
の
」
と
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

は
間
題
で
あ
る
が
、
　
「
注
」
と
「
解
釈
」
と
を
分
げ
て
考
え
る
と
い
う
提
案
は

重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
源
氏
物
語
に
対
す
る
解
釈
史
に
お
い
て
み
た
と
き
、

語
や
句
の
解
釈
を
施
す
「
注
」
と
は
異
次
る
、
　
「
奥
義
」
を
解
読
し
よ
う
と
す

る
方
向
性
を
担
う
も
の
を
「
釈
」
と
し
て
位
置
づ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

た
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
源
氏
釈
』
は
『
源
氏
顕
』
、
『
源
氏
ア
ラ
ハ
シ
』
、
『
源
氏
ア
ラ
ハ
カ
シ
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

も
別
に
称
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
池
田
亀
鑑
氏
は
「
ア
ラ
ハ
シ
」
の
意
味
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
隠
れ
た
部
分
、
不
明
の
部
分
を
明
ら
か
に
し
顕
は
に
す
る
義

と
捉
え
た
。
そ
れ
は
し
か
し
、
た
ん
に
「
不
明
の
都
分
を
明
ら
か
に
」
す
る
と

い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
秘
め
ら
れ
た
「
奥
義
」
を
「
顕
は

に
す
る
」
と
い
う
方
向
性
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
る
べ
き
で
は
た
か
ろ

う
か
。
語
や
句
の
解
釈
を
施
す
「
注
」
の
位
相
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
も
う
一

方
に
、
　
「
奥
義
」
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
論
じ
ょ
う
と
す
る
こ
と
を
目
ざ
す

「
釈
」
の
位
相
と
の
二
つ
の
位
相
が
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
源

氏
物
語
に
対
す
る
解
釈
史
に
お
い
て
、
最
も
初
め
に
位
置
を
占
め
る
『
源
氏

釈
』
に
お
げ
る
、
そ
の
「
釈
」
の
位
相
に
注
目
し
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
つ
づ
く
『
奥
入
』
も
ま
た
『
定
家
卿
釈
』
と
も
称
さ
れ
た
よ
う
に
「
釈
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ク
イ
リ

名
に
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
中
麹
言
定
家
は
巻
々
に
難
儀
を
注
し
て
奥
入
と

名
付
」
（
『
河
海
抄
』
序
）
と
あ
る
よ
う
に
「
難
儀
」
あ
る
い
は
「
難
儀
抄
」
と

も
称
さ
れ
た
点
に
も
、
「
釈
」
の
位
相
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
『
弘
安
源
氏
論
義
』
も
、
あ
る
い
は
『
河
海
抄
』
も
「
釈
」
の
位
相
に
立
っ

て
い
る
。
「
准
拠
」
と
い
う
方
法
論
も
、
「
奥
義
」
解
読
と
い
う
「
釈
」
の
位
相

に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
『
河
海
抄
』
が

「
准
拠
」
と
い
う
方
法
的
視
座
を
通
し
て
、
「
た
め
し
」
「
例
」
「
た
と
ひ
」
の

語
に
拠
っ
て
写
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
一
現
実
に
あ
っ
た
出
来
事
や
人

物
、
あ
る
い
は
漢
詩
や
故
事
や
物
語
た
ど
の
実
体
的
た
こ
と
で
は
た
く
、
歴
史

と
し
て
の
源
氏
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
全
て
実
体
的
た
も
の
に
閉
じ
こ
１
め

て
き
た
と
こ
ろ
に
近
代
以
降
の
「
准
拠
」
論
の
誤
り
が
あ
る
。
　
『
河
海
抄
』
が

担
う
「
釈
」
の
方
法
が
そ
こ
で
は
見
落
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
　
「
准
拠
」

と
い
う
『
河
海
抄
』
の
「
釈
」
の
方
法
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
方
法
論
を
担
う

語
を
、
対
象
を
指
す
語
で
あ
る
と
見
誤
っ
た
た
め
に
、
近
代
以
降
の
研
究
に
お
’

い
て
、
　
「
准
拠
」
と
「
物
語
」
と
い
う
関
係
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
両
老
を
実
体
的
、
可
視
的
な
も
の
と
し
、
そ
の
関

係
を
通
時
的
汰
影
響
関
係
に
置
き
換
え
た
た
め
に
、
素
材
と
表
現
・
事
実
と
虚

構
と
い
っ
た
二
元
論
に
陥
る
こ
と
に
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
元
論
か
ら
は

『
河
海
抄
』
が
捉
え
た
「
た
め
し
」
の
語
の
機
能
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
源
氏
物
語
に
対
す
る
解
釈
史
に
お
い
て
、
　
『
河
海
抄
』
は
「
准
拠
」
と
い
う

方
法
を
も
っ
て
、
源
氏
物
語
を
歴
史
と
し
て
提
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
と

き
、
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
内
在
的
た
語
で
あ
る
「
た
め
し
」
に
そ
の
証
左
を



見
出
し
た
。
「
た
め
し
」
が
世
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
「
こ
と
」
を
立
ち
現
わ

す
と
い
う
点
で
、
源
氏
物
語
が
歴
史
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
た
め
し
」
を
引
く
こ
と
は
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
「
こ
と
」

を
現
前
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
元
来
、
語
る
行
為
が
「
こ
と
」
を
現
象
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
　
「
こ
と
」
と
対
等
の
重
み
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
土
橋
学
に
よ
れ
ば
「
カ
タ
ル
」
の
「
原
義
」
は
「
答
え
る
」
「
説
明
す

る
」
「
解
明
す
る
」
意
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。

　
　
要
す
る
に
カ
タ
リ
と
は
、
聞
き
手
に
対
し
て
説
明
し
て
聞
か
せ
る
話
、
ま

　
　
と
ま
っ
た
彩
を
持
つ
講
義
風
の
話
で
あ
り
、
話
の
内
容
は
客
観
的
事
実
と

　
　
し
て
叙
述
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
客
観
的
事
実
と
は
限
ら
な
い
の

　
　
で
あ
っ
て
、
話
者
の
主
観
的
解
釈
を
客
観
的
事
実
の
彩
で
叙
述
す
る
場
合

　
　
　
　
６

　
　
も
あ
る
。

　
「
答
え
る
」
「
説
明
す
る
」
「
解
明
す
る
」
と
は
一
面
に
お
い
て
、
「
話
老
の

主
観
的
解
釈
を
客
観
的
事
実
の
彩
で
叙
述
す
る
場
合
も
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
価
値
づ
げ
た
り
、
方
向
づ
げ
た
り
す
る
行
為
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
「
説
明
す
る
」
対
象
と
し
て
の
実
体
的
た
も
の
が
前

提
と
し
て
存
在
し
た
げ
れ
ぱ
た
ら
た
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
た
く
、
む
し
ろ
、

「
説
明
す
る
」
、
す
な
わ
ち
価
値
づ
げ
方
向
づ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
こ
と
」

が
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
た
め
し
」
は
そ
う
し
た
機
能
を
担
う
語

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

の
一
つ
で
あ
っ
た
わ
げ
で
あ
る
。
源
氏
物
語
と
い
う
ま
さ
に
「
カ
タ
リ
」
が
本

来
的
に
－
も
っ
機
能
の
一
端
を
『
河
海
抄
』
が
「
た
め
し
」
と
い
う
語
を
通
し
て

み
よ
う
と
し
た
こ
と
を
小
論
は
検
証
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
「
た
め

し
」
と
名
付
げ
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
「
こ
と
」
を
立
ち
現
わ
れ
さ
せ
る
と
こ

ろ
に
、
源
氏
物
語
の
「
カ
タ
リ
」
の
機
能
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

注
¢
本
稿
で
は
便
宜
上
一
．
准
拠
」
の
表
記
に
統
一
し
て
お
く
、

◎
野
村
精
一
氏
『
目
本
文
学
研
究
史
論
』
一
七
三
頁
。
氏
は
一
中
世
以
来
の
源
氏
物

　
語
の
よ
み
手
た
ち
の
訓
み
の
表
現
空
間
の
中
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
」
、

　
「
中
世
思
想
史
の
た
め
の
術
語
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
は
、
阿
部
秋
生
氏
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
、
山
中
裕
氏
『
歴
史
物
語
成

　
立
序
説
』
、
池
田
勉
氏
『
源
氏
物
語
試
論
』
、
渚
水
好
子
氏
『
源
氏
物
語
論
』
な
ど
を

　
指
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
石
田
穣
二
氏
「
朱
雀
院
の
こ
と
と
准
拠
の
こ
と
」
（
『
源
氏

　
物
語
論
集
』
所
収
）
や
奥
村
恒
哉
氏
「
桐
壷
の
巻
『
高
麗
人
』
の
解
釈
－
付
，
準

　
拠
の
問
題
　
　
」
（
文
学
、
昭
和
五
三
年
四
月
）
な
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
は
見

　
解
を
異
に
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
除
い
て
お
く
。

¢
本
文
は
池
田
亀
鑑
氏
『
源
氏
物
語
大
成
　
巻
七
』
に
拠
っ
た
。

　
呵
部
秋
生
氏
・
岡
一
男
氏
・
山
岸
徳
平
氏
編
著
『
増
補
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成

　
３
　
源
氏
物
語
上
』
四
二
八
頁
。
ま
た
、
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
に
も
「
論
義
」

　
の
項
に
。
「
間
答
往
復
し
て
法
門
の
義
理
を
閲
明
す
る
を
云
ふ
。
」
と
あ
る
。

＠
　
『
源
氏
物
語
論
』
八
四
頁
、
九
四
頁
。

¢
本
文
は
玉
上
琢
彌
氏
編
、
山
本
利
達
氏
・
石
田
穣
二
氏
校
訂
『
紫
明
抄
河
海

　
抄
』
に
拠
る
。
以
下
も
『
河
海
抄
』
の
引
用
は
全
て
本
書
に
凱
る
。

＠
本
文
は
山
岸
徳
平
氏
校
注
岩
波
目
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
に
拠
る
。
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

　
下
も
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
全
て
本
書
に
拠
る
。
（
）
内
の
数
字
は
巻
数
と
頁

　
数
を
表
わ
す
。

＠
　
「
源
氏
物
語
『
桐
壷
』
の
作
品
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
源
氏
物
語
試
論
』
所
収
）

　
で
、
「
歴
史
的
事
実
に
準
拠
す
る
方
法
」
か
ら
「
歴
史
的
事
実
の
借
用
を
離
れ
て
、

　
物
語
の
世
界
そ
の
も
の
が
形
成
す
る
真
実
性
を
造
型
す
る
方
法
」
に
至
る
と
こ
ろ
に

　
「
歴
史
離
れ
」
（
二
八
頁
）
を
み
て
い
る
。

＠
　
『
平
安
朝
文
学
の
史
的
研
究
』
で
、
白
馬
の
節
会
が
「
そ
れ
以
前
の
時
代
の
文
献

　
に
見
当
た
ら
ぬ
」
点
か
ら
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
」
で
あ
る
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
（
一

　
一
五
頁
）
。

◎
藤
井
貞
和
氏
「
物
語
論
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
第
五
集
』
所
収
）
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
螢
巻
の
物
語
論
に
つ
い
て
「
『
あ
り
の
ま
ま
』
で
は
な
い
が
、
現
実
の
「
こ
の
世
」

　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

　
に
あ
っ
た
こ
と
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　
ま
た
「
架
空
の
人
物
で
は
な
い
の
だ
、
と
言
い
く
る
め
て
い
る
に
す
ぎ
た
い
。
く
れ

　
ぐ
れ
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
安
易
に
モ
デ
ル
論
の
た
ぐ
い
を
引
き
出
さ
た
い
よ
う

　
に
、
気
を
つ
げ
た
げ
れ
ぱ
た
ら
た
い
」
（
ニ
ハ
八
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
本
稿
の
論

　
旨
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

＠
　
小
西
甚
一
氏
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
三
〇
年
三
月
。
玉

　
上
琢
繭
氏
「
桐
壷
巻
と
長
恨
歌
と
伊
勢
の
御
」
国
語
国
文
、
昭
和
三
〇
年
四
月
。

＠
注
＠
の
小
西
甚
一
氏
、
前
掲
論
文
。

＠
　
「
李
夫
人
と
桐
壷
巻
」
阪
倉
篤
義
氏
監
修
『
論
集
目
本
文
学
・
日
本
語
　
２
　
中

　
古
』
（
二
五
九
頁
）
所
収
。

＠
藤
井
貞
和
氏
は
「
物
語
は
、
広
く
口
承
的
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
内
容
の
一
部
分
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
文
字
に
書
か
れ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
た
て
ま
え
で
す
」
と
す
で
に
論

　
じ
て
い
る
（
コ
言
間
う
薬
玉
』
八
九
頁
）
。

＠
藤
井
貞
和
氏
『
源
氏
物
語
の
始
源
と
現
在
』
で
は
「
長
恨
歌
説
話
」
（
一
一
五
頁
）

　
と
呼
び
、
上
野
英
二
氏
「
長
恨
歌
か
ら
源
氏
物
語
へ
」
（
国
語
国
文
、
昭
和
五
六
年

二
六

　
九
月
）
で
「
説
話
化
」
と
し
て
い
る
。

＠
注
＠
の
藤
井
貞
和
氏
、
前
掲
書
一
一
六
頁
。

＠
　
「
世
の
た
め
し
」
は
『
源
氏
物
語
大
成
　
巻
四
　
索
引
篇
』
に
よ
れ
ぱ
、
全
て
で

　
１
０
例
あ
る
。

＠
　
「
眠
江
入
楚
お
よ
び
湖
月
抄
の
『
草
子
地
』
に
つ
い
て
　
　
眠
江
入
楚
を
中
心
に

　
し
て
ー
」
中
世
文
芸
、
三
五
号
。

ゆ
本
文
は
源
氏
物
語
古
註
釈
大
成
『
眠
江
入
楚
』
（
目
本
図
書
セ
ソ
タ
ー
）
に
拠
る
。

＠
注
＠
井
爪
康
之
氏
、
前
掲
論
文
。
な
お
、
「
『
草
子
地
』
の
原
初
彩
態
の
解
明
－

　
一
葉
抄
を
手
が
か
り
に
し
て
ー
」
（
国
語
国
文
、
昭
和
四
三
年
八
月
）
で
は
、
「
作

　
者
の
意
図
は
、
や
は
り
、
不
備
を
補
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
『
注
』
も
『
解

　
釈
』
も
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
な
ん
ら
相
違
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
若
干
の
違
い

　
か
み
せ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
注
」
と
「
解
釈
」
を
区
分
す
る
と
い
う
提
案
を
重

　
視
し
た
い
の
で
あ
る
。

ゆ
注
◎
池
田
亀
鑑
氏
、
前
掲
書
、
二
九
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
寺
本
直
彦
氏
「
『
源

　
氏
釈
』
と
『
源
氏
ア
ラ
ハ
シ
（
源
氏
ア
ラ
ハ
カ
シ
）
』
」
（
青
山
語
文
、
昭
和
六
〇
年

　
三
月
）
で
、
「
同
一
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
が
、

　
一
応
こ
こ
で
は
池
田
氏
の
説
に
従
っ
て
お
く
。

＠
注
＠
池
田
亀
鑑
氏
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。

ゆ
　
注
◎
阿
部
秋
生
氏
他
編
著
、
前
掲
書
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
四
二
七
頁
）
。

＠
　
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』
三
一
八
頁
、
三
二
一
頁
。
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