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1
－
狭
衣
物
語
・
覚
え
書
き

．

こ
の
拙
稿
は
、
狭
衣
物
語
が
王
朝
物
語
文
学
の
様
式
的
完
成
を
示
す

作
品
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
若
干
の
発
言
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
だ
熟
し
た
も
の
で
な
い
の
で
、
発
言
も
は
ば
か
ら

れ
る
気
特
が
強
い
の
で
計
る
が
、
こ
の
覚
え
書
き
を
出
発
点
と
し
て
い

ろ
い
ろ
考
え
て
ゆ
き
た
く
、
御
叱
正
御
教
示
を
振
う
気
特
で
、
綴
っ
た

次
第
で
あ
る
。

二
．

周
知
の
ど
と
く
、
狭
衣
物
語
の
特
質
と
し
て
、
構
想
、
筋
の
展
開
な

ど
が
非
常
に
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
長
所
と
し
て
肯
わ
れ
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
狭
衣
物
語
の
場

合
、
た
だ
単
に
、
ク
整
然
た
る
構
想
ク
と
い
う
語
群
で
も
っ
て
作
者
の

力
量
を
ほ
め
る
だ
け
で
は
、
そ
の
真
の
意
味
で
の
特
質
を
明
か
に
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
か
よ
．
う
な
狭
衣
物
語
の
物
語
構

成
は
、
三
朝
物
語
文
学
に
お
い
て
は
独
自
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
が
、
・
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
先
学
の
譜
論
考
に
よ
り
で

β且

も
、
十
分
考
え
ら
れ
て
て
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
朝
物
語
文
学

が
、
短
篇
か
ら
長
篇
へ
の
成
長
発
達
を
た
ど
っ
た
と
い
う
乙
と
　
ー
少

し
く
詳
し
く
言
え
ば
、
普
物
語
は
短
給
を
常
と
し
て
い
た
バ
そ
し
て
短

篇
物
語
を
書
き
つ
い
で
い
っ
で
、
そ
れ
ら
を
い
く
つ
か
積
み
頭
ね
る
こ

と
に
よ
っ
て
物
語
の
長
篇
化
が
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
　
ー
　
は
、

（註－）．

玉
上
琢
弥
先
生
の
物
語
文
学
史
に
関
す
る
割
期
的
な
御
学
説
で
あ
っ
た

が
、
う
つ
ぽ
物
語
が
そ
の
長
篇
物
語
の
最
初
の
試
み
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
現
在
論
議
の
盛
ん
な
形
成
・
構
成
の
問
題
が
存
在
す
る
の
で
あ

り
、
源
氏
物
語
も
ま
た
、
物
語
自
体
の
中
で
、
短
篇
か
ら
長
篇
へ
の
成

長
発
達
を
試
み
た
、
物
語
文
学
様
式
完
成
へ
の
い
わ
ば
試
作
品
で
あ

り
、
宇
治
十
帖
に
替
っ
て
相
当
に
長
篇
と
し
て
の
成
熟
に
達
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
接
穂
式
と
呼
ば
れ
る
構
成
が
示
す
よ
う
に
、
完
全
な
る
長

持
的
構
想
に
は
遂
に
達
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
稲
賀
敬
二
氏
の
御
指

（
註
リ
一
）

摘
が
あ
㌃
よ
う
に
、
後
期
の
作
品
「
浜
松
中
納
言
物
語
」
も
嶺
彗
は

じ
め
か
ら
長
篇
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
短
篇
物
語
の
書
き

つ
き
、
項
み
重
ね
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
思
い



到
れ
ば
、
王
朝
一
の
物
語
に
お
い
て
は
、
短
篇
物
語
の
積
み
重
ね
に
よ
る

長
篇
化
が
物
語
の
構
成
に
お
い
で
認
め
ら
れ
、
宅
れ
は
長
篇
構
成
の
常

で
あ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
狭
衣
物
語
の
構
成

に
は
さ
よ
う
な
あ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
瀕
に
構
憩

の
首
尾
一
某
と
い
う
讃
辞
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
か
く
て
、
狭
衣

物
語
が
、
は
じ
め
か
ら
長
篇
と
し
て
の
一
定
の
構
成
的
意
図
を
も
っ
て

執
筆
さ
れ
ハ
単
一
一
の
構
想
、
主
国
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
長
篇
物
語
た
り

得
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
意
義
は
如
伺
と
い
う
こ
と
と
、
ま

ね
、
．
そ
れ
が
こ
の
物
語
の
書
き
方
．
に
ど
の
よ
う
な
あ
ら
わ
れ
方
と
し
て

独
自
性
た
り
得
て
い
る
か
を
見
た
く
思
う
の
で
あ
る
．
。

周
知
の
ど
と
く
、
こ
の
物
語
の
冒
頭
が
、
王
朝
物
語
に
あ
っ
て
、
型

（
註
3
）

破
り
の
も
の
で
あ
り
、
l
私
見
に
よ
れ
ば
、
物
語
冒
頭
に
お
け
る
作
者
の

読
者
へ
の
語
り
か
け
と
し
て
、
そ
れ
は
自
作
に
つ
い
て
の
自
負
を
て
め

て
、
読
者
に
期
待
を
い
だ
か
せ
る
効
果
を
ね
ら
う
も
の
で
、
．
「
夜
半
の

寝
覚
」
と
ね
ら
い
を
同
じ
く
し
つ
つ
、
そ
の
手
法
に
お
い
で
格
段
す
ぐ

れ
た
新
趣
向
で
あ
り
、
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
に
は
じ
ま
る
素
朴
な
語

り
出
し
が
、
源
氏
の
青
木
巻
あ
た
り
の
主
人
公
へ
の
重
厚
な
照
明
に
は

っ
て
読
者
の
興
味
を
そ
を
り
託
者
の
期
待
を
盛
り
上
が
ら
せ
る
こ
と
ど

と
し
い
語
り
出
し
を
経
て
、
「
寝
覚
」
の
「
世
に
又
と
な
い
ほ
ど
の
心

づ
く
し
の
『
御
仲
ら
ひ
』
、
そ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
語
ろ
う
と
す
る
『
温

覚
の
御
仲
ら
．
ひ
』
な
の
だ
」
と
い
う
語
り
出
し
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「

こ
の
物
語
は
世
に
又
と
な
い
ほ
ど
の
悲
恋
の
物
語
で
す
」
と
言
う
て
読

者
に
期
待
を
い
だ
か
せ
た
冒
頭
へ
と
進
み
、
更
に
、
こ
の
「
狭
衣
」
に

お
い
て
主
人
公
と
女
主
人
公
の
登
場
す
る
場
面
に
、
山
吹
の
花
に
上

る
、
な
ら
ざ
る
恋
の
暗
示
を
な
す
、
写
生
的
、
副
的
な
一
．
場
面
描
写
に

ょ
っ
て
、
こ
の
物
語
の
描
こ
う
と
す
る
悲
恋
の
様
を
記
者
に
暗
示
し
、

こ
れ
か
ら
展
開
す
る
物
語
へ
の
読
者
の
期
待
を
探
く
さ
せ
る
、
い
わ
甲

を
サ
ス
・
へ
ソ
ス
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
心
憎
い
ば
か
り
の
新
趣
向
へ
と
成

・
長
発
達
し
来
た
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
時
、
こ
の
狭
衣
物
語
の
長

篇
的
構
成
の
ま
と
ま
り
は
、
物
語
文
学
の
様
式
的
発
展
に
お
け
る
意
或

を
に
な
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
つ
ま

り
、
図
式
的
に
言
っ
て
短
篇
か
ら
長
篇
へ
と
い
う
王
朝
物
語
の
成
長

発
達
は
、
長
篇
構
成
へ
の
成
熟
を
も
っ
て
「
つ
の
様
式
的
完
成
と
す
る

で
あ
ろ
う
か
ら
、
狭
衣
物
語
の
長
篇
的
構
成
の
ま
と
ま
り
は
そ
の
意
味

で
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
作
品
が
整
然
た
る
構
成
姿
示

し
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
全
篇
田
巻
の
各
巻
末
の
巻
別
．
の
境
に
な
る

と
こ
ろ
が
、
．
各
巻
末
と
も
み
な
揃
っ
で
「
…
…
と
ぞ
」
で
終
っ
イ
し
い

て
整
然
た
る
分
け
方
′
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ

て
お
り
、
落
窪
物
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
仝
三
巻
の
わ
け
め

が
、
一
つ
の
話
が
す
完
だ
と
こ
ろ
で
さ
え
な
く
、
全
く
の
中
途
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
分
け
方
、
機
械
的
な
分
け
方
と
は
違
っ
た
本
質
的
に
詰

い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
内
容
と
照
応
し
た
各
巻
の
分
け
方
に
も
、
、
整
然

た
る
構
成
を
意
図
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
■

か
よ
う
な
狭
衣
物
語
の
特
質
は
こ
の
物
語
の
形
成
、
成
立
の
事
埠
に

帰
せ
ら
れ
る
開
国
で
濁
る
が
、
成
立
事
情
が
明
ら
か
で
な
く
、
．
今
後
も

そ
の
考
証
的
研
究
は
相
当
因
雉
で
、
か
な
り
か
た
く
道
が
ふ
さ
が
れ
て

2・－



い
る
現
在
、
作
品
自
体
に
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
語
ら
せ
る
こ
と
が
、
さ

し
ぁ
た
っ
て
は
唯
一
つ
の
方
法
で
塙
あ
る
し
、
そ
し
て
作
品
研
究
の
方

法
と
し
て
は
窮
極
の
方
法
で
も
あ
る
。

三

「
狭
衣
」
が
「
源
氏
」
の
模
倣
作
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
そ
の
意
味
で
琵
意
し
た
い
。
模
倣
と
い
う
こ
と
を
消
桟
的
に
考
え

る
時
、
力
量
不
足
で
、
創
造
力
の
貧
困
な
作
者
が
あ
ち
こ
ち
他
初
作
品

を
模
倣
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
渇
が
、
「
狭
衣
」
の
場
合
、
「
源

ヽ

　

ヽ

氏
」
　
の
模
倣
は
表
面
切
っ
た
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
ふ
L
が
あ
る
。

そ
し
で
そ
の
こ
と
憺
王
朝
物
語
の
系
譜
に
缶
い
て
ひ
と
つ
の
必
然
性
を

も
つ
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
小
説
に
つ
い
て
言
う
よ
う
に
模
倣
だ
か
ら

っ
ま
実
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
．
そ
の

こ
と
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
「
狭
衣
」
が
、
「
源
氏
」
の
模
倣
作

で
あ
る
こ
と
を
表
面
切
っ
て
方
法
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
も
し
肯
わ

れ
る
な
ら
ば
、
「
狭
衣
」
が
長
篇
と
し
て
の
一
定
の
構
成
的
意
図
を
も

っ
て
執
筆
さ
れ
、
単
一
の
構
想
、
主
題
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
長
篇
物
語

た
り
う
る
条
件
が
、
そ
の
方
法
の
中
に
胚
胎
し
て
い
る
と
亨
か
る
で
あ

、
ろ
う
か
ら
、
問
題
と
し
て
い
る
「
狭
衣
」
の
物
語
様
式
と
し
て
の
す
ぐ

れ
た
特
質
が
形
成
さ
れ
た
一
つ
の
条
件
が
う
か
が
わ
れ
る
わ
け
で
あ
．

る
。
と
こ
ろ
で
、
さ
よ
う
な
事
情
を
作
品
自
体
に
語
ら
せ
う
る
と
す
れ

ば
、
何
よ
り
も
、
「
源
氏
」
の
模
倣
作
た
る
こ
と
を
表
面
切
っ
て
方
法

と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
・

た
め
に
は
、
「
狭
至
の
源
氏
麒
倣
が
、
単
に
人
物
や
場
面
に
止
ま
ら

ず
、
そ
れ
ら
が
構
築
す
る
構
造
を
の
も
の
混
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
言
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
模
倣
な
る

が
ゆ
え
に
、
は
じ
め
か
ら
一
定
の
構
想
と
主
題
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
長

篇
的
構
成
生
息
図
す
る
こ
と
．
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
が
、
そ
れ

、
に
は
単
な
る
部
分
的
な
模
倣
で
は
な
く
、
構
想
、
主
題
と
い
う
物
語
の

．
主
軸
、
構
造
艦
お
い
て
な
さ
れ
ね
ば
、
は
じ
め
か
ら
の
長
篇
的
構
成
を

可
能
な
ら
し
め
る
形
成
の
条
件
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
作
品
の
示
す
も
の
は
如
何
と
い
う
に
、
構
想
・
筋
立
て
に
お

も
た
し
ろ

い
て
　
「
狭
衣
」
の
源
氏
模
倣
は
、
形
代
物
語
の
構
想
に
お
い
て
統
一

．
重
美
せ
ら
れ
完
結
を
と
け
た
、
皇
一
己
、
見
る
。
・
す
な
わ
ち
、
狭
衣
と
源
氏

の
官
と
の
関
係
は
藁
と
大
君
と
の
を
れ
に
似
、
心
情
に
忠
言
∵
て
は
光

滅
氏
の
藤
重
に
対
す
る
関
係
に
似
て
い
る
（
日
本
文
学
大
辞
典
）
、
と

さ
れ
て
い
る
が
、
叢
が
大
君
の
死
後
、
申
君
、
浮
舟
と
遍
歴
す
る
形
代

物
語
の
構
想
、
光
源
氏
が
藤
壷
の
ゆ
か
り
の
紫
上
を
求
め
る
形
代
物
語

の
構
想
・
筋
立
て
は
狭
衣
物
語
全
篇
の
構
造
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
構
想
と
い
う
点
で
全
く
似
て
い
る
。
そ
し
て
狭
衣
物
語
争
し

の
形
代
物
語
に
碩
し
、
源
氏
の
官
に
対
す
る
悲
恋
を
中
軸
と
し
て
そ
の

悲
恋
が
他
の
恋
愛
に
悲
劇
を
捲
き
起
し
て
い
ぐ
構
成
を
と
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
物
語
の
主
要
な
テ
ー
マ
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語

の
主
要
な
筋
立
て
と
し
て
光
源
氏
が
「
、
竺
送
の
女
性
」
藤
茸
を
求
め
で

求
め
得
ぬ
悲
恋
か
ら
墜
缶
の
ゆ
か
り
紫
上
を
求
め
る
形
代
物
語
を
考
え

る
こ
と
は
正
当
な
こ
と
で
あ
る
が
、
狭
衣
物
語
は
源
氏
物
語
の
複
雑
多

－　3　－



様
な
混
沌
の
中
か
ら
主
要
な
筋
立
て
と
し
て
の
形
代
物
語
の
構
想
を
と

り
出
し
へ
こ
の
構
憩
に
お
い
て
全
篇
を
統
一
整
美
し
、
筋
の
展
開
を
は

か
・
つ
妄
よ
う
な
の
で
あ
あ
。
あ
の
巨
大
な
源
虜
物
語
の
全
構
造
の
中
か

ら
形
代
物
語
－
－
美
し
い
理
想
の
女
性
を
得
ら
れ
ぬ
代
り
と
し
て
よ
し

似
た
ゆ
か
り
の
女
性
を
求
め
る
　
ー
　
を
こ
早
受
す
る
と
い
う
鑑
賞
は
女
ら

し
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
っ
私
は
そ
こ
．
に
狭
衣
作
者
の
女
ら
し
い
漁
語

享
受
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
を
形
代
物
語
と
し
て
享
受
す
る

鑑
賞
と
い
う
こ
と
は
当
時
の
女
の
読
者
の
普
通
な
方
法
だ
っ
た
の
で
ほ

あ
る
ま
い
か
と
も
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
更
級
日
記
に
源
氏
物
語
を
別

に
「
紫
の
物
語
」
と
か
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
か
呼
ん
で
い
る
の
は
そ
う

い
う
意
味
で
注
意
を
ひ
～
♪
。
尤
も
こ
れ
は
源
氏
物
語
に
紫
上
の
こ
と
を

「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
女
主
人
公
紫
上
（

紫
の
ゆ
か
り
）
の
物
語
と
い
う
意
味
で
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な

い
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
源
氏
物
語
で
紫
上
の

こ
と
を
「
紫
の
ゆ
か
㊤
」
と
呼
ん
だ
の
は
紫
上
が
藤
壷
の
蛭
で
あ
っ
て

′
藤
面
の
ゆ
か
り
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
源
氏
物
語

の
七
と
を
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
呼
ん
だ
心
持
に
は
案
外
に
前
述
し
た
よ

ぅ
な
源
氏
物
語
の
滞
造
を
形
代
物
記
と
し
て
見
る
受
け
と
り
方
が
ひ
そ

完
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
恕
像
す
る
乙
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

更
級
日
記
に
「
紫
の
物
語
」
と
あ
る
の
は
源
氏
物
語
を
指
し
て
い
る

こ
と
明
白
な
の
で
あ
る
が
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
は
源
氏
物
語
の
若
紫
巻

を
指
す
と
見
る
説
も
あ
り
源
氏
物
語
全
篇
の
呼
び
名
で
あ
っ
た
と
は
断

定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
で
紫
上
の
こ
と
受
「
紫
の
ゆ
か

り
」
と
呼
ん
で
い
る
か
ら
女
主
人
公
紫
上
（
紫
の
ゆ
か
り
）
の
物
語
と

い
う
意
味
で
・
そ
う
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
紫
の
物
語
」
と
い
う
の
も
「
紫
の
ゆ
か
り
」
　
（
の
物
語
）
と
い
う
の

も
共
に
女
主
人
公
紫
上
の
名
受
取
？
て
呼
ん
だ
も
の
で
二
つ
の
呼
び
名

の
間
に
差
違
は
な
い
と
考
え
る
。
な
お
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
が
若
紫
巻

を
指
し
た
と
見
て
も
少
く
と
も
若
紫
巻
を
紫
の
切
か
り
の
物
語
甘
形
代

物
語
と
し
て
見
る
受
け
と
り
方
が
ひ
そ
ん
で
い
た
と
想
像
す
る
乙
と
は

許
さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
若
紫
巻
に
形
代
物
語

を
享
受
し
た
読
者
な
ら
源
氏
物
語
全
篇
を
読
み
進
め
て
行
ウ
た
時
そ
の

主
要
な
筋
立
て
と
し
て
形
代
物
譜
を
享
受
す
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で

あ
ろ
う
、
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
は
若
腰
巻
を
指
す
と

見
て
も
、
当
時
の
読
者
が
源
氏
物
語
の
構
造
を
形
代
物
語
と
し
一
て
見
る

と
こ
ち
が
あ
っ
た
の
か
と
想
像
す
る
こ
と
に
は
差
し
つ
か
え
が
な
い
の

で
あ
る
。

以
上
は
ノ不

確
か

「
紫
の
物
語
」
と
あ　な

る′へ想

こ註像
と4に
な）す

ぎ
な
＼√ヽ

の
だ
が

、
原
中
点
秘
抄
に
も

ど
も
見
れ
ば
、
源
氏
物
語
を
別
に
女
の

読
者
が
、
．
女
ら
し
く
八
女
主
人
公
の
名
を
取
っ
て
「
紫
の
物
語
」
と
か

「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
か
呼
ん
だ
事
情
は
確
実
な
よ
う
で
あ
る
。

史
に
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
な
る
が
、
「
紫
の
和
ノ
か
ー
l
し
な
る
発

想
は
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
伝
承
的
な
親
し
み
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
源
氏
物
語
の
構
想
の
立
て
方
か
ら
臆
測
し
た

い
。
若
紫
巻
に
「
知
ら
ね
ど
も
武
蔵
野
と
い
へ
ば
か
こ
た
れ
ぬ
よ
し
や

一
さ
こ
そ
は
紫
の
故
」
の
古
歌
を
引
い
て
光
源
氏
の
「
武
菰
野
と
い
　
へ



ば
か
こ
た
れ
ぬ
」
（
藤
壷
の
ゆ
か
り
と
思
え
ば
な
つ
か
し
い
）
と
い
う

思
い
が
あ
り
、
「
武
蔵
野
の
露
分
け
わ
ぶ
る
葦
の
ゆ
か
I
＋
を
」
と
、
・
逢

い
か
れ
て
い
る
藤
壷
の
ゆ
か
り
な
る
紫
上
を
可
愛
く
い
と
し
く
思
っ
て

い
る
源
氏
の
歌
が
あ
り
、
作
者
の
地
の
文
に
「
こ
よ
な
き
物
思
ひ
の
ま

ざ
ら
は
し
な
り
」
！
－
「
物
思
ひ
し
と
は
藤
壷
に
対
す
る
恋
慕
の
物
思

い
で
あ
る
ー
1
と
あ
り
、
叉
若
菜
巻
で
新
し
く
登
場
さ
せ
た
女
三
の
官

も
堅
壷
の
症
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
光
源
氏
の
関
心
を
ひ
く
条
件
と
な

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

っ
て
い
る
こ
せ
な
ど
も
見
て
く
れ
ば
、
「
紫
の
ひ
と
も
と
讐
ゑ
に
武
蔵
野

の
革
は
み
な
が
ら
．
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
」
（
古
今
集
巻
十
七
雑
上
、
国
し
ら

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

す
、
託
八
し
ら
す
）
と
か
前
掲
の
古
歌
の
「
紫
の
故
」
と
い
う
発
想
が

源
氏
物
語
の
構
想
の
源
に
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
l
の
よ
う
な
古
歌
は
王
朝
の
文
学
的
世
代
に
と
っ
て
勤
し
み
深
い
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
そ
の
糞
憩
に
ょ
っ
て
構
想
さ
れ
た
形
代
物
語
と
し
て

ヴ
ア
り
エ
ー
シ
ヨ
シ

の
源
氏
の
筋
立
て
の
見
事
さ
を
、
歌
か
ら
物
語
へ
の
変
形
の
見
事
さ
と

し
て
鑑
賞
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
狭
衣
物
語
は
源
氏
物
語
の
構
憩

を
儲
倣
し
た
の
で
あ
る
が
、
・
こ
の
よ
う
な
親
し
み
深
い
古
歌
の
発
感
が

源
に
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
そ
の
模
倣
が
或
る
必
然
社
有
す
る
方
法
と
だ
っ

た
の
で
は
な
か
あ
う
か
。
と
し
ノ
豪
衣
は
そ
の
形
代
物
語
と
し
て
の
一

つ
の
興
味
あ
る
筋
立
て
（
後
述
参
照
）
を
追
求
し
、
を
乙
に
狭
衣
的
と

称
す
べ
き
特
色
あ
る
形
代
物
語
の
長
篇
を
構
成
す
る
こ
と
上
患
っ
た
の

で
は
な
か
あ
う
か
。
・

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
形
代
物
語
の
宿
怨
と
い
う
こ
と
に
お

い
／
」
「
狭
衣
」
の
源
氏
模
倣
は
、
古
歌
↓
源
氏
↓
狭
衣
の
系
譜
に

お
い
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
読
者
は
こ
の
系
譜
の
線
上
に

お
い
て
「
狭
衣
」
の
構
想
を
享
受
・
鑑
賞
し
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
、
形
代
物
語
と
い
う
構
憩
艦
お
い
て
源
氏
模
倣
を
積
極
的
な

方
法
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
の
享
受
と
創
造
、
言
い
か
え
れ

ば
伝
統
と
創
造
と
い
う
側
面
で
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
人
生
の
断
片
な
え
が

き
、
そ
の
無
限
定
性
の
連
鎖
が
を
の
構
造
を
形
づ
く
る
と
い
わ
れ
る
物

語
形
成
の
方
式
が
、
は
じ
め
か
ら
す
で
ら
れ
、
人
生
の
現
実
に
で
は

な
く
、
「
源
氏
」
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
物
語
に
形
成
の
契
機
を
お

き
、
構
想
に
お
け
る
金
構
周
を
は
じ
め
に
設
定
し
／
」
か
か
っ
た
と
こ
ろ

握
、
極
め
て
整
然
た
る
構
成
の
ま
と
ま
り
が
期
せ
ら
れ
た
所
以
が
あ
る

こ
と
は
明
瞭
と
な
る
。

四

か
よ
う
な
制
作
の
あ
り
方
は
、
狭
衣
物
語
を
し
／
L
小
説
手
法
に
近
い

方
法
態
と
ら
し
め
う
る
こ
と
と
な
っ
た
。
仝
構
図
が
あ
ら
か
℃
め
設
定

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
筋
立
て
、
構
想
が
見
通
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
一
貫
し
挺
筋
に
参
与
す
る
描
写
、
筋
を
め

ぐ
る
構
成
が
、
か
な
り
の
確
か
さ
で
期
．
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
源
氏

物
語
に
見
ら
れ
る
、
筋
立
／
」
に
は
な
く
て
も
よ
い
等
が
長
々
と
語
ら
れ

る
物
語
的
特
性
が
彩
を
ひ
そ
め
て
、
筋
に
蓼
与
す
る
描
写
、
構
成
が
と

ら
れ
、
主
人
公
狭
衣
を
中
心
と
す
る
筋
の
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
と
と

は
極
め
．
て
注
目
さ
れ
る
。

－・5



主
人
公
を
中
心
と
し
、
主
人
公
の
性
格
を
通
し
て
物
語
が
進
展
す
る

と
い
う
こ
と
は
「
宇
治
十
帖
」
に
そ
の
先
駆
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

黄
の
性
格
が
あ
の
よ
う
な
悲
恋
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
「
宇
治
十

帖
」
は
性
格
悲
劇
の
物
語
と
言
え
る
が
、
し
か
し
な
お
、
叢
が
恋
物
語

の
進
展
を
左
右
す
る
と
い
う
よ
り
、
大
君
、
中
君
や
浮
舟
の
性
格
が
参

与
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
ケ
・
そ

の
点
、
狭
衣
物
語
に
お
い
て
は
、
恋
物
語
が
主
人
公
へ
の
照
明
に
よ
っ

て
押
し
進
め
ら
れ
、
悲
恋
の
運
命
を
も
た
ら
す
も
の
は
常
に
主
人
公
の

性
格
、
行
動
に
あ
る
と
い
う
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
し
ば

ら
く
そ
の
様
相
を
見
て
み
よ
う
。

主
人
公
狭
衣
は
、
日
本
文
学
大
辞
典
で
は
「
光
源
氏
と
窯
の
合
体
」

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
窯
の
人
物
像
を
摸
そ
う
と
し
、
時

に
、
光
源
氏
的
な
も
の
も
槙
そ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
煎

よ
り
い
っ
そ
う
仏
教
的
色
彩
が
色
濃
く
な
り
、
「
第
十
K
我
が
釈
迦
卑

尼
仏
と
、
こ
の
世
の
光
の
為
と
、
げ
に
顕
は
れ
給
へ
る
と
、
…
：
」
と

い
っ
た
ふ
う
に
釈
迦
如
来
に
な
ぞ
ら
え
て
狭
衣
の
人
物
像
を
説
明
し
て

い
る
。
こ
の
物
語
の
頃
の
理
恵
の
人
物
像
と
し
て
意
味
深
小
が
、
物
語

の
主
人
公
と
し
て
恋
の
旋
律
に
浮
か
び
出
る
時
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人

物
像
で
あ
っ
た
の
か
。
「
如
伺
な
る
に
か
、
御
身
の
程
よ
り
は
い
た
く

静
ま
り
て
、
こ
の
世
は
か
り
そ
め
に
あ
ぢ
き
な
き
も
の
と
思
し
て
、
あ

り
て
ふ
人
は
知
ら
ま
は
し
け
に
滝
思
し
た
ら
ず
、
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ざ
ら

む
事
に
、
御
目
を
も
耳
を
も
と
ど
め
給
ふ
べ
う
も
あ
ら
ね
ば
、
少
し
物

す
さ
ま
じ
う
心
や
ま
し
き
御
気
色
な
る
」
と
あ
る
の
は
志
の
人
物
像
と

を
っ
く
り
で
あ
る
。
又
「
さ
こ
そ
ま
め
だ
ち
給
ヘ
ビ
、
唯
引
き
過
ぎ
拾

ふ
路
の
た
よ
り
に
も
、
少
し
故
づ
き
た
る
山
域
の
垣
ほ
の
撫
子
に
は
、

お
の
づ
か
ら
目
と
ま
ら
ぬ
に
L
も
あ
ら
ぬ
ほ
ど
．
に
、
野
を
な
つ
か
し

み
旅
壇
し
給
ふ
わ
た
り
も
あ
る
に
や
、
…
…
」
と
あ
る
の
も
話
に
似
て

い
る
。
お
も
り
か
な
荒
も
、
三
条
官
（
母
女
三
の
官
）
方
に
参
り
頻
る

侍
女
達
と
は
「
あ
ま
た
」
関
係
が
あ
っ
た
。
「
わ
が
か
く
人
に
め
で
ら

れ
む
と
な
り
給
へ
る
有
隊
な
れ
ば
は
か
な
く
な
げ
の
言
葉
を
散
ら
し
給

ふ
あ
た
り
も
こ
よ
な
く
も
て
は
な
る
る
心
な
く
な
び
き
や
す
な
る
程
に

お
の
づ
か
ら
な
ほ
ざ
り
の
通
ひ
所
も
あ
ま
た
に
な
る
畢
＝
…
（
「
岩
波

文
庫
本
「
匂
官
」
一
九
〇
貢
）

共
に
、
現
世
否
定
の
志
を
抱
き
な
が
ら
ま
た
木
石
の
身
で
は
な
く
、

女
人
に
対
す
る
態
度
は
消
極
的
で
は
あ
る
が
＼
決
し
て
女
些
無
関
心
で

あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
女
運
に
は
限
り
な
く
憧
隠
さ
れ
て

い
る
と
い
う
人
物
な
の
で
あ
る
。

こ
の
人
物
像
の
理
想
億
は
昔
話
以
来
の
物
語
の
常
と
し
て
物
語
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

は
じ
め
に
設
定
さ
れ
る
。
缶
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
匂
官
巻
に
、
狭
衣

に
つ
い
て
は
、
「
少
年
の
春
は
…
…
」
に
は
じ
ま
る
一
場
面
描
写
の
後
、

物
語
の
筋
が
展
開
す
る
は
じ
め
に
、
狭
衣
の
両
親
の
紹
介
が
あ
っ
て

後
、
主
人
公
狭
衣
の
紹
介
の
段
落
に
お
い
て
な
潰
れ
て
い
る
。
義
も
狭

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

衣
も
は
じ
め
か
ら
限
り
L
な
き
理
想
の
人
物
な
の
で
あ
る
。
物
語
の
筒

で
あ
り
、
物
語
の
限
界
を
示
す
も
の
だ
が
、
主
人
公
の
生
き
方
の
必
然

に
そ
の
理
想
像
が
追
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
な
い
書
き
方
、
物
語
の

方
法
と
関
連
し
つ
狭
衣
の
折
あ
ら
ぽ
出
家
し
よ
う
と
す
る
態
度
も
仏
教



信
仰
と
い
う
精
神
性
へ
の
深
み
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
と
い
う
よ
り

は
、
或
る
ニ
ヒ
ル
な
精
神
、
性
格
を
示
す
も
の
と
し
て
悲
恋
物
語
の

筋
立
て
に
参
与
し
て
い
る
。

．
女
主
人
公
源
氏
の
官
と
の
悲
恋
を
見
よ
う
。
女
主
人
公
源
氏
の
官
は

狭
衣
の
従
妹
で
1
狭
衣
の
母
と
源
氏
の
官
の
父
＜
先
帝
＞
と
が
御
兄

妹
で
狭
衣
と
源
氏
の
富
と
は
従
兄
妹
同
士
－
－
同
じ
邸
内
で
狭
衣
と
は

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

兄
妹
と
し
て
成
人
し
て
い
る
。
そ
の
兄
妹
と
し
て
育
っ
て
い
る
源
氏
の

官
に
対
す
る
狭
衣
の
恋
、
と
い
う
設
定
に
お
い
て
そ
の
恋
の
障
碍
と
す

る
。
し
か
し
こ
の
障
碍
は
絶
対
的
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
ど
う
し
て
も

乙
の
恋
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
い
う
強
い
心
を
も
っ
て
お
し
す
す
ぬ
た
な

ら
ば
成
就
で
き
な
い
恋
で
は
な
い
の
に
．
狭
衣
の
右
酪
左
阿
の
性
格
に

よ
っ
て
成
就
で
き
な
い
と
見
ら
れ
る
菖
き
方
打
の
で
あ
る
。
な
お
叉
・
狭

衣
が
源
氏
の
官
を
恋
す
る
の
は
源
氏
の
官
の
容
貌
の
美
し
湾
に
ひ
か
れ

て
で
あ
っ
て
、
つ
－
「
官
（
源
氏
の
苫
）
、
少
し
起
き
上
り
で
兄
を
こ
せ

給
へ
る
御
ま
み
、
つ
ら
つ
き
な
ど
の
美
し
さ
、
花
の
匂
ひ
藤
の
し
な
ひ

に
も
、
こ
よ
な
く
ま
さ
り
て
見
え
給
ふ
を
、
例
の
的
露
が
り
ま
さ
り

て
、
つ
く
づ
く
と
ま
ぼ
ら
れ
給
ふ
L
I
責
が
大
君
を
求
め
た
精
神
的

な
重
さ
、
光
源
氏
の
藤
壷
を
慕
う
精
神
的
な
深
さ
は
な
く
、
は
じ
め
に

設
定
さ
れ
た
狭
衣
の
人
物
像
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
と
し
て
の
精
神
的
な

意
義
は
分
ら
た
い
。
た
だ
美
し
い
だ
け
で
は
そ
の
女
性
を
書
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
に
設
定
さ
れ
た
よ
う
な
人
物
像
と
し
て
の
狭
衣
を
書

く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
故
狭
衣
が
源
氏
の
官
を
恋
し

た
の
か
が
十
分
に
納
得
さ
れ
ぬ
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
源
氏
の
官
の
心
理

感
情
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
い
っ
そ
う
よ
く
分
ら
扱
い
と

い
う
事
情
も
注
意
す
べ
き
で
、
女
主
人
公
源
氏
の
官
を
書
く
こ
と
に
よ

二
J
主
人
公
狭
衣
を
古
く
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
も
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

飛
鳥
井
姫
は
夕
顔
と
浮
舟
の
合
一
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
源
氏
の
官
を

求
め
て
得
ら
れ
ぬ
心
憂
さ
を
ま
せ
ら
す
べ
く
忍
び
歩
き
の
頃
、
㍉
1

「
中
将
の
君
は
、
あ
り
し
堂
の
八
島
の
後
は
、
甘
．
の
こ
よ
な
く
伏
目
に

な
り
給
へ
る
も
、
い
と
つ
ら
う
心
憂
き
に
、
い
か
に
せ
ま
L
と
の
み
欺

き
ま
さ
る
を
、
我
が
心
に
も
慰
め
佗
び
た
ま
ひ
て
、
自
ら
も
や
紛
る
る
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と
、
l
忍
び
あ
り
き
ど
も
に
心
入
れ
給
へ
ど
・
・
T
L
I
－
姫
に
逢
う
の

は
、
光
源
氏
が
藤
壷
を
慕
う
て
か
な
わ
ぬ
心
の
憂
さ
を
ま
ざ
ら
す
べ
く

中
の
品
の
女
性
へ
の
忍
び
歩
き
の
頃
、
夕
顔
に
逢
う
の
と
似
て
、
そ
の

心
情
の
は
か
な
さ
可
憐
さ
も
夕
顔
や
浮
舟
に
似
て
お
り
、
母
校
に
入
水

す
る
こ
と
は
浮
舟
を
真
似
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
や
ん
ご

と
な
き
あ
た
り
よ
り
は
、
習
は
ぬ
革
の
枕
め
づ
ら
し
く
て
」
愛
し
た
心

情
も
∵
か
つ
、
・
一
途
に
親
愛
す
る
の
も
、
光
源
氏
の
夕
顔
に
対
す
る
態

度
と
同
一
で
あ
り
、
夕
醇
が
六
条
御
息
所
の
た
め
に
死
し
、
飛
島
井
姫

が
狭
衣
の
源
氏
の
官
へ
の
顧
慮
（
後
述
）
の
ゆ
え
に
、
即
ち
間
接
に
源

氏
の
官
の
た
め
に
入
水
す
る
こ
と
、
共
に
中
の
晶
の
悲
酌
だ
が
、
前
者

の
悲
劇
に
於
け
る
六
条
御
息
所
の
比
重
の
大
き
い
の
に
対
し
、
後
者
の

悲
劇
に
於
い
て
は
源
氏
の
官
は
直
接
の
関
係
は
な
く
、
狭
衣
の
行
動
ゆ

え
に
悲
劇
が
起
り
、
た
だ
そ
れ
が
狭
衣
の
源
氏
の
富
に
対
す
る
顧
慮
に

発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
関
係
が
あ
る
の
だ
っ
た
。



狭
衣
の
飛
鳥
井
姫
へ
の
傾
き
は
、
「
膏
は
見
な
れ
給
ふ
ま
ま
に
、
哀

れ
ま
さ
り
つ
つ
、
な
ほ
ざ
り
ご
と
に
は
あ
ら
ず
契
り
語
ら
び
拾
ひ
ぬ
べ

し
。
さ
る
は
こ
れ
に
劣
る
べ
き
人
も
見
給
は
ず
、
我
が
心
も
、
勝
れ
て

こ
の
事
の
め
で
た
し
な
ど
、
わ
ざ
と
御
心
と
ま
り
ぬ
べ
き
故
も
な
け
れ

ど
、
唯
そ
ぞ
ろ
に
兄
で
は
え
あ
る
ま
じ
う
い
と
ほ
し
く
、
心
に
か
か
らけ

ぬ
隙
な
く
、
我
な
が
ら
物
包
ほ
し
き
ま
で
に
党
ゆ
る
を
、
『
こ
れ
や
実

に
宿
世
と
い
ふ
も
の
な
ら
む
、
か
く
の
み
覚
え
ば
、
宿
世
口
惜
し
く
も

ぁ
る
べ
き
か
な
。
』
　
と
日
に
渉
へ
て
え
さ
れ
難
う
、
浅
か
ら
す
の
み
覚

え
拾
へ
ば
、
待
た
る
る
夜
な
夜
な
も
な
く
紛
れ
あ
り
き
拾
ふ
こ
と
、
月

頃
に
も
な
り
聖
」
と
い
う
よ
う
な
溺
愛
ぶ
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
様
に

は
御
供
の
者
た
ち
も
「
ま
だ
か
か
る
事
は
な
か
り
つ
る
も
の
を
、
い
か

ば
か
り
な
る
吉
祥
天
女
な
ら
む
。
さ
る
は
い
と
物
げ
な
き
気
色
な
る

を
。
」
と
陰
口
を
き
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
飛
島
井
姫
に
と

っ
て
事
福
な
情
事
が
」
は
か
な
く
も
句
わ
れ
る
の
は
、
源
氏
の
官
に
こ

の
情
事
薮
か
く
し
て
お
き
た
い
と
い
う
僕
衣
の
因
循
姑
息
な
態
度
、
隠

薇
秘
密
に
心
を
労
す
る
小
賢
し
さ
の
た
也
だ
っ
た
。
僧
に
恋
人
が
あ
る

こ
と
を
知
ら
れ
て
漁
民
の
宮
と
の
関
係
を
絶
た
れ
て
は
と
の
恐
れ
か
ら

乙
の
情
事
を
秘
密
の
も
の
と
す
る
べ
く
、
自
分
の
素
姓
を
明
か
さ
ず
、

叉
、
経
済
的
な
保
障
な
ど
積
極
的
な
配
慮
を
施
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
原

因
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
姫
の
乳
母
は
経
済
生
活
の
保
障
の
な
い
不

安
か
ら
、
か
ね
て
か
ら
姫
を
望
ん
で
い
た
式
部
大
師
道
成
の
申
し
出
を

喜
ん
で
受
け
る
こ
と
に
な
り
悲
劇
が
胚
胎
し
た
の
で
あ
る
・

女
二
．
の
宮
の
悲
劇
も
同
じ
く
こ
の
狭
衣
の
小
賢
も
い
利
己
的
な
態
度

に
原
田
し
て
い
る
。
舷
が
も
の
の
ま
ざ
れ
式
に
情
欲
を
遂
げ
て
後
、
彼

の
胸
中
に
は
「
女
二
の
宮
と
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
免
れ
が
た
い
運

命
の
契
と
は
思
う
が
源
氏
の
官
を
恋
う
心
は
お
ろ
か
な
も
あ
で
は
な

い
。
女
二
の
官
と
の
か
か
る
契
り
の
た
め
に
源
氏
の
官
を
失
い
は
せ
ぬ

だ
ろ
う
か
。
と
て
も
心
配
だ
。
し
か
し
叉
、
今
逢
い
そ
め
．
た
女
二
の
官

と
思
う
よ
う
に
準
え
庖
い
な
げ
か
し
さ
も
自
分
の
的
を
つ
い
て
く
る
。

源
氏
の
富
を
失
わ
ず
そ
っ
と
今
の
ま
ま
の
関
係
で
し
か
も
女
二
の
宮
と

ひ
そ
か
に
情
を
通
ず
る
方
法
は
何
よ
り
も
事
を
表
面
的
に
し
な
い
事

だ
。
」
と
い
う
思
念
が
か
た
ち
づ
ぐ
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
の
校
智
は
世

を
知
ら
ぬ
皇
女
二
の
官
に
さ
さ
や
く
。
「
こ
の
よ
う
に
忍
び
込
ん
丹
り

し
て
契
を
結
ん
だ
私
は
ぬ
か
り
の
な
い
男
と
し
て
帝
か
ら
よ
ぐ
思
わ
れ

な
い
で
し
ょ
う
か
ら
公
然
と
御
許
し
が
あ
る
ま
で
は
普
通
に
は
御
目
に

か
か
る
事
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
手
紙
を
差
し
上
げ
る
事
も
難
し
い
こ
と

で
す
。
し
か
し
思
い
あ
ま
る
折
々
は
中
納
言
の
内
侍
を
通
じ
て
申
し
上

げ
ま
し
ょ
う
。
貴
女
も
そ
の
折
は
ど
う
か
御
返
事
を
下
さ
い
。
」
こ
う
言

っ
て
重
後
に
「
も
う
結
婚
の
日
ま
で
は
幾
日
も
な
い
事
で
す
か
ら
そ
れ

を
慰
め
に
致
し
て
畢
り
ま
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事

を
表
面
化
し
な
い
た
め
に
も
っ
と
も
ら
し
い
理
冠
を
述
べ
、
か
つ
情
を

通
ず
る
手
は
打
り
て
い
る
。
し
か
も
結
婚
の
顧
望
は
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
結
婚
の
こ
と
を
口
に
す
る
。
不
良
少
年
の
手
口
で
あ
り
色
事
の
頚
・

戌
極
ま
れ
り
と
言
う
べ
き
だ
が
、
こ
れ
は
狭
衣
の
優
柔
不
断
、
錯
雑
た

る
分
別
心
の
無
さ
な
の
で
あ
っ
た
。
「
な
ぞ
や
か
く
思
ひ
や
り
な
く
あ

や
し
き
身
な
り
け
む
」
と
狭
衣
は
自
分
の
分
別
心
の
な
さ
を
悔
い
、
作



者
は
地
の
文
に
「
過
ぎ
ぬ
る
か
た
悔
し
き
御
癖
」
で
あ
る
と
病
的
な
習

癖
を
言
っ
て
い
る
。

こ
の
狭
衣
の
病
的
な
心
理
抱
写
を
通
し
て
性
格
悲
劇
と
し
て
の
こ

の
悲
恋
物
語
は
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

．
こ
の
よ
う
に
恋
物
語
が
主
人
公
狭
衣
の
性
格
を
通
し
て
描
か
れ
た
こ

と
は
主
人
公
の
持
つ
重
み
を
大
き
く
し
た
。
「
狭
衣
大
将
の
恋
」
と
言

ぅ
に
ふ
さ
わ
し
い
書
き
方
で
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
の
恋
物
語
に
お
い

て
一
つ
一
つ
の
恋
物
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
女
主
人
公
が
強
く
浮
彫
り
さ

れ
、
主
人
公
は
そ
の
相
手
役
を
や
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
の
と
比
べ
れ

ば
、
狭
衣
物
語
の
主
人
公
こ
そ
罫
に
主
人
公
の
名
に
値
す
る
書
き
方
が

ヽ

　

ヽ

さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
物
語
の
構
成
に
基
因

し
て
い
る
と
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ

こ
に
、
源
氏
物
語
が
昔
物
語
の
短
篇
性
か
ら
長
篇
的
性
格
へ
成
長
発
達

し
て
い
く
形
成
過
程
を
示
す
、
物
語
文
学
様
式
と
し
て
は
通
津
的
段
階

に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
狭
衣
物
語
は
、
長
篇
と
し
て
の
一
定
の
構
成
的

意
図
を
持
っ
て
執
筆
さ
れ
、
単
一
の
構
想
、
主
題
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た

ー
ー
形
代
物
語
の
筋
立
て
に
お
い
て
ー
・
1
－
長
篇
物
語
に
ま
で
成
長
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
成

立
の
事
情
と
の
開
放
の
下
に
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
c
短
篇
的

物
語
の
い
わ
炒
る
接
穂
式
構
成
に
よ
る
長
篇
物
語
で
は
主
人
公
を
め
ぐ

る
種
々
な
女
性
の
変
化
を
通
し
て
描
く
の
が
必
然
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
l
、
狭
衣
物
語
の
書
き
方
は
長
篇
的
構
成
に
よ
る
筋
立
て
に
お
い
七
可

能
な
こ
と
で
あ
り
、
必
然
性
を
持
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

・
た
ゞ
近
代
小
説
の
よ
う
に
を
の
主
人
公
の
人
間
像
が
成
長
し
て
い
く

過
程
に
お
い
て
展
開
発
展
し
で
示
く
と
い
う
．
こ
せ
は
な
か
っ
た
。
物
語

の
限
界
で
あ
り
す
べ
て
の
物
語
作
品
の
遂
に
脱
し
得
ぬ
こ
と
な
の
で
あ

った。

五

飛
鳥
井
姫
、
女
二
の
官
の
悲
劇
を
捲
き
起
し
て
後
、
源
氏
の
官
は

芳
院
と
な
り
、
以
後
こ
の
よ
う
な
悲
劇
の
物
語
が
絶
え
る
の
は
意
味
が

深
い
。
女
二
の
官
、
飛
鳥
井
姫
と
の
悲
恋
物
語
が
こ
の
物
思
に
於
い
て

比
重
の
大
き
い
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
」
源
氏
の
富
の
登
場
人
物
と

し
て
の
役
割
は
こ
聖
一
つ
の
悲
恋
物
語
を
ひ
き
起
す
た
め
で
あ
っ
た
と

さ
、
皇
口
え
る
。
源
氏
の
官
ゆ
え
に
悲
劇
が
起
き
た
の
だ
〓
「
紫
の
故

に
」
と
い
う
発
憩
が
、
て
の
物
語
に
お
い
て
憺
か
く
も
悲
劇
一
色
に
形

象
化
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
形
代
物
語
の
と
り
得
る
一
つ
の
興
味
あ
る
筋

立
て
で
は
あ
っ
た
。
・

最
後
に
源
氏
の
富
の
蛭
で
官
そ
っ
く
り
の
人
、
故
式
部
卿
の
官
の
姫
ト

．
を
得
て
恋
の
物
語
が
終
る
の
も
形
代
物
語
と
し
て
典
型
的
で
あ
る
。
そ

の
後
、
狭
衣
が
帝
位
に
つ
き
、
今
ま
で
の
恋
の
物
語
の
後
日
罪
め
い
た

そ
の
後
の
次
第
が
ま
と
め
ら
れ
て
新
た
な
恋
の
物
語
は
な
い
。

な
お
、
こ
の
後
日
詰
に
、
最
後
ま
で
源
氏
の
官
を
忘
れ
え
ず
、
叉
、

飛
島
井
姫
の
回
想
に
、
女
二
の
官
と
の
悲
痛
な
再
会
に
、
い
ず
れ
も
い

ず
れ
も
涙
を
と
ど
め
え
ぬ
悲
愁
の
様
を
せ
が
い
た
の
は
、
源
氏
が
藤
壷

の
ゆ
か
り
紫
上
を
得
て
愛
情
の
充
足
を
持
ち
得
た
の
と
様
相
を
異
に

し
、
帝
位
と
い
う
最
高
の
無
筆
も
空
し
く
、
悔
恨
と
憂
愁
に
沈
む
悲
恋
こ

－　9　－－



そ
こ
の
物
語
の
主
旋
律
で
あ
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
王
朝
末

期
、
貴
族
達
の
権
勢
の
失
わ
れ
行
く
時
代
、
栄
華
は
何
か
空
し
い
も
の

と
な
っ
て
い
た
彼
等
の
心
の
世
紀
末
的
憂
愁
を
こ
の
物
語
は
よ
く
反
映

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
錯
雑
た
る
優
粟
不
断
の
主
人
公
の
性
格
と
心

理
の
描
写
を
通
し
て
「
形
代
物
語
」
は
王
朝
末
期
の
表
現
を
猿
得
し
た

の
で
透
る
。
「
形
代
物
詔
」
の
構
想
の
模
擬
改
作
、
変
奏
曲
は
、
狭
衣

的
と
称
す
べ
き
特
色
を
よ
く
形
象
化
し
え
て
完
結
も
た
、
と
讃
辞
を
奉

く
る
の
ほ
ほ
め
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

し
ヽ－

′

ヱ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
狭
衣
物
語
に
は
人
生
の
生
々
し
さ
が
な

い
、
と
い
う
読
後
感
や
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
「
創
作
的
で
あ
る
」
と
か

「
物
語
と
し
て
の
甘
い
味
」
と
い
っ
た
評
語
や
、
は
た
ま
た
「
狭
衣
物

語
は
通
俗
小
説
で
あ
る
」
と
い
っ
た
評
語
の
あ
る
所
以
が
分
っ
て
く
る

ュ
ぅ
に
思
わ
れ
る
し
、
最
後
の
通
俗
小
説
と
い
う
評
恩
は
、
人
生
の
規

実
を
制
作
の
源
泉
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
、
リ
ア
リ
ズ
ム
一
色

の
文
学
観
よ
り
す
る
批
判
だ
と
は
必
ず
し
も
断
定
す
る
も
の
で
は
な
い
・

が
、
現
代
の
文
学
観
匿
大
き
く
流
れ
る
け
こ
ノ
リ
ズ
ム
の
文
学
観
の
も
た

ら
す
批
評
の
傾
向
性
を
多
分
に
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ

ら
ケ
と
い
う
こ
と
や
、
ま
た
、
「
狭
衣
」
の
源
氏
模
倣
に
対
す
る
、
模

倣
な
る
が
ゆ
え
に
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
大
方
の
見
解
は
、
そ
の
ま
ま
う

の
み
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
が
理
解
さ
れ
て
く
る
で
あ
．
ろ

う
。
当
時
の
物
語
の
記
者
は
、
物
語
と
人
生
を
混
同
し
て
．
物
語
の
中

に
人
生
を
見
出
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
．
物
語
と
し
て
の
甘
い
味
と
人
生

と
を
き
び
し
く
区
別
し
て
、
甘
く
悲
し
い
恋
物
語
な
る
．
が
ゆ
え
に
通
俗

的
だ
な
ど
と
思
っ
た
か
は
抗
わ
し
い
し
、
ま
た
、
模
倣
な
る
が
ゆ
え
に

つ
ま
ら
な
い
と
思
う
よ
り
は
、
模
擬
改
作
の
変
奏
曲
の
で
き
ば
え
を

楽
し
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
し
ば
ら
く
愚
言
を
つ
ら
・
ね
七
、
狭
衣
評
価
に
つ
い
て
の
私
見
薮
加

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

い
っ
た
い
、
近
代
の
文
学
観
で
は
個
性
と
か
独
創
性
と
い
う
こ

ヴ
ア
り
エ
ー
シ
ヨ
ン

と
に
も
っ
ぱ
ら
価
値
が
求
め
ら
れ
、
従
っ
て
「
変
形
」
と
い
う
こ
と

は
軽
侮
や
批
難
を
意
味
し
て
い
る
．
一
人
の
作
家
に
つ
い
て
さ
え

も
一
つ
一
つ
の
作
品
に
個
別
性
を
要
求
す
る
の
が
近
代
の
読
者
で

あ
る
。
ま
し
て
異
な
る
作
家
の
作
品
と
の
類
似
は
許
さ
れ
な
い
。
こ

れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
個
人
と
か
個
性
と
か
な
尊
重
す
る
近
代
的
概
念

に
よ
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
考
え
方
は
比
較
的
新
し
い
こ
と
な
の
で
あ

り
、
古
代
に
お
い
て
は
個
性
と
か
独
創
性
と
い
う
こ
と
を
た
い
し
て
重

ヴ
T
H
′
エ

ん
じ
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
．
と
を
考
え
て
お
く
必
要
が
透
る
。
「
変

－
シ
ヨ
ン

形
の
技
法
」
を
近
代
の
読
者
は
味
わ
お
う
と
せ
ぬ
が
、
王
朝
の
記
者
は

む
し
ろ
そ
れ
を
楽
し
ん
だ
の
だ
。
前
に
述
べ
た
、
親
し
ま
れ
た
伝
承
的
な

古
歌
の
発
想
に
よ
っ
て
物
語
を
構
想
す
る
と
い
う
l
方
法
は
、
歌
物
語
を

源
流
と
す
る
も
の
だ
が
、
物
語
の
展
開
に
そ
う
で
、
を
の
構
想
の
も
と

に
な
ゥ
た
歌
を
想
い
起
こ
す
、
か
つ
叉
そ
の
歌
の
物
語
化
の
見
事
さ
に

目
を
み
は
る
、
と
い
う
当
時
の
読
者
の
鑑
賞
の
あ
り
方
を
憩
っ
て
み
た

′

い
。
王
朝
の
物
語
の
一
夫
血
流
で
、
あ
る
竹
取
物
語
と
伊
勢
物
語
は
、
一
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方
は
古
い
伝
説
に
も
と
づ
い
た
物
語
化
で
あ
り
、
一
方
は
歌
か
ら
物
語

へ
の
行
き
方
を
と
る
歌
の
物
語
化
で
あ
り
、
物
語
と
い
う
も
の
の
「
田

ヴ

丁

り

エ

ー

シ

ヨ

ン

　

　

　

　

　

ヴ

ア

り

エ

ー

シ

ヨ

ン

で
き
は
じ
め
」
の
方
法
が
既
に
変
形
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
変
形
が
な

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
て
と
に
作
者
の
カ
も
見
ら
れ
、
読
者
の
鑑
賞
の

た
の
し
み
も
あ
っ
た
の
だ
。
伊
勢
物
語
の
一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

「
晋
、
男
あ
り
け
り
。
奈
良
の
京
は
離
れ
、
こ
の
京
は
人
の
豪
ま
だ

定
ま
ら
ぎ
り
け
る
時
に
、
酉
の
寵
に
女
あ
り
け
り
。
を
の
女
、
世
の
人

に
は
ま
さ
れ
り
け
り
。
そ
の
人
、
か
た
ち
ょ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
り

け
る
。
ひ
と
り
の
み
も
渦
ら
ぎ
句
け
ら
し
。
そ
れ
を
か
の
ま
め
男
、
う

ち
物
語
ら
ひ
て
、
帰
カ
．
来
て
、
い
か
が
忠
ひ
け
む
、
時
は
や
よ
ひ
の
つ

い
た
ち
、
雨
モ
ぼ
降
る
に
や
り
け
る
。

．
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め

暮
ら
し
つ
」

伊
勢
物
語
二
段
で
あ
る
が
、
古
今
集
、
恋
歌
三
艦

や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
よ
り
し
の
び
に
実
に
も
の
空
自
ひ
て
の
ち
に
、

雨
の
そ
ぼ
降
り
け
る
に
よ
み
で
っ
か
は
し
け
る
　
在
原
業
平
胡
眉

置
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
幕
の
も
の
と
で
ー
な
が
め

暮
ら
し
つ
」

と
あ
る
。
伊
勢
物
語
の
文
と
比
配
し
て
み
る
と
、
伊
勢
物
語
は
、
「
古

今
集
」
の
こ
の
歌
の
詞
書
の
う
ち
、
「
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
」
　
「
雨
の

そ
ぼ
降
り
け
る
に
よ
み
で
っ
か
は
し
け
る
」
な
ど
、
季
節
、
景
物
は
だ

い
た
い
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
「
t
の
び
に
人
に
も
の
聖
言
ひ
て
」
と
い

う
人
目
を
忍
ん
で
の
恋
を
う
か
が
わ
せ
る
表
現
に
関
し
て
　
「
世
の
人

に
は
ま
さ
れ
り
け
わ
」
　
「
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
い
け
る
」

「
ひ
と
り
の
み
も
あ
ら
ぎ
り
け
ら
し
」
と
い
う
変
素
を
女
に
設
定
し
、

そ
の
女
を
恋
慕
す
る
勇
に
は
「
ま
め
男
」
と
い
う
要
素
を
設
定
す
る
こ

、
七
に
よ
っ
・
て
具
体
性
屯
構
築
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
定
ま

？
た
男
の
い
る
す
ぐ
れ
た
女
を
ま
め
心
を
も
っ
て
恋
す
る
状
況
、
そ
こ

に
、
「
し
の
び
に
人
に
も
の
聖
昌
ひ
て
」
と
い
う
∴
句
が
具
体
的
な
世

界
を
形
づ
く
る
わ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
心
然
的
に
「
起
き
も

せ
す
」
の
歌
の
内
容
を
規
定
し
、
そ
の
よ
う
に
．
解
釈
し
、
創
造
的
享
受

を
し
た
乙
と
と
な
る
。
い
っ
た
い
恋
歌
な
る
も
の
は
、
恋
の
相
手
に
の

み
真
意
が
通
じ
争
え
す
れ
ば
よ
く
、
他
の
人
々
に
は
む
し
ろ
別
の
解
釈

を
も
な
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
さ
れ
ば

「
古
今
集
」
に
お
け
る
款
．
一
首
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
、
背
景
に
隠

）

し
て
い
る
。
恋
す
る
者
ど
う
L
に
の
み
、
そ
の
具
体
的
世
界
が
了
解
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
歌
一
首
推
当
事
者
に
の
み
そ
の
具
体
的
な
真
意

を
理
解
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
人
称
の
主
体
の
体
験
を
述
べ
る

形
を
と
る
歌
発
の
歌
は
、
そ
秒
詞
書
を
も
含
め
て
具
体
的
世
界
を
客

観
化
す
る
心
要
も
な
く
、
い
な
、
む
し
ろ
客
槻
化
す
る
べ
′
き
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
主
体
的
な
秘
事
と
し
て
詞
書
の
説
明
は
で
き
る

限
り
抽
象
的
に
述
べ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
第
三
者
に

と
っ
て
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
幾
種
に
も
解
釈
し
う
る
わ
け
で
計
っ

て
、
伊
勢
物
語
は
、
そ
の
一
つ
の
解
釈
な
の
で
あ
り
、
歌
の
世
界
の
一

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

つ
の
変
形
で
あ
っ
た
の
だ
。

汲
氏
物
語
に
告
け
る
桐
壷
巻
前
半
は
長
恨
歌
の
移
し
で
あ
り
、
若
紫

rll



巻
が
伊
勢
物
語
の
初
段
に
憩
を
得
た
も
の
せ
あ
り
、
苗
木
巻
が
「
園
原

や
伏
屋
に
お
ふ
む
帯
木
の
あ
り
と
は
見
え
て
あ
ほ
ぬ
膏
か
な
」
の
歌
に

ょ
っ
た
構
想
で
あ
り
、
空
蝉
巻
が
「
空
蝉
の
は
に
お
く
露
の
こ
が
く
れ

ヴ
ア
リ

て
し
の
び
し
の
び
に
ぬ
る
る
袖
か
な
」
の
歌
の
物
語
化
で
あ
る
な
ど
変

エ
ー
シ
ヨ
ン

形
の
技
法
こ
そ
源
氏
物
語
の
し
ば
し
ば
行
っ
た
技
法
で
あ
り
そ
の
見
事

（
註
5
）

さ
に
読
者
は
驚
嘆
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
平
安
時
代
の
物
語
文
学
の
制
作
主
早
受
の
伝
統
の
下
に

狭
衣
物
語
が
あ
っ
た
こ
と
を
深
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
簡
単
に

源
氏
模
倣
の
評
語
で
お
し
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
ま
雪
通
俗
小
説
論
も
と
よ
り
】
つ
の
論
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
別

の
側
面
、
観
点
か
ら
の
照
明
を
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
王
朝
文
学
の
見
方
こ
そ
、
む
し
ろ
現
代
文
学
の
方
法
に
も
何
か

を
も
た
ら
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
も
思
う
の
で
あ
る
。

周
知
の
ど
と
く
」
中
世
歌
論
歌
学
の
狭
衣
尊
重
は
源
氏
と
共
に
大
き

い
も
の
が
あ
っ
た
が
ヾ
そ
れ
は
物
語
の
中
の
歌
を
と
り
あ
げ
て
の
尊
重

で
あ
り
1
文
章
の
傾
美
艶
毘
港
等
重
し
た
も
雷
あ
っ
た
∵
た
だ
、
擬

（
註
6
〕

古
物
語
に
与
え
た
影
響
が
源
氏
を
し
の
い
で
い
る
こ
と
は
、
擬
古
物
語

が
範
と
し
た
ほ
ど
に
、
構
成
、
筋
の
展
開
が
整
然
と
し
て
い
き
こ
と
を

、

ヽ

　

ヽ

＿

ヽ

　

ヽ

示
す
も
の
と
し
護
憲
を
ひ
く
・
そ
こ
に
絵
物
語
と
し
て
の
享
受
（
評

価
）
と
創
造
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
な
中
世
の
狭
衣
評

価
些
私
見
が
何
を
つ
け
加
え
得
た
か
甚
だ
お
ぼ
つ
か
な
い
が
、
主
と
し

て
物
語
の
構
、
想
這
の
立
て
方
に
お
い
て
、
三
朝
物
語
に
お
け
る
そ
の

独
自
性
の
遠
に
ふ
れ
よ
う
と
し
た
次
第
で
あ
っ
た
・

な
聖
中
世
歌
論
歌
学
が
、
「
狭
衣
」
を
「
源
氏
」
と
並
称
し
た
の

も
、
や
は
り
狭
衣
が
文
章
修
辞
に
お
い
て
も
積
極
的
に
「
源
氏
」
を
ケ

け
つ
・
ぎ
模
倣
し
た
か
ら
で
あ
り
、
「
源
氏
」
の
世
界
と
情
調
を
同
じ

く
し
、
輝
氏
物
語
の
文
章
の
志
ざ
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
い
つ
々
う
目

ぎ
し
た
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
文
茸
修
辞
こ
そ

は
源
氏
物
語
が
物
語
を
和
歌
に
准
ず
る
文
学
の
二
様
式
に
し
あ
げ
る
た

め
の
ひ
と
す
じ
の
志
向
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
志
向
を
過
度
な
ま
で

に
う
け
つ
ぎ
、
漢
詩
文
、
和
歌
の
世
界
を
背
嚢
と
す
る
技
巧
を
多
く
用

い
た
。
「
少
年
の
春
は
惜
し
め
豆
も
」
と
冒
頭
の
∵
句
か
ら
し
て
白
居

易
の
詩
の
一
節
を
ふ
ま
え
、
「
松
に
と
の
み
思
は
す
咲
き
か
か
り
て
」

「
山
郭
公
待
ち
顔
な
る
」
「
池
の
汀
の
八
重
山
吹
」
「
花
こ
そ
花
の
」

な
ど
、
冒
頭
だ
か
ら
文
章
が
凝
二
」
い
る
と
は
言
え
、
か
な
り
多
い
引

き
歌
あ
る
い
は
和
歌
の
世
界
を
背
景
と
す
る
技
巧
を
用
．
い
て
い
る
。

ま
雪
「
御
前
の
木
立
な
に
と
な
く
…
‥
」
か
ら
「
‥
思
さ
る
る
ぞ

い
み
じ
き
や
。
」
ま
で
つ
づ
く
笑
に
息
の
長
い
文
章
な
ど
「
源
氏
」

の
文
章
の
特
徴
を
い
っ
そ
う
強
め
た
針
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
狭
衣

物
語
が
源
氏
模
倣
空
っ
の
積
極
的
な
方
法
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
（
大
阪
府
立
春
日
丘
高
校
教
諭
）

（
誼
－
）
　
「
昔
物
語
の
構
成
」
（
「
国
語
国
文
↑
昭
和
十
八
年
六
1
八

．
九
月
号
。
「
源
氏
物
語
構
想
論
」
所
収
）

（
註
2
）
「
形
式
的
処
理
の
二
死
角
－
一
－
浜
桧
中
納
言
物
語
を
め
ぐ

っ
て
「
」
（
日
本
文
学
史
研
究
第
け
号
）
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（
註
3
）
研
究
と
鑑
賞
日
本
文
学
講
座
－
物
語
・
小
説
（
上
）
（
創
元

社
刊
）
の
拙
稿
「
狭
衣
物
語
」
。
な
お
、
こ
の
′
こ
と
は
、

か
つ
て
広
島
文
理
大
国
語
国
文
学
会
（
昭
和
二
十
七
年
↓

一
月
八
日
）
や
、
平
安
文
学
研
究
発
表
会
（
昭
和
二
十
八

年
六
月
十
三
日
丁
平
安
文
学
研
究
」
主
催
）
で
論
じ
た
。

（
註
4
）
池
田
亀
鑑
博
士
が
「
日
本
文
学
大
辞
典
」
に
述
べ
て
い
ら

圭
・

（
註
5
）
玉
上
琢
弥
先
生
「
源
氏
物
語
の
構
成
」
（
「
文
学
」
昭
和

二
十
七
年
六
月
号
。
）
「
桐
壷
巻
と
長
恨
歌
と
伊
勢
の

御
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
和
三
十
年
四
月
号
。
）

（
註
〇
）
「
小
夜
衣
」
「
恋
路
ゆ
か
l
し
き
大
将
」
「
我
身
に
た
ど
る

姫
君
」
「
小
は
で
し
の
ぶ
」
「
海
人
の
苅
藻
」
「
松
島
中
納

言
」
「
こ
は
た
の
時
雨
」
な
ど
影
響
を
与
え
た
擬
古
物
語

は
多
い
。
、

・
連
歌
に
於
け
る
秘
伝
意
識

薬
　
師
　
寺

連
歌
は
短
連
歌
の
時
代
か
ら
い
わ
ば
「
遊
び
」
の
性
格
を
持
っ
て
お

り
、
長
連
歌
と
な
れ
ば
そ
の
性
格
を
躇
ま
え
た
上
に
、
さ
ら
に
共
同
意

識
に
さ
1
え
ら
れ
た
公
開
的
な
ス
ポ
ー
ツ
的
な
要
素
を
持
つ
に
至
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
連
歌
に
、
秘
伝
意
識
が
生
ず
る
必
恕
性
は
さ
程
考
え
ら

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
所
が
ヾ
連
歌
に
も
藷
他
の
芸
能

と
同
じ
く
少
く
と
も
広
義
の
秘
伝
意
識
が
ま
1
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

連
歌
が
直
接
に
は
和
歌
な
ど
の
影
響
の
下
に
秘
伝
意
識
の
発
生
を
見
る

に
至
っ
た
事
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
・
。

／

小
稿
で
は
本
文
秘
伝
意
識
が
野
生
し
に
べ
い
連
歌
に
、
ど
の
よ
う
に

し
て
そ
れ
が
発
生
し
た
か
を
跡
づ
け
る
事
に
よ
っ
て
、
秘
伝
意
識
の
構

造
・
基
盤
の
一
端
に
ふ
れ
る
と
共
に
、
特
に
そ
の
文
学
的
な
意
味
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

な
お
秘
伝
意
識
と
は
何
か
と
い
う
事
は
、
誠
に
重
要
な
事
で
あ
二
る

が
、
叙
述
の
過
程
に
於
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

中
世
の
達
歌
論
を
枕
槻
す
れ
ば
、
は
や
く
「
八
雲
御
抄
」
に
、
長
連

歌
に
つ
い
て
、
「
近
代
は
如
レ
法
事
也
。
音
は
是
を
詮
と
す
る
こ
と
に

tosho-seibi-repo
長方形




