
栄
華
　
そ
　
の
光
と
影

－
－
1
源
氏
物
語
初
音
・
胡
蝶
巻
と
紫
式
部
日
記
1

原

　

　

田

　

　

敦

　

子

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
玉
婁
十
帖
の
初
音
巻
か
ら
野
分
巻
ま
で
の
六
帖
は
、
新
装
な

っ
た
六
条
院
を
舞
台
に
、
光
源
氏
三
十
六
歳
の
春
か
ら
秋
ま
で
を
四
季
の
推
移

と
年
中
行
事
を
軸
に
措
き
、
源
氏
が
主
宰
す
る
六
条
院
世
界
の
栄
華
と
み
や
び

の
生
活
を
月
次
形
式
で
展
開
し
て
ゆ
く
。
こ
の
う
ち
春
の
部
を
受
持
つ
の
が
初

音
巻
と
胡
蚊
巻
で
あ
る
が
、
前
者
で
は
、
六
条
院
が
迎
え
た
初
め
て
の
春
の
め

で
た
さ
を
、
元
日
の
歯
固
め
や
餅
銃
、
子
の
日
の
遊
び
、
二
日
の
臨
時
客
、
十

四
日
の
男
踏
歌
な
ど
を
ち
り
ば
め
て
絞
り
、
後
者
で
は
、
晩
春
の
華
毘
き
わ
ま

り
な
い
景
の
中
で
、
紫
上
方
の
春
の
町
の
船
楽
と
秋
好
中
宮
の
季
御
読
経
と
い

う
二
つ
の
盛
儀
が
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
の
あ
る
も
の
に
は
既
に
準

拠
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
準
拠
と
な
る
べ
き
行
事
の
年
代
が
、
玉
婁
十

帖
の
成
立
年
代
の
推
定
に
有
効
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
行
事
の
中
に
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
描
か
れ
た
行
事
と
部
分

的
に
相
似
す
る
も
の
も
見
ら
れ
、
『
源
氏
物
語
』
　
『
紫
式
部
日
記
』
双
方
の

行
事
に
関
す
る
叙
述
に
は
、
行
文
上
の
煩
似
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
紫
式
部
は
自
ら
の
宮
仕
え
中
に
見
聞
し
た
行
事
を
『
源
氏
物
語
』
の

創
作
に
生
か
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
『
紫
式
部
日
㌢
文
章
を
も
物
語
中
に

一
部
取
り
入
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
う
な
る
と
、
冒
記
』
は
『
源
氏
物

語
』
執
筆
の
た
め
の
創
作
ノ
ー
ト
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
紫
式
部
が
『
日
記
』
を
執

輩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
盛
俵
を
見
る
限
1
－
巣
華
の
光
と
影
を
瞑
な

く
凝
祝
し
、
表
現
す
る
方
法
1
－
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
『
源
氏
物
語
』

の
創
作
に
確
実
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
初
音
・
胡
蝶
両
巻
の
叙
述
の
中

に
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

山
中
裕
氏
は
、
初
音
巻
の
正
月
行
事
に
つ
い
て
、
六
条
院
を
安
定
し
た
世
界

と
し
て
落
着
か
せ
る
た
め
に
は
、
当
時
、
式
部
が
仕
え
て
い
た
道
長
の
土
御
門

邸
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
宮
廷
行
事
を
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
式
部
は
道
長
と
そ
の
一
族
の
人
々
を
崇
拝
の
気
拝
で
眺
め
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
美
し
い
正
月
の
六
条
院
の
場
面
も
書
く
こ
と
が
で
き
た
と

さ
れ
、
二
日
の
臨
時
客
の
準
拠
を
冒
記
』
に
も
描
か
れ
た
寛
弘
七
年
正
月
二

（2）

日
の
臨
時
客
に
求
め
ら
れ
た
。
無
論
、
こ
う
し
た
準
拠
説
に
は
物
語
の
成
立
年

代
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
氏
は
、
寛
弘
四
年
末
頃
に
は
一

応
巻
末
ま
で
雷
か
れ
て
い
た
藤
裏
葉
巻
の
記
事
に
、
寛
弘
五
年
十
月
十
六
日
の
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妄
帝
土
御
門
殿
行
幸
を
目
の
あ
た
り
琵
た
式
部
が
大
幅
に
手
を
加
え
た
の

で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
今
井
源
衛
氏
の
説
に
重
ね
て
、
あ
る
い
は
究
弘
七
年
頃

に
も
う
一
度
手
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ぬ
と
も
述
べ
て
お
ら

（1）

れ
る
。
た
だ
し
、
初
音
巻
の
臨
時
客
は
六
条
院
で
行
わ
れ
た
摂
関
大
臣
家
の
そ

れ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
日
記
』
の
は
中
宮
臨
時
客
で
あ
り
、
中
宮
彰
子
は

前
年
寛
弘
六
年
十
一
月
二
十
五
日
に
三
宮
敦
良
親
王
を
出
産
後
、
十
二
月
二
十

六
日
に
内
裏
に
還
啓
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
舞
台
も
里
邸
の
土
御
門
殿
で
は
な

く
、
前
年
十
月
十
九
日
に
】
条
天
皇
が
透
幸
さ
れ
た
枇
杷
殿
内
裏
で
あ
る
。
も

っ
と
も
中
宮
臨
時
客
と
て
、
中
宮
の
里
邸
た
る
道
長
家
の
権
勢
を
背
景
に
行
わ

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
初
音
巻
と
『
日
記
』
の
臨
時
客
の
記
事
に
描
か
れ
た
の

は
、
い
ず
れ
も
当
代
一
の
椎
力
者
の
勢
威
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
紫
式
部
の

（5）

初
出
仕
は
寛
弘
三
年
十
二
月
二
十
頚
と
考
え
ら
れ
る
が
、
寛
弘
四
年
．
五
年

（6）

の
正
月
二
日
と
寛
弘
六
年
正
月
二
日
に
中
宮
大
理
と
道
長
家
臨
時
客
の
双
方
が

行
わ
れ
た
際
に
は
、
式
部
は
い
つ
も
中
宮
に
従
っ
て
内
裏
に
い
た
は
ず
で
あ
る

か
ら
、
式
部
が
実
見
し
え
た
臨
時
客
の
最
初
の
も
の
が
寛
弘
七
年
正
月
二
日
の

中
宮
臨
時
客
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
初
音
巻
に
措
か
れ
た
六
条
院
の
臨

時
客
は
、
式
部
が
実
見
し
た
中
宮
臨
時
客
に
依
拠
し
っ
つ
、
同
僚
女
房
な
ど
か

ら
耳
に
し
た
道
長
家
臨
時
客
の
有
様
を
重
ね
て
描
き
出
し
た
行
事
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

胡
蚊
巻
で
は
、
晩
春
「
三
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
こ
ろ
は
ひ
」
に
春
の
町
の

紫
上
方
の
船
楽
が
、
つ
い
で
翌
日
に
は
秋
好
中
宮
の
季
御
読
経
が
、
少
女
巻
に

お
け
る
中
富
の
挑
み
か
け
に
始
ま
る
春
秋
優
劣
論
争
の
経
過
を
踏
ま
え
て
、
絢

爛
豪
華
な
イ
メ
ー
ジ
を
ち
り
ば
め
て
開
幕
し
た
。
こ
の
う
ち
中
宮
季
御
読
経
に

つ
い
て
は
、
近
年
、
甲
斐
稔
氏
が
、
長
保
二
年
二
月
の
立
后
後
、
春
秋
の
恒
例

の
行
事
と
し
て
確
立
し
、
春
季
は
原
則
と
し
て
三
月
下
旬
に
催
さ
れ
た
彰
子
の

中
宮
季
御
読
経
に
よ
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
法
会
興
行
の
目
的
は
、
史

実
と
し
て
も
、
ま
た
物
語
の
構
想
上
か
ら
も
、
中
宮
自
身
の
権
威
の
確
立
と
、

中
富
の
後
見
老
た
る
道
長
と
光
源
氏
の
権
勢
の
示
威
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て

（8）

い
る
。
甲
斐
氏
の
論
に
附
敬
さ
れ
た
長
保
二
年
か
ら
長
和
元
年
に
至
る
春
秋
の

中
宮
季
御
読
経
の
発
綴
目
の
表
の
う
ち
、
春
季
で
三
月
下
旬
に
あ
た
る
の
は
、

長
保
三
年
（
二
十
八
日
）
・
寛
弘
六
年
（
二
十
六
日
）
・
寛
弘
七
年
（
二
十
二

日
）
・
寛
弘
八
年
（
二
十
七
日
）
の
四
回
の
み
で
あ
る
。
究
弘
五
年
以
前
は
、

三
月
中
旬
三
回
、
四
月
二
回
、
五
月
二
回
、
六
月
一
回
で
あ
る
か
ら
、
長
保
三

年
の
三
月
下
旬
の
例
は
む
し
ろ
稀
有
な
方
に
属
す
る
。
従
っ
て
、
式
部
が
胡
蝶

巻
の
中
宮
季
御
読
経
を
三
月
下
旬
の
こ
と
と
設
定
し
た
の
は
、
長
保
三
年
の
遠

い
例
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
寛
弘
三
年
十
二
月
二
十
九
日
と
推
定
さ
れ
る
式
部

の
初
出
仕
以
後
に
経
験
し
た
寛
弘
六
、
七
、
八
年
三
月
下
旬
の
彰
子
中
宮
季
御

読
経
の
例
に
よ
っ
て
い
よ
う
。
式
部
が
準
拠
と
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
三
年
の
い

ず
れ
か
の
例
も
し
く
は
三
箇
年
の
例
の
総
収
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の

場
合
、
も
っ
と
も
蓋
然
性
が
高
い
の
は
、
前
年
寛
弘
五
年
九
月
十
一
日
に
敦
成

親
王
を
出
産
し
て
中
宮
の
地
位
を
ゆ
る
ぎ
な
き
も
の
と
し
、
今
ま
た
第
二
千
を

（9）

懐
妊
中
の
中
宮
が
催
さ
れ
た
寛
弘
六
年
三
月
二
十
六
日
発
願
の
例
と
い
う
こ
と

が
言
え
よ
う
か
。
以
上
の
点
か
ら
す
る
と
、
初
音
・
胡
掟
両
巻
に
措
か
れ
た

行
事
に
、
紫
式
部
出
仕
後
の
究
弘
年
間
の
宮
廷
や
土
御
門
殿
で
の
行
事
が
投
影

し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

三
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
こ
ろ
は
ひ
、
春
の
御
前
の
あ
り
さ
ま
、
常
よ
り

こ
と
に
尽
く
し
て
に
は
ふ
花
の
色
、
鳥
の
声
、
他
の
里
に
は
、
ま
だ
古
り

ぬ
に
や
、
と
め
づ
ら
し
う
見
え
聞
こ
ゆ
。
山
の
木
立
、
中
島
の
わ
た
り
、

色
ま
さ
る
苔
の
け
し
き
な
ど
、
若
き
人
々
の
は
っ
か
に
心
も
と
な
く
思
ふ

べ
か
め
る
に
、
唐
め
い
た
る
舟
造
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
、
急
ぎ
さ
う
ぞ
か
せ
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た
ま
ひ
て
、
お
ろ
し
始
め
さ
せ
太
ま
ふ
日
は
、
雅
楽
寮
の
人
召
し
て
、
船

（10）

の
楽
せ
ら
る
。
親
王
た
ち
上
達
部
な
ど
あ
ま
た
参
り
た
ま
へ
り
。

秋
好
中
宮
の
季
御
読
経
に
先
立
つ
一
日
、
初
音
巻
で
「
生
け
る
仏
の
御
国
」

と
荘
厳
さ
れ
た
春
の
町
で
、
紫
上
方
の
船
菜
が
開
催
さ
れ
た
。
島
津
久
某
氏

は
、
こ
の
胡
蚊
巻
の
船
楽
と
紅
葉
賀
巻
の
船
楽
の
「
空
想
の
在
村
」
の
随
一
に
、

（
〓
）

寛
弘
五
年
十
月
十
六
日
の
一
条
天
皇
の
道
長
第
行
幸
の
俵
を
挙
げ
ら
れ
、
萩
谷

朴
氏
も
、
少
女
巻
の
朱
雀
院
行
幸
の
際
の
船
楽
や
胡
蝶
巻
の
船
菜
と
、
寛
弘
五

年
十
月
十
六
日
の
土
御
門
殿
行
幸
の
際
の
胎
楽
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
、
胡
扶

巻
の
船
楽
に
つ
い
て
は
、
竜
頭
鋤
首
の
胎
を
南
池
に
浮
か
べ
、
夜
に
入
る
と
御

前
の
池
に
寄
火
を
と
も
し
て
御
階
の
も
と
に
楽
人
を
召
し
、
階
上
の
上
達
部
・

（12）

親
王
達
と
管
絃
を
合
奏
す
る
趣
向
が
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら

に
山
中
裕
氏
は
、
胡
媒
巻
の
伯
楽
と
土
御
門
殿
行
幸
の
際
の
そ
れ
と
の
関
連
に

つ
い
て
、
季
節
の
遣
い
は
あ
る
も
の
の
、
新
造
の
船
で
船
楽
が
行
わ
れ
、
し
か

も
中
宮
の
里
下
り
中
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
挙
げ
ら
れ
て
、

唐
め
い
た
る
船
つ
く
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
。
（
中
略
）
龍
頭
閻
首
を
、
唐
の

よ
そ
ひ
に
、
こ
と
ご
と
し
う
し
つ
ら
ひ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
（
胡
蝶
）

そ
の
日
あ
た
ら
し
く
造
ら
れ
た
る
船
ど
も
、
さ
し
よ
せ
さ
せ
て
御
覧
ず
。

れ
う
と
う
げ
き
し
ゆ
の
生
け
る
か
た
ち
思
ひ
や
ら
れ
て
、
　
　
（
日
記
）

暮
れ
か
か
る
程
に
皇
賓
と
い
ふ
楽
、
い
と
面
白
く
閻
ゆ
る
に
、
（
胡
蝶
）

暮
れ
ゆ
く
ま
1
に
楽
ど
も
い
と
お
も
し
ろ
し
。
（
1
3
）
　
　
（
日
記
）

の
如
く
、
文
章
上
の
共
通
点
も
多
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
同
じ
く

文
章
上
の
共
通
点
と
し
て
山
中
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
、

こ
の
山
の
さ
き
よ
り
漕
ぎ
ま
ひ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
胡
蝶
）

山
の
さ
き
の
道
を
舞
ふ
ほ
ど
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
記
）

の
部
分
は
、
胡
蝶
巻
の
方
が
、
紫
上
方
の
伯
楽
に
招
待
さ
れ
た
中
宮
方
の
若
い

女
房
達
を
乗
せ
た
舟
の
こ
と
を
言
う
の
に
対
し
、
『
日
記
』
の
方
は
、
長
慶
子

（14）

を
退
出
音
声
に
奏
し
な
が
ら
楽
船
が
「
南
山
の
埠
頭
を
廻
る
」
さ
ま
を
言
う
の

で
あ
っ
て
、
南
池
の
築
山
の
岬
を
舟
が
漕
ぎ
廻
る
点
で
は
一
致
す
る
も
の
の
、

描
か
れ
た
事
柄
が
行
事
に
占
め
る
意
味
合
い
に
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
胡
蝶
巻
の
中
宮
女
房
が
舟
に
乗
っ
て
春
の
町
を
訪
問

す
る
と
い
う
趣
向
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
益
田
勝
突
氏
が
『
日
記
』
寛
弘
五
年

九
月
十
六
日
夜
の
女
房
舟
遊
び
の
記
事
と
の
関
連
に
注
目
さ
れ
て
、
女
房
が
舟

遊
び
す
る
と
い
う
こ
と
は
ご
く
日
常
の
生
活
事
で
、
同
時
に
屡
々
は
な
い
こ
と

か
ら
、
式
部
の
想
像
の
産
物
や
伝
聞
で
は
な
く
、
九
月
十
六
日
の
経
験
が
胡
蚊

巻
の
描
写
を
生
ん
だ
と
さ
れ
、
「
尋
常
の
モ
デ
ル
論
の
材
料
と
相
異
っ
て
余
り

に
宮
廷
生
活
の
尋
常
な
断
片
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
モ
デ
ル
価
値
が
高
い
の
で

（15）

は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

広
大
な
敷
地
に
四
季
の
町
を
配
註
し
た
六
条
院
は
、
光
源
氏
の
権
勢
の
象
徴

で
あ
る
と
共
に
、
季
節
美
の
極
致
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
春
の
部
に
あ
た
る
初
音

巻
と
胡
喋
巻
は
、
六
条
院
が
初
め
て
迎
え
た
春
を
こ
と
さ
ら
丹
念
に
措
い
て
、

源
氏
の
栄
華
の
絶
頂
を
表
現
す
る
と
共
に
、
辺
境
の
筑
紫
か
ら
忽
然
と
六
条
院

に
姿
を
現
し
た
玉
堂
を
、
全
盛
期
の
中
に
既
に
老
化
の
萌
し
が
見
え
か
か
っ
た

六
条
院
世
界
の
次
代
を
担
う
主
役
と
し
て
、
無
理
な
く
定
位
し
よ
う
と
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
物
語
の
そ
こ
こ
こ
に
史
実
を
埋
め
こ
ん
で
、
物
語
の
写
実

（16）

性
、
現
実
感
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
六
条
虜
の
年
中
行
事
に
つ
い
て

（17）

は
、
既
に
山
中
裕
氏
の
詳
細
な
考
究
が
あ
る
が
、
一
旦
書
き
上
げ
ら
れ
た
王
事

十
帖
の
物
語
に
、
式
部
が
宮
仕
え
中
に
実
見
し
、
強
い
印
象
を
受
け
た
行
事

や
、
『
日
記
』
に
も
描
い
た
行
事
を
取
り
入
れ
て
筆
を
加
え
た
こ
と
は
充
分
に

考
え
ら
れ
る
。
光
源
氏
の
六
条
院
物
語
に
道
長
家
の
生
活
や
行
事
が
い
か
に
投

影
さ
れ
て
い
る
か
、
読
者
の
関
心
と
期
待
も
そ
の
あ
た
り
に
集
ま
っ
た
と
思
わ
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れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
中
氏
が
言
わ
れ
る
如
く
、
式
部
の
道
長
と
そ

の
一
族
の
人
々
へ
の
崇
拝
の
気
拝
が
そ
の
ま
ま
物
語
の
中
に
温
か
く
流
れ
入
っ

た
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
問
題
で
あ
ろ
う
。
栄
華
の
諸
相
を
凝
祝
し
、
こ
れ
を

描
き
と
る
式
部
の
眼
は
、
光
に
相
添
う
影
の
部
分
と
、
自
分
の
内
な
る
闇
に
向

か
っ
て
も
開
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

二

三
谷
栄
一
氏
に
よ
れ
ば
、
三
条
西
実
隆
は
毎
年
正
月
二
日
に
初
音
巻
を
読
む

（18）

こ
と
を
嘉
例
と
し
た
と
い
う
。
成
程
、
初
音
巻
の
冒
頭
部
は
初
春
の
六
条
院
世

界
の
無
類
の
瑞
気
を
語
る
こ
と
に
筆
を
起
こ
し
、
豪
華
な
六
条
院
の
中
で
も
一

際
め
で
た
い
春
の
殿
の
御
前
は
、
「
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
」
と
ま
で
誤

（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

嘆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
秋
山
虔
氏
や
増
田
繁
夫
氏
が
読
み
解
か
れ
た

如
く
、
初
音
巻
は
、
読
み
進
む
に
つ
れ
、
こ
の
光
に
満
ち
た
六
条
院
世
界
に
も

影
の
部
分
　
－
　
こ
の
世
に
生
き
る
苦
息
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
開
示

す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
部
に
続
く
女
房
達
の
餅
鏡
を
前
に
し
て
の

祝
言
の
場
面
で
は
、
源
氏
に
忘
れ
ら
れ
た
中
将
の
君
の
恨
み
が
早
く
も
露
出
す

る
し
、
夕
刻
に
な
っ
て
六
条
院
の
町
々
の
女
性
達
を
経
め
ぐ
る
源
氏
が
、
そ
れ

に
先
立
っ
て
紫
上
と
交
し
た
寿
歌
に
、
秋
山
氏
は
源
氏
の
紫
上
に
対
す
る
慰
撫

（21）

と
紫
上
の
源
氏
に
対
す
る
制
御
を
読
み
と
ら
れ
た
。
今
や
源
氏
の
第
一
の
妻
と

自
他
共
に
認
め
る
紫
上
に
し
て
、
な
お
慰
撫
を
更
す
る
不
安
の
海
に
漂
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

最
初
に
訪
れ
た
同
じ
春
の
町
の
明
石
の
姫
君
の
所
へ
は
、
生
母
明
石
の
君
か

ら
贅
を
尽
し
た
贈
物
が
届
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
つ
け
ら
れ
て
あ
っ
た
歌

年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に
け
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
初
音
き
か
せ
よ

に
は
、
同
じ
六
条
院
に
あ
り
な
が
ら
何
年
も
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
母
娘
の
あ

り
方
が
示
さ
れ
て
い
て
、
源
氏
の
胸
を
痛
ま
し
め
る
。
次
の
夏
の
町
の
花
散
里

は
、
ひ
っ
そ
り
と
上
品
に
住
み
な
し
て
、
源
氏
と
の
仲
ら
い
も
、
年
月
が
経
つ

に
つ
れ
て
気
持
の
隔
て
も
な
く
、
し
み
じ
み
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
が
、

そ
の
容
姿
は
、
「
御
髪
な
ど
も
い
た
く
さ
か
り
過
ぎ
」
て
、
源
氏
に
「
や
さ
し

き
方
に
あ
ら
わ
ど
、
葡
萄
宅
し
て
ぞ
つ
く
ろ
ひ
た
ま
ふ
べ
き
」
と
思
わ
れ
る
程

に
衰
え
て
い
た
。
源
氏
は
、
こ
れ
が
他
の
男
だ
っ
た
ら
連
れ
添
う
気
拝
も
さ
め

て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
に
と
、
長
年
世
話
を
し
っ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
本
望
に

思
い
、
こ
れ
も
花
散
里
が
心
変
り
せ
ず
一
途
に
自
分
を
折
っ
て
き
た
か
ら
だ

と
、
自
分
の
心
長
さ
・
相
手
の
心
の
重
さ
に
溝
足
し
て
立
ち
去
る
。
一
見
、
源

氏
の
庇
護
下
に
あ
る
女
性
の
幸
せ
を
述
べ
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
源
氏
を
め

ぐ
る
多
く
の
女
性
の
一
人
と
し
て
堪
え
忍
ん
で
き
た
花
散
里
の
受
苦
の
年
月
の

長
さ
が
、
衰
え
た
髪
の
描
写
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
花
散
里
一

と
正
反
対
に
若
々
し
く
華
や
か
な
玉
髪
に
し
て
も
、
「
も
の
思
ひ
に
沈
み
た
ま
　
1
7

へ
る
ほ
ど
の
し
わ
ざ
に
や
、
髭
の
裾
す
こ
し
細
り
て
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
一

そ
の
流
浪
の
日
々
の
苦
難
が
陪
示
さ
れ
て
い
る
。

暮
れ
方
に
訪
れ
た
明
石
の
君
の
冬
の
町
で
は
、
渡
殿
の
戸
を
開
け
る
な
り
匂

っ
て
く
る
優
雅
な
香
と
豪
華
な
室
内
の
錦
設
に
、
明
石
の
君
の
豊
か
さ
と
高
雅

な
趣
味
が
ま
ず
示
さ
れ
る
が
、
と
り
散
ら
し
た
反
故
の
中
に
は
、

め
づ
ら
し
や
花
の
ね
ぐ
ら
に
木
つ
た
ひ
て
谷
の
ふ
る
巣
を
と
へ
る
う
ぐ
ひ

す

と
、
春
の
町
の
姫
君
か
ら
返
歌
を
得
た
嬉
し
さ
を
し
た
た
め
た
文
が
置
か
れ
て

あ
り
、
こ
の
人
の
場
合
も
「
け
ぎ
ゃ
か
な
る
髪
の
か
か
り
の
、
す
こ
し
さ
は
ら

か
な
る
ほ
ど
に
薄
ら
ぎ
に
け
る
も
」
と
、
髪
の
衰
え
が
述
べ
ら
れ
て
、
春
の
町

に
姫
君
を
訪
問
し
た
時
に
重
ね
て
、
こ
の
母
娘
の
お
か
れ
た
状
況
の
淋
し
さ
が

反
窮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
源
氏
は
明
石
の
君
の
魅
力
に
ひ
か
れ
て
、
新
年
早



々
と
気
が
わ
し
な
が
ら
泊
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
「
ま
だ
曙
の
ほ
ど
に
」
帰
っ
て

ゆ
く
源
氏
を
見
送
る
明
石
の
君
に
も
、
源
氏
の
朝
帰
り
を
迎
え
る
紫
上
に
も
、

紫
上
の
不
興
を
気
づ
か
う
源
氏
に
も
、
浮
き
立
つ
よ
う
な
新
春
の
め
で
た
さ
と

は
程
遠
い
苦
悩
が
抱
か
れ
た
ま
ま
、
二
日
の
朝
が
明
け
た
。
け
だ
し
、
四
季
の

町
に
そ
れ
ぞ
れ
の
女
人
を
配
し
、
こ
の
世
の
極
楽
浄
土
の
現
出
し
た
か
と
思
わ

れ
る
六
条
院
の
構
想
に
本
然
的
に
不
可
避
な
暗
部
が
、
露
長
し
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

正
月
二
日
の
臨
時
客
の
盛
俵
は
、
源
氏
の
栄
位
栄
華
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
物

語
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
六
条
院
の
内
に
も
、
こ
う
し
た
権
勢
か
ら
隔
て

ら
れ
た
陰
の
側
に
身
を
お
く
人
々
が
い
た
。

か
く
の
の
し
る
馬
串
の
音
を
も
、
物
隔
て
て
開
き
た
ま
ふ
御
方
々
は
、
蓮

の
中
の
世
界
に
ま
だ
開
け
ざ
ら
む
心
地
も
か
く
や
、
と
心
や
ま
し
げ
な
り
。

先
の
光
源
氏
の
町
々
の
訪
問
の
中
で
、
髭
の
衷
え
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
と
な
く

暗
示
さ
れ
て
い
た
女
人
達
の
つ
な
が
れ
た
苦
の
世
界
が
、
臨
時
客
と
い
う
ハ
イ

ラ
イ
ト
に
よ
っ
て
、
に
わ
か
に
黒
々
と
そ
の
影
を
増
し
て
く
る
と
い
う
構
図
で

あ
る
。さ

ら
に
そ
こ
か
ら
遠
く
離
れ
た
二
条
院
に
住
む
末
摘
花
と
空
輝
に
つ
い
て

も
、
ま
た
し
て
も
末
摘
花
の
衰
え
た
白
髪
姿
と
空
蝉
の
静
か
に
住
み
な
し
た
尼

姿
と
が
記
さ
れ
て
、
源
氏
の
女
人
訪
問
は
終
わ
る
。
か
つ
て
源
氏
の
若
き
日
々

を
彩
っ
た
こ
の
人
達
も
、
も
は
や
源
氏
の
生
活
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
や
う
に
て
も
、
御
蔭
に
隠
れ
た
る
人
々
多
か
り
。
（
中
略
）
我
は
と
思

し
あ
が
り
ぬ
べ
き
御
身
の
ほ
ど
な
れ
ど
、
さ
し
も
こ
と
ご
と
し
く
も
て
な

し
た
ま
は
ず
、
所
に
つ
け
人
の
ほ
ど
に
つ
け
つ
つ
、
あ
ま
ね
く
な
つ
か
し

く
お
は
し
ま
せ
ば
、
た
だ
か
ば
か
り
の
御
心
に
か
か
り
て
な
む
、
多
く
の

人
々
年
を
経
け
る
。

源
氏
の
庇
護
下
に
そ
の
情
に
す
が
っ
て
大
勢
の
人
々
が
年
を
過
ご
し
て
き
た
と

は
、
女
人
達
を
あ
ま
ね
く
照
ら
す
源
氏
の
徳
を
言
い
つ
つ
、
そ
の
実
、
栄
華
の

岸
に
迎
え
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
陰
の
側
に
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

女
人
達
の
群
を
一
瞬
ひ
そ
や
か
に
浮
か
び
上
ら
せ
る
。
六
条
院
世
界
と
は
、
こ

う
し
た
人
々
の
思
い
を
も
円
周
に
頼
ら
せ
た
世
界
な
の
で
あ
っ
た
。

巻
末
、
雪
が
ち
ら
つ
く
中
で
の
男
踏
歌
の
行
事
で
は
、
六
条
院
が
一
行
を
迎

え
る
小
駅
に
当
て
ら
れ
て
い
て
、
新
春
ら
し
い
華
や
い
だ
雰
囲
気
が
た
だ
よ
う

中
、
女
性
達
が
物
見
に
招
か
れ
て
、
玉
蔓
と
明
石
の
姫
君
の
対
面
が
行
わ
れ
、

紫
上
に
も
凡
帳
ご
し
の
対
面
が
実
現
す
る
。
男
踏
歌
と
い
う
行
事
は
、
玉
髭
を

六
条
院
に
と
け
こ
ま
せ
、
多
く
の
人
々
に
引
き
合
わ
せ
る
の
に
、
も
っ
と
も
適

（2）

切
な
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

如
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
初
音
巻
は
、
主
と
し
て
年
中
行
事
の
部
分
に
光
の

世
界
、
源
氏
の
庇
護
下
に
あ
る
女
性
達
の
生
活
と
い
う
私
的
側
面
に
影
の
世
界

を
描
き
、
二
日
の
臨
時
客
の
記
事
を
回
転
軸
に
、
明
暗
を
シ
ソ
メ
ト
リ
カ
ル
に

配
筐
す
る
構
造
を
と
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
巻
頭
の
元
日

の
歯
固
め
と
餅
鏡
に
対
す
る
巻
末
の
男
踏
歌
が
明
の
部
分
、
正
月
行
事
の
ハ
イ

ラ
イ
ト
た
る
臨
時
客
の
行
事
を
中
に
は
さ
ん
で
、
前
に
措
か
れ
る
六
条
院
の
女

性
達
の
受
苦
と
、
後
に
措
か
れ
る
二
条
院
の
女
性
達
が
住
む
苦
の
世
界
が
階
の

部
分
で
あ
る
。
描
か
れ
る
新
春
行
事
も
、
元
日
の
歯
固
め
と
餅
鏡
は
毎
年
恒
例

の
、
（
等
行
事
と
い
う
よ
。
ほ
風
俗
の
如
き
も
の
、
．
男
跨
歌
は
考
証
さ
れ
る
よ

う
に
既
に
永
観
元
年
（
九
八
三
）
を
最
後
に
消
滅
し
た
行
事
で
あ
っ
て
、
い
ず

れ
も
行
事
と
し
て
は
今
め
か
し
さ
に
欠
け
る
。
こ
の
巻
の
臨
時
客
の
行
事
が
、

『
日
記
』
寛
弘
七
年
正
月
二
日
条
に
記
さ
れ
た
中
宮
臨
時
客
の
行
事
に
、
伝
関

す
る
道
長
家
の
臨
時
客
の
行
事
の
有
様
を
加
え
て
宙
か
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
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式
部
は
ま
さ
し
く
重
層
す
る
光
と
影
の
世
界
の
要
の
部
分
に
自
ら
体
験
し
た
盛

俵
を
置
い
て
、
叙
述
の
現
実
感
を
高
め
、
同
時
に
明
と
階
の
対
照
を
よ
り
鮮
か

に
し
て
見
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
述
の
如
く
、
源
氏
を
め
ぐ
る
女
性
達
の
受
苦
の
生
活
は
、
主
と
し
て
彼
女

達
の
髪
の
衰
え
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
花
散
里
・
玉
嘗
・

明
石
の
君
・
宋
摘
花
と
続
く
描
写
は
、
少
し
執
拗
に
過
ぎ
、
濱
様
と
も
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。
当
時
、
美
人
の
条
件
の
第
一
は
髪
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、

女
性
の
容
姿
を
言
う
の
に
髪
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然

で
あ
っ
た
し
、
そ
こ
に
女
性
作
家
な
ら
で
は
の
少
し
意
地
悪
な
眼
が
働
い
た
に

し
て
も
で
あ
る
。
初
音
巻
の
こ
の
あ
た
り
に
は
、
「
こ
の
つ
い
で
に
」
で
始
ま

る
『
日
記
』
消
息
文
的
部
分
の
女
房
月
旦
に
お
け
る
女
房
の
容
姿
批
評
に
働
い

た
作
者
の
限
が
投
影
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
女
房
月
且
で
は
、

登
場
す
る
女
房
十
一
人
の
う
ち
六
人
に
つ
い
て
何
ら
か
の
形
で
髪
に
関
す
る
言

及
が
あ
り
、
月
且
の
最
初
に
、

さ
し
あ
た
り
た
る
人
の
こ
と
は
、
わ
づ
ら
は
し
、
い
か
に
ぞ
や
な
ど
、
す

（24）

こ
し
も
か
た
は
な
る
は
、
い
ひ
は
べ
ら
じ
。

と
し
な
が
ら
も
、
小
大
輔
と
五
節
の
弁
の
二
人
に
つ
い
て
は
、

大
輔
は
さ
さ
や
か
な
る
人
の
、
や
う
だ
い
い
と
い
ま
め
か
し
き
さ
ま
し

て
、
髪
う
る
ほ
し
く
、
も
と
は
い
と
こ
ち
た
く
て
、
丈
に
一
尺
余
あ
ま
り

た
り
け
る
を
、
お
ち
細
り
て
は
べ
り
。

五
節
の
弁
と
い
ふ
人
は
べ
り
。
（
中
略
）
髪
は
、
見
は
じ
め
は
べ
り
し
春

は
、
丈
に
一
尺
ば
か
り
余
り
て
、
こ
ち
た
く
お
は
か
り
げ
な
り
L
が
、
あ

さ
ま
し
う
分
け
た
る
や
う
に
落
ち
て
、
す
そ
も
さ
す
が
に
は
め
ら
れ
ず
、

長
さ
は
す
こ
し
余
り
て
は
べ
る
め
り
。

と
、
冷
酷
と
も
思
え
る
観
察
が
記
さ
れ
る
。
思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
観
察
は
、

多
く
の
女
性
の
容
姿
と
生
活
の
変
転
と
を
一
度
に
見
て
し
ま
う
女
房
生
活
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

六
桑
院
の
新
春
を
描
く
初
音
巻
は
、
光
と
寿
福
に
満
ち
溢
れ
た
世
界
で
は

な
く
、
光
源
氏
の
栄
華
と
共
に
、
源
氏
が
主
宰
す
る
六
条
院
世
界
の
繁
栄
と
調

和
を
成
り
た
た
し
め
て
い
る
陰
の
部
分
を
黒
々
と
浮
き
上
ら
せ
て
い
た
。
こ
れ

に
比
し
て
、
胡
蚊
巻
の
晩
春
の
景
は
、
あ
た
か
も
白
日
夢
の
如
く
静
詔
で
明
る

い
。
し
か
し
、
初
音
巻
と
は
異
な
っ
た
隠
徽
な
形
で
、
華
冗
な
世
界
に
侵
入
し

て
く
る
不
吉
な
影
を
表
現
し
て
い
る
。

『
日
記
』
寛
弘
五
年
十
月
十
六
日
条
の
船
菜
と
胡
蝶
巻
の
そ
れ
と
の
大
き
な

差
違
は
、
初
冬
晩
春
と
い
う
季
節
の
違
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
胡
蝶
巻
に
顕

著
な
唐
様
仕
立
て
で
あ
ろ
う
。

唐
め
い
た
る
舟
造
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
、

龍
頭
鎚
首
を
、
唐
の
装
ひ
に
こ
と
ご
と
し
う
し
つ
ら
ひ
て
、
梼
と
り
の
棒

さ
す
童
べ
、
み
な
角
髪
結
ひ
て
、
唐
土
だ
た
せ
て
、

『
日
記
』
に
も
「
悦
頸
鶴
首
の
生
け
る
か
た
ち
思
ひ
や
ら
れ
て
」
と
は
あ
る

が
、
そ
れ
以
上
の
店
め
い
た
装
置
は
な
い
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

（25）

こ
の
胡
蝶
巻
の
船
楽
の
部
分
に
は
摂
詩
文
の
引
用
が
頻
出
す
る
。
い
わ
く
、

「
廊
を
練
れ
る
藤
の
毎
「
ま
こ
と
に
斧
の
柄
も
朽
い
つ
べ
或
雲
上
の

（27）

（28）
山
も
た
づ
ね
じ
舟
の
う
ち
に
老
い
せ
ぬ
名
を
ば
こ
こ
に
残
さ
む
」
、
「
行
く
方

（脚）

も
、
帰
ら
む
里
も
忘
れ
ぬ
ペ
う
」
…
…
。
引
用
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
唐
風
の

世
界
は
、
爛
杓
の
故
事
、
蓬
莱
山
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
が

仙
境
を
目
指
す
も
の
で
は
あ
っ
た
。
光
源
氏
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
こ
の
世
の

も
の
と
も
思
え
ぬ
理
想
郷
は
、
「
ま
こ
と
の
知
ら
ぬ
国
に
来
た
ら
む
心
地
し
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て
、
あ
は
れ
に
お
も
し
ろ
く
」
、
「
他
所
に
は
盛
り
過
ぎ
た
る
桜
も
、
今
盛
り
に

ほ
ほ
笑
」
む
の
も
、
こ
の
世
と
仙
境
に
お
け
る
時
間
の
歩
み
の
違
い
を
示
唆
す

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
龍
頭
毎
首
の
船
を
「
店
の
蓑
ひ
に
こ
と
ご
と
し
う
し
つ

ら
ひ
」
、
柏
と
り
の
童
に
角
髭
を
結
わ
せ
て
「
唐
土
だ
た
せ
」
た
光
沢
氏
の
意

図
も
、
こ
こ
に
く
れ
ば
、
六
条
院
を
仙
境
蓬
莱
山
に
見
立
て
て
の
趣
向
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
女
房
の
山
人
が
詠
ん
だ
「
亀
の
上
の
山
も
た
づ
ね

じ
…
」
の
歌
は
、
こ
う
し
た
主
人
の
意
図
と
、
そ
の
趣
向
の
下
敷
き
と
な
っ
た

『
自
氏
文
集
』
　
「
海
浜
浸
」
の
詞
句
を
正
確
に
読
み
取
っ
た
上
で
の
追
従
で
あ

る
。
「
亀
の
上
の
山
蓬
莱
山
を
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
る
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
こ
の
不

老
不
死
の
仙
境
で
楽
し
み
を
き
わ
め
て
、
舟
の
中
で
不
老
の
名
を
残
す
こ
と
に

致
し
ま
し
ょ
う
」
。
こ
の
歌
は
、
「
海
授
漫
」
の
、
秦
始
皇
帝
の
命
に
よ
り
方
士

徐
福
に
率
ら
れ
て
蓬
莱
の
璧
不
老
不
死
の
仙
薬
を
求
め
、
舟
中
に
老
い
た
義

男
卯
女
の
故
事
を
反
対
意
に
用
い
て
、
華
既
な
六
条
院
の
晩
春
の
京
の
中
の
一

点
余
り
な
き
光
源
氏
の
栄
華
を
祝
福
す
る
よ
う
で
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、
白
楽

天
の
諷
諭
詩
の
其
の
意
を
も
陰
画
と
し
て
浮
か
び
上
ら
せ
て
し
ま
う
。
専
制
者

の
堅
息
の
牲
牲
と
な
っ
た
童
男
卯
女
の
悲
劇
が
、
光
源
氏
の
栄
華
の
陰
の
部
分

に
読
者
の
目
を
向
け
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。

「
海
汲
浪
」
の
詞
句
の
引
用
は
、
『
日
記
』
「
十
一
日
の
暁
」
桑
の
中
宮
御
堂

詣
で
の
記
事
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

月
お
ぼ
ろ
に
さ
し
出
で
て
、
若
や
か
な
る
君
達
、
今
様
歌
う
た
ふ
も
、
舟

に
の
り
お
は
せ
た
る
を
、
若
う
を
か
し
く
聞
こ
ゆ
る
に
、
大
蔵
卿
の
お
ほ

な
お
は
な
ま
じ
り
て
、
さ
す
が
に
、
声
う
ち
添
へ
む
も
つ
つ
ま
し
き
に

や
、
し
の
び
や
か
に
て
ゐ
た
る
う
し
ろ
で
の
、
を
か
し
う
見
ゆ
れ
ば
、
御

脛
の
う
ち
の
人
も
み
そ
か
に
笑
ふ
。
「
舟
の
中
に
や
老
を
は
か
こ
つ
ら

む
」
と
い
ひ
た
る
を
、
聞
き
つ
け
た
ま
へ
る
に
や
、
大
夫
、
「
徐
福
文
成

竃
誕
多
し
」
と
、
う
ち
訴
じ
た
ま
ふ
声
も
、
さ
ま
も
、
こ
よ
な
う
い
ま
め

か
し
く
見
ゆ
。

「
十
一
日
の
暁
」
条
の
年
時
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
萩
谷
朴
氏
が
寛
弘
五（32）

年
五
月
二
十
二
日
、
土
御
門
殿
で
の
法
華
三
十
講
結
願
の
日
の
暁
と
さ
れ
た
の

に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
懐
妊
六
カ
月
で
里
下
り
中
の
中
宮
彰
子
の
安
産
を
祈

隣
し
て
修
さ
れ
た
土
御
門
殿
法
華
三
十
講
は
、
例
年
に
倍
す
る
上
達
部
が
参
会

し
た
格
別
の
盛
儀
だ
っ
た
と
言
う
。
結
餌
の
日
の
暁
に
は
中
宮
が
池
の
中
島
の

御
堂
に
臨
御
さ
れ
、
後
夜
の
勤
行
の
後
、
「
殿
上
人
舟
に
の
り
て
、
み
な
漕
ぎ

つ
づ
き
て
あ
そ
ぶ
」
舟
遊
び
が
華
や
か
に
催
さ
れ
た
。
「
舟
の
中
に
や
…
」
は
、

寛
弘
五
年
当
時
五
十
二
歳
の
大
蔵
刑
藤
原
正
光
が
年
が
い
も
な
く
本
気
で
若
君

達
の
中
に
ま
じ
っ
て
、
し
か
し
、
さ
す
が
に
気
が
ひ
け
る
の
か
遠
慮
が
ち
に
し

て
い
る
さ
ま
を
、
不
老
不
死
の
薬
を
求
め
て
蓬
莱
の
島
に
至
ら
ぬ
う
ち
に
舟
中

で
老
い
た
蛮
勇
卯
女
の
故
事
に
な
ぞ
ら
え
た
式
部
の
秀
句
で
あ
っ
て
、
「
徐
福

文
成
語
誕
多
し
」
と
中
宮
大
夫
斉
信
に
後
を
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
博
学
多
識
と
機
智
が
賞
揚
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
も
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
式
部
の

知
的
優
越
感
を
満
足
さ
せ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
「
う
ち
講
じ
た

ま
ふ
戸
も
、
さ
ま
も
、
こ
よ
な
う
い
ま
め
か
し
く
見
ゆ
」
と
の
斉
信
へ
の
讃
辞

（33）

に
ょ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
萩
谷
朴
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、

を
と
と
し
の
夏
ご
ろ
よ
り
、
楽
府
と
い
ふ
書
二
巻
を
ぞ
、
し
ど
け
な
な
が

ら
教
へ
た
て
き
こ
え
さ
せ
て
は
ペ
る
、
隠
し
は
べ
り
。

（
日
記
　
消
息
文
的
部
分
）

の
「
を
と
と
し
の
夏
」
は
、
中
宮
懐
妊
七
カ
月
に
入
っ
た
寛
弘
五
年
五
月
に
あ

た
っ
て
い
て
、
胎
教
を
始
む
べ
き
妊
娠
七
カ
月
と
い
う
適
期
に
新
楽
府
進
講
の

事
が
始
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
丁
度
こ
の
頃
の
式
部
の
頭
の
中
に
は
、
新
楽
府

中
の
「
海
浪
漫
」
の
詞
章
が
生
々
し
い
知
識
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
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ろ
う
。大

蔵
卿
藤
原
正
光
は
関
白
太
政
大
臣
兼
通
息
で
、
兼
通
の
弟
兼
家
を
父
と
す

る
道
長
と
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
『
日
記
』
中
で
は
寛
弘
七
年
正
月
二
日
の
臨

時
客
の
記
事
中
に
列
鰭
の
上
達
部
の
一
人
と
し
て
再
登
場
す
る
が
、
当
年
五
十

四
歳
の
正
光
は
、
四
十
四
歳
の
中
宮
大
夫
斉
信
に
は
勿
論
、
道
長
の
長
男
で
十

九
歳
の
煩
通
に
も
席
次
を
超
え
ら
れ
て
い
る
。
頼
み
と
す
る
兄
の
右
大
臣
顕
光

も
、
娘
元
子
を
一
条
帝
後
宮
に
入
れ
て
み
た
も
の
の
（
承
香
殿
女
御
）
、
は
か
ば

か
し
い
結
果
は
得
ら
れ
ず
、
道
長
に
馬
鹿
に
さ
れ
、
政
権
の
中
で
疎
ん
じ
ら
れ

る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
頗
光
に
つ
い
て
も
式
部
は
、

右
の
大
臣
よ
り
て
、
御
凡
帳
の
ほ
こ
ろ
び
引
き
た
ち
み
だ
れ
た
ま
ふ
。
さ

だ
す
ぎ
た
り
と
つ
き
し
ろ
ふ
も
知
ら
ず
、
扇
を
と
り
、
た
は
ぶ
れ
ご
と
の

は
し
た
な
き
も
多
か
り
。

（
日
記
　
寛
弘
五
年
十
一
月
】
日
　
若
宮
御
五
十
日
）

右
の
大
臣
、
「
和
琴
い
と
お
も
し
ろ
し
」
な
ど
閃
き
は
や
し
た
ま
ふ
。
ざ

れ
た
ま
ふ
め
り
し
は
て
に
、
い
み
じ
き
あ
や
ま
ち
の
い
と
は
し
き
こ
そ
、

見
る
人
の
身
さ
へ
ひ
え
は
べ
り
し
か
。

（
同
　
寛
弘
七
年
正
月
十
五
日
　
二
の
官
御
五
十
日
）

と
、
い
ず
れ
も
晴
れ
の
場
で
の
酔
態
と
失
敗
を
忘
れ
ず
に
書
き
記
し
て
い
る
。

「
十
一
日
の
暁
」
に
、
「
上
達
部
、
お
は
く
は
ま
か
で
た
ま
ひ
て
、
す
こ
し

ぞ
と
ま
り
た
ま
へ
る
」
中
に
あ
っ
て
後
に
残
り
、
息
子
程
の
年
齢
の
若
君
達
の

舟
遊
び
の
仲
間
入
り
を
す
る
の
は
、
正
光
の
道
長
家
へ
の
追
従
で
な
く
て
何
で

あ
ろ
う
。
本
来
な
ら
ば
「
老
も
忘
る
べ
き
」
歓
楽
の
は
ず
が
、
「
老
を
は
か
こ

つ
ら
む
」
と
さ
れ
た
あ
た
り
に
、
自
己
を
道
長
家
の
側
に
匿
い
た
紫
式
部
の
辛

辣
な
皮
肉
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
式
部
の
関
心
は
主
と
し
て
「
舟
」
と

「
老
」
と
に
集
中
し
て
い
て
、
「
海
浸
漫
」
の
引
用
も
文
字
通
り
断
章
取
義
に

終
り
、
諷
諭
詩
の
真
意
に
は
程
遠
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
胡
蝶

巻
に
お
け
る
詞
句
の
引
用
が
盛
儀
の
全
体
を
一
瞬
陽
画
か
ら
陰
画
へ
反
転
さ
せ

て
し
ま
う
の
と
は
異
な
り
、
御
堂
詣
で
の
記
事
に
お
け
る
引
用
の
意
味
は
、
正

．
光
個
人
へ
の
皮
相
的
な
椰
輪
と
冷
笑
、
そ
し
て
式
部
自
身
の
「
才
の
さ
か
し
い

で
」
に
終
始
す
る
。
こ
の
場
合
、
正
光
の
老
醜
と
柾
勢
へ
の
追
従
を
批
判
す
る

こ
と
は
、
決
し
て
道
長
家
の
栄
華
に
水
を
さ
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
光
を

添
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
胡
蝶
巻
の

女
房
の
歌
が
六
条
院
の
盛
儀
を
陰
画
と
化
し
て
し
ま
う
の
は
、
初
音
巻
か
ら
読

み
進
ん
だ
読
者
の
眼
が
、
と
い
う
よ
り
は
作
者
の
仕
掛
け
た
装
置
が
そ
の
よ
う

な
読
み
方
を
促
す
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
レ
ベ
ル
で
主
家
の
側
に
身
を
寄
せ
て

正
光
を
椰
輸
し
た
式
部
と
、
胡
蝶
巻
船
渠
の
場
面
で
主
家
讃
美
の
た
め
に
「
亀

の
上
の
…
」
の
歌
を
詠
ん
だ
女
房
と
の
問
に
は
、
「
海
浸
波
」
を
引
用
す
る
意
一

識
に
お
い
て
、
そ
ん
な
に
大
き
な
径
庭
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
　
2
1

に
し
て
も
、
盛
儀
ま
た
は
盛
儀
の
余
故
の
残
る
中
で
の
舟
遊
び
に
「
童
男
卯
女
一

舟
中
老
」
を
重
ね
て
見
る
発
想
は
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
胡
株
巻
の
こ
の
部
分

が
御
堂
詣
で
の
記
事
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
書
か
れ
た
の
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

四

胡
蝶
巻
の
船
楽
の
夜
、
六
条
院
で
は
歓
楽
が
尽
き
る
こ
と
な
く
、
庭
前
に
詑

火
を
と
も
し
、
階
下
に
楽
人
を
召
し
て
、
階
上
の
上
達
部
・
親
王
達
と
合
奏
が

行
わ
れ
た
。

物
の
師
ど
も
、
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
る
か
ぎ
り
、
双
調
吹
き
て
、
上
に
待
ち

と
る
御
琴
ど
も
の
調
べ
、
い
と
華
や
か
に
掻
き
た
て
て
、
安
名
等
遊
び
た

ま
ふ
ほ
ど
、
生
け
る
か
ひ
あ
り
と
、
何
の
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
旗
の
男
も
、



御
門
の
わ
た
り
隙
な
き
馬
車
の
立
地
に
ま
じ
り
て
、
笑
み
さ
か
え
開
き

け
り
。

あ
る
事
柄
の
め
で
た
さ
、
素
晴
し
さ
を
言
う
の
に
、
物
の
情
趣
も
知
ら
ぬ
嘘
の

男
や
下
人
ま
で
も
が
感
動
す
る
と
い
う
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
常
套
表
現
で

は
あ
っ
た
。

…
…
、
さ
る
い
み
じ
き
姿
に
、
菊
の
色
々
う
つ
ろ
ひ
、
え
な
ら
ぬ
を
か
ざ

し
て
、
今
日
は
ま
た
な
き
手
を
尽
く
し
た
る
、
入
り
綾
の
ほ
ど
、
そ
ぞ
ろ

寒
く
、
こ
の
世
の
事
と
も
お
ぼ
え
ず
。
も
の
見
知
ま
じ
き
下
人
な
ど
の
、

木
の
も
と
岩
が
く
れ
、
山
の
木
の
葉
に
埋
も
れ
た
る
さ
へ
、
す
こ
し
も
の

の
心
知
る
は
涙
落
し
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紅
葉
賀
）

…
…
、
髪
着
こ
め
た
る
あ
や
し
の
老
ど
も
の
、
手
を
つ
く
り
て
額
に
あ
て

つ
つ
見
た
て
ま
つ
り
上
げ
た
る
も
を
こ
が
ま
し
げ
な
る
。
嘘
の
男
ま
で
、

お
の
が
孜
の
な
ら
む
さ
ま
を
ば
知
ら
で
笑
み
さ
か
え
た
り
。
　
　
（
葵
）

紅
葉
賀
巻
の
例
は
、
青
海
波
を
舞
う
光
源
氏
の
舞
姿
の
芙
し
さ
を
、
葉
巻
の
例

は
、
新
斎
院
の
御
政
の
行
列
に
供
奉
す
る
源
氏
の
姿
の
立
派
さ
を
言
う
。
し
か

し
、
胡
蛇
巻
の
例
が
他
と
異
な
る
の
は
、
奏
楽
の
見
事
さ
が
睦
の
男
に
「
生
け

る
か
ひ
あ
り
」
と
の
感
動
を
呼
び
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
実
は
、
こ

れ
と
好
一
対
の
例
が
初
音
巻
に
あ
っ
た
。
第
二
節
に
引
い
た
、
六
条
院
の
臨
時

客
の
盛
儀
を
春
の
町
の
外
で
聞
く
女
性
達
の
物
思
い
の
場
面
で
あ
る
。

か
く
の
の
し
る
烏
事
の
音
を
も
、
物
隔
て
て
聞
き
た
ま
ふ
御
方
々
は
、

蓮
の
中
の
世
界
に
ま
だ
開
け
ざ
ら
む
心
地
も
か
く
や
、
と
心
や
ま
し
げ
な

り
。

同
じ
六
条
院
内
に
住
み
源
氏
の
庇
護
を
受
け
な
が
ら
、
華
髭
な
春
の
町
に
住
ま

ぬ
花
散
里
や
明
石
の
君
に
は
、
「
物
の
心
知
る
」
故
の
悩
み
が
あ
っ
た
。
そ
の

六
条
院
の
埠
外
「
御
門
の
わ
た
り
隙
な
き
馬
車
の
立
処
」
に
あ
っ
て
、
六
条
院

の
栄
華
か
ら
本
来
的
に
遠
く
さ
し
放
た
れ
て
い
る
は
ず
の
睦
の
男
が
、
「
何
の

あ
や
め
も
知
ら
ぬ
」
故
の
生
甲
斐
と
は
、
何
と
い
う
皮
肉
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま

で
も
明
る
く
華
既
な
胡
朕
巻
は
、
初
音
巻
と
異
な
り
、
栄
華
か
ら
疎
外
さ
れ
た

人
々
の
痛
苦
を
あ
ら
わ
な
形
で
語
り
は
し
な
い
。
し
か
し
、
「
生
け
る
か
ひ
あ

り
」
の
一
句
は
、
六
条
院
の
繁
栄
が
暁
の
男
達
の
生
活
に
何
ら
の
恩
沢
を
与
え

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
逆
照
射
す
る
。
邸
内
か
ら
洩
れ
て
く
る
菜
の
音
に
満

面
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
聴
き
入
る
蛇
の
男
の
存
在
は
、
六
条
院
の
周
囲
に
黒
々

と
沈
む
闇
の
世
界
を
、
一
瞬
の
問
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

五
日
の
夜
は
、
殿
の
御
産
養
。
（
中
略
）
あ
や
し
き
し
づ
の
を
の
さ
へ
づ

り
あ
り
く
け
し
き
ど
も
ま
で
、
色
ふ
L
に
立
ち
が
ほ
な
り
。
（
中
略
）
こ
こ

か
し
こ
の
岩
の
か
く
れ
、
木
の
も
と
ご
と
に
、
う
ち
群
れ
つ
つ
を
る
上
達

部
の
随
身
な
ど
や
う
の
老
ど
も
さ
へ
、
お
の
が
じ
し
語
ら
ふ
べ
か
め
る
こ

と
は
、
か
か
る
世
の
中
の
光
の
い
で
お
は
し
ま
し
た
る
こ
と
を
、
か
げ
に

い
つ
し
か
と
思
ひ
し
も
、
お
よ
び
が
は
に
こ
そ
、
そ
ぞ
ろ
に
う
ち
笑
み
、

こ
こ
ち
よ
げ
な
る
や
。
ま
し
て
、
殿
の
う
ち
の
人
は
、
何
ば
か
り
の
数
に

L
も
あ
ら
ぬ
五
位
ど
も
な
ど
も
、
そ
こ
は
か
と
な
く
腰
も
う
ち
か
が
め
て

行
き
ち
が
ひ
、
い
そ
が
し
げ
な
る
さ
ま
し
て
、
時
に
あ
ひ
が
は
な
り
。

（
日
記
　
寛
弘
五
年
九
月
十
五
日
）

御
輿
む
か
へ
た
て
ま
つ
る
。
（
中
略
）
寄
す
る
を
見
れ
ば
、
駕
興
丁
の
、

さ
る
身
の
は
ど
な
が
ら
、
階
よ
り
の
ぼ
り
て
、
い
と
く
る
し
げ
に
う
つ
ぶ

し
ふ
せ
る
、
な
に
の
こ
と
ご
と
な
る
、
高
き
ま
じ
ら
ひ
も
、
身
の
ほ
ど
か

ぎ
り
あ
る
に
、
い
と
や
す
げ
な
し
か
し
と
見
る
。

（
同
　
寛
弘
五
年
十
月
十
六
日
）

敦
成
親
王
五
日
の
産
養
が
道
長
の
主
宰
で
行
わ
れ
た
夜
、
皇
子
誕
生
の
慶
事

と
は
本
来
無
関
係
な
は
ず
の
随
身
や
、
何
程
の
数
に
も
入
ら
な
い
道
長
邸
の
五
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位
の
者
ど
も
ま
で
が
、
ま
る
で
我
が
手
柄
の
よ
う
に
得
意
顔
に
振
舞
い
、
め
で

た
さ
を
我
が
も
の
と
錯
覚
し
て
酔
う
さ
ま
に
、
式
部
は
権
勢
に
追
従
す
る
俗
物

の
召
使
根
性
を
見
出
だ
し
て
、
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
か
け
て
い
る
。
「
何
ば

か
り
の
数
に
L
も
あ
ら
ぬ
五
位
ど
も
」
と
は
、
と
り
も
な
お
き
ず
式
部
の
出
身

階
層
で
あ
っ
た
。
式
部
は
こ
れ
ら
下
更
の
内
に
、
中
宮
女
房
と
し
て
主
家
の
栄

華
を
全
的
に
讃
美
し
梅
勢
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
自
己
と
同
質
の
も
の
を
見
て

と
る
こ
と
に
よ
り
、
か
く
も
苛
酷
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
式
部
に

は
、
如
何
に
誤
仰
し
如
何
に
追
従
し
ょ
う
と
も
、
こ
れ
ら
下
吏
達
と
同
様
、
自

分
も
主
家
の
栄
華
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
す
る
冷
厳
な
自
覚
が

あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
御
門
殿
行
幸
の
日
の
鶉
輿
丁
の
姿
に
ほ
、
本
然
的
に
権
勢
か
ら
さ
し
放
た

れ
、
陰
の
部
分
に
あ
っ
て
栄
華
を
支
え
る
こ
と
の
み
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
生
き

て
き
た
人
間
の
受
苦
の
形
が
挺
結
し
て
い
る
。
式
部
を
し
て
「
な
に
の
こ
と
ご

と
な
る
」
と
言
わ
し
め
た
の
は
、
苦
し
み
が
自
分
と
同
じ
だ
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
受
苦
の
姿
そ
の
も
の
が
華
や
か
な
盛
儀
の
場
で
は
ど
う
と
り
つ
く

ろ
い
よ
う
も
な
く
不
調
和
で
あ
る
こ
と
へ
の
い
た
た
ま
れ
な
さ
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。

六
条
院
の
門
前
で
中
か
ら
洩
れ
て
く
る
ま
の
音
に
喜
悦
す
る
睦
の
男
の
姿

に
、
物
語
作
者
は
殊
更
な
侮
蔑
も
苦
し
み
へ
の
共
感
も
記
し
は
し
な
い
。
む
し

ろ
、
六
条
院
の
栄
華
を
言
寿
ぐ
「
ほ
か
ひ
び
と
」
の
如
き
役
割
を
演
じ
さ
せ
な

が
ら
、
彼
等
が
「
生
け
る
か
ひ
あ
り
」
と
し
た
も
の
が
決
し
て
「
生
け
る
か
ひ
」

と
は
な
り
え
な
い
皮
肉
を
暗
示
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
船
楽
の
場
面
の

歌
と
同
様
、
本
来
寿
言
で
あ
っ
た
も
の
が
逆
に
影
の
世
界
を
浮
び
上
ら
せ
る
反

転
袈
匿
と
化
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
け
だ
し
、
こ
の
こ
と
を

可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
『
日
記
』
を
容
く
こ
と
に
よ
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
た
、

栄
華
の
実
相
轟
く
い
入
り
、
栄
華
か
ら
疎
外
さ
れ
た
存
在
に
我
身
と
同
じ
痛
苦

を
見
出
し
て
い
く
作
者
の
眼
で
あ
っ
た
ろ
う
。

五

胡
疾
巻
前
半
部
の
紫
上
方
の
船
楽
と
秋
好
中
宮
の
季
御
読
経
は
、
表
面
あ
く

ま
で
も
華
既
に
進
行
し
て
、
六
条
院
と
そ
の
主
宰
者
光
源
氏
の
繁
栄
と
勢
威
を

証
し
た
て
て
ゆ
く
。
私
邸
で
の
船
菜
を
「
雅
楽
寮
の
人
召
し
て
」
催
し
、
本
来

宮
中
で
行
わ
れ
る
は
ず
の
中
宮
季
御
読
経
が
中
宮
の
里
邸
た
る
六
条
院
で
修
さ

（34）

れ
る
の
も
、
臣
下
の
身
分
を
超
越
し
た
光
源
氏
の
「
王
者
の
徳
」
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
。
少
女
巻
に
机
を
発
す
る
春
秋
優
劣
論
争
の
経
過
を
受
け
て
、
紫
上
方

の
船
楽
に
は
中
宮
方
の
若
い
女
房
達
が
招
待
さ
れ
、
秋
好
中
宮
の
季
御
読
経
に

は
紫
上
か
ら
桜
と
山
吹
の
供
花
が
贈
ら
れ
る
と
共
に
、
「
胡
蝶
」
の
歌
が
贈
ら

れ
て
、
春
秋
論
争
は
紫
上
方
の
圧
倒
的
な
勝
利
に
帰
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
船

楽
も
、
外
の
世
界
で
は
桜
も
盛
り
を
過
ぎ
、
六
条
院
内
の
他
の
町
か
ら
し
て

も
、
こ
の
紫
上
の
町
の
春
は
「
ま
だ
古
り
ぬ
に
や
」
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
、
か

（35）

ろ
う
じ
て
最
期
の
姿
を
持
し
て
い
る
時
の
出
来
事
な
の
で
あ
り
、
紫
上
が
献
じ

た
瓶
の
桜
は
、
折
か
ら
の
夙
に
「
す
こ
し
う
ち
散
り
紛
ふ
」
た
と
言
う
。
こ
の

時
春
の
町
が
保
っ
て
い
た
危
う
い
均
衡
は
、
や
が
て
六
条
院
に
訪
れ
る
で
あ
ろ

う
世
代
交
代
の
波
の
か
す
か
な
予
兆
と
も
読
み
と
れ
る
。
こ
れ
も
作
者
が
意
図

的
に
仕
掛
け
た
反
転
装
匿
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

初
音
巻
と
胡
蝶
巻
は
、
前
者
は
明
暗
霞
層
す
る
構
造
に
よ
り
、
後
者
は
華
泥

な
晩
春
の
景
の
中
に
し
く
ま
れ
た
隠
放
な
反
転
装
置
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
の
栄

華
と
そ
れ
に
相
添
う
影
の
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
『
日
記
』
に
措
か
れ
た
行
事
や
、
『
日
記
』
中
の

盛
儀
の
場
面
を
さ
し
貫
く
作
者
の
眼
が
物
語
の
中
に
と
り
込
ま
れ
て
、
重
要
な
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役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

紫
式
部
が
目
に
し
『
日
記
』
に
描
い
た
の
は
、
全
盛
期
の
道
長
家
と
い
う
よ

り
は
、
中
富
彰
子
の
第
二
皇
子
敦
成
親
王
、
第
三
皇
子
敦
良
親
王
の
出
産
に
よ

っ
て
、
外
戚
と
し
て
の
道
長
の
地
位
が
確
立
し
、
長
い
将
来
に
わ
た
っ
て
そ
の

繁
栄
が
保
証
さ
れ
た
、
い
わ
ば
興
隆
期
の
道
長
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
紫
式

部
日
記
』
は
、
皇
子
の
出
産
に
よ
。
天
下
の
政
権
の
帰
趨
が
畔
昔
後
、
道
長

に
要
請
さ
れ
て
書
い
た
主
家
栄
華
の
顕
彰
録
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
式
部
は
『
日

記
』
の
中
で
、
道
長
家
の
栄
華
の
諸
相
と
善
美
を
尽
し
た
行
事
の
め
で
た
さ

を
、
そ
し
て
主
家
の
人
々
の
「
物
の
心
知
る
」
さ
ま
を
全
的
に
讃
美
し
た
。
し

か
し
、
主
家
の
栄
華
に
全
身
的
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
我
か
ら
ふ
と
現
実
に
立

帰
る
と
き
、
眼
前
の
栄
華
か
ら
疎
外
さ
れ
た
自
己
と
、
そ
の
自
己
の
内
に
し
か

と
抱
か
れ
て
あ
る
こ
の
世
に
生
き
る
憂
悶
を
見
据
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ

う
し
た
彼
女
の
限
に
、
栄
華
な
る
も
の
の
実
相
が
俄
か
に
く
っ
き
り
と
、
光
と

影
の
対
照
も
鮮
や
か
に
射
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
紫
式
部
は
、
中
宮
女
房

と
し
て
主
家
栄
華
の
記
銀
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
己
に

課
せ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
切
り
か
え
す
べ
く
、
自
己
の
全
生
活
を
か
け

て
自
己
に
と
っ
て
の
事
実
の
意
味
を
問
い
続
け
、
単
な
る
記
録
と
は
異
な
る
、

（37）

よ
り
高
次
の
、
よ
り
主
体
的
な
事
実
認
識
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
日
記
』

執
筆
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
道
長
家
や
宮
廷
の
行
事
、
さ
ら
に
は
『
日
記
』
に
も
記

さ
れ
た
盛
儀
を
取
り
込
ん
で
書
い
た
初
音
巻
や
胡
媒
巻
の
叙
述
に
、
こ
う
し
た

式
部
の
栄
華
を
見
る
眼
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、
不
可
避
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
柴
草
を
措
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
故
に
影
の
世
界
を
見
て

し
ま
っ
た
式
部
の
眼
が
そ
し
て
筆
が
、
華
毘
な
る
六
条
院
の
世
界
の
内
と
外

に
、
黒
々
と
し
た
闇
を
沈
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

以
下
、
『
日
記
』
と
略
称
す
る
。

「
源
氏
物
語
の
準
拠
と
史
実
－
玉
璽
十
帖
を
中
心
と
し
て
ー
」
阿
部
秋

生
編
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
所
収
。

人
物
殺
害
『
紫
式
部
』
一
九
七
と
一
九
八
頁
。

注
（
2
）
に
同
じ
。

萩
谷
朴
「
紫
式
部
の
初
宮
仕
は
寛
弘
一
二
年
十
二
月
廿
九
日
な
る
ペ
し
」

『
中
古
文
学
』
第
二
号
　
昭
和
4
3
・
3
。
お
よ
び
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』

下
巻
一
二
二
～
一
二
四
頁
。

『
御
堂
閑
自
記
』
同
日
条
。

『
権
記
』
同
日
桑
。

「
胡
蝶
巻
の
奉
の
御
読
経
」
　
『
中
古
文
学
』
第
三
十
八
号
　
昭
和
6
1
・

（9）

l
°

l

た
だ
し
、
彰
子
に
と
っ
て
の
第
二
子
敦
良
親
王
の
出
産
は
、
寛
弘
六
年

十
一
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
三
月
当
時
こ
の
懐
妊
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
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引
用
は
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』
巻
五
一
七
二
～
一
七
三
頁
。

『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
上
巻
　
四
二
二
～
四
二
三
頁
。

注
（
2
）
に
同
じ
。

注
（
1
2
）
の
書
　
四
一
六
頁
。

「
女
房
の
舟
遊
び
」
『
紫
式
部
日
記
の
新
展
望
』
所
収
。

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
一
解
説
　
三
、
史
実
と
虚
構
。

「
六
条
院
と
年
中
行
事
」
　
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
五
集
所
収
。

「
物
詰
る
日
と
文
芸
の
発
生
」
『
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
』
所
収
。



（
1
9
）
　
「
源
氏
物
語
「
初
音
」
巻
を
読
む
ー
六
条
院
の
一
断
面
図
－
」
山
中
裕

福
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学
　
文
学
福
』
所
収
。

（
加
）
　
「
春
秋
の
争
い
ー
玉
峯
・
初
音
・
胡
蝶
」

昭
和
6
2
・
1
1
。

『
国
文
学
』
第
3
2
巻
1
3
号

（
2
1
）
　
注
（
1
9
）
に
同
じ
。

（
2
2
）
　
注
（
2
）
に
同
じ
。

（
2
3
）
　
山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』
五
〇
頁
。

（
2
4
）
　
引
用
は
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
2
5
）
　
『
河
海
抄
』
r
花
鳥
余
情
』
『
孟
津
抄
』
『
眠
江
入
楚
』
『
湖
月
抄
』
他
。

（
2
6
）
　
「
純
廊
紫
藤
架
爽
初
紅
薬
欄
」
　
（
自
氏
文
集
・
諷
諭
　
秦
中
吟
「
傷

宅」）。

（
㌘
）
　
王
質
の
爛
珂
の
故
事
。

（
2
8
）
　
蓬
莱
山
を
「
亀
の
上
の
山
」
と
言
う
の
は
、
『
列
子
』
湯
問
告
に
よ

る
。

（
2
9
）
　
「
不
見
蓬
莱
不
敢
帰
童
男
押
女
舟
中
老
」
　
（
自
氏
文
集
・
訊
諭
　
新
楽

府
「
海
浪
漫
」
）
。

（
3
0
）
　
『
河
海
抄
』
は
、
『
続
斉
譜
記
』
に
見
え
る
、
天
台
山
に
入
っ
て
道
に

迷
い
、
仙
女
に
出
会
っ
た
劉
・
匠
二
人
の
話
を
挙
げ
、
『
淘
月
抄
』
は
、

陶
淵
明
の
『
桃
花
源
記
』
を
引
く
。

（
3
1
）
　
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
三
一
五
九
頁
頭
注
。

（
3
2
）
　
「
十
一
日
の
味
－
前
紫
式
部
日
記
の
存
在
－
」
　
『
中
古
文
学
』
第
1
0
号

昭
和
4
7
・
1
1
。
お
よ
び
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
下
巻
　
三
六
七
～
三
七

二
頁
。

（
3
3
）
　
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
h
下
巻
　
三
一
七
頁
お
よ
び
三
八
五
～
三
八
六

頁
。

（封）
（35）

（36）

（37）

深
沢
三
千
男
「
王
者
の
み
や
び
ー
二
条
東
院
か
ら
六
条
院
へ
　
（
続
光
源

氏
の
運
命
）
－
」
『
源
氏
物
語
の
形
成
』
所
収
。

注
（
2
0
）
に
同
じ
。

拙
稿
「
紫
式
部
日
記
の
始
発
－
道
長
家
栄
華
の
記
録
－
」
　
『
国
文
学

致
』
第
5
6
号
　
昭
和
4
6
・
6
。

注
（
3
6
）
に
同
じ
。

－
　
大
阪
成
膜
女
子
短
期
大
学
教
授
　
－
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