
源

氏

物

語

第

一

部

に

お

け

ー
ー
内
房
総
括
の
「
さ
す
が
な
る
」

る

一

手

法

田
　
中
　
政
　
幸

現
在
の
と
こ
ろ
一
般
に
『
源
氏
物
語
』
は
三
部
構
成
（
「
桐
巨
～
「
藤
蚕

業
」
を
第
一
部
、
「
若
菜
上
」
～
「
幻
」
を
第
二
部
、
「
匂
官
」
～
「
夢
浮

梧
」
を
彗
一
部
と
す
る
）
（
を
も
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一

部
は
短
編
の
物
語
が
潰
み
重
ね
ら
れ
て
い
て
、
短
編
小
説
集
的
な
棚
が
あ
り
、

そ
れ
が
第
二
部
・
第
三
部
に
な
る
と
中
・
長
編
化
の
道
を
辿
る
と
い
う
の
が
大

方
の
見
方
で
あ
る
よ
う
だ
。
本
稿
は
そ
の
う
ち
の
第
一
部
に
お
い
て
、
紫
式
部

独
自
の
手
法
と
考
え
ら
れ
る
表
現
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
私
見
を
述
べ
て
み
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〓

『
源
氏
物
語
』
第
一
部
・
型
一
部
、
即
ち
、
光
源
氏
の
一
生
を
貫
き
通
す
も

の
と
し
て
、
光
源
氏
の
藤
壷
官
へ
の
思
慕
躯
あ
り
、
そ
れ
が
物
語
を
展
開
す
る

原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
里
光
源
氏
の
藤
衰
官
に
対
す
る
恩
義

の
情
は
、
首
巻
「
桐
壷
」
後
半
部
か
ら
む
き
お
こ
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
記
述

の
責
も
少
な
く
、
ま
た
光
源
氏
の
年
齢
も
元
服
前
後
と
あ
っ
て
、
萌
芽
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
藤
壷
官
物
語
の
本
格
的
な
始
ま
り
は
、
例

の
「
若
紫
」
に
お
い
て
重
々
し
く
語
り
出
さ
れ
る
光
源
氏
と
藤
蓑
官
と
の
逢
瀬

の
場
面
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
「
若
紫
」
に
お
け
る
忘
壷
宮
物
語
を
見
て
み
る
と
、
日
本
古
典

全
容
本
で
四
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
と
い
う
短
い
も
の
で
あ
る
。
「
藤
壷
の
宮
、
な
や

み
給
ふ
事
あ
り
て
、
閑
で
給
へ
り
。
」
と
い
う
一
文
か
ら
む
き
出
さ
れ
、
近
親

の
場
面
が
描
か
れ
、
つ
い
で
官
の
懐
妊
の
事
と
そ
れ
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の

人
々
の
反
応
が
書
か
れ
る
。
そ
し
て
、
藤
壷
宮
は
宮
中
に
帰
参
す
る
。

①
七
月
に
な
り
て
ぞ
参
り
給
ひ
け
る
。
め
づ
ら
し
う
あ
は
れ
に
て
、
い
と
ど

し
き
御
恩
の
ほ
ど
限
な
し
。
す
こ
し
ふ
く
ら
か
に
な
り
給
ひ
て
、
う
ち
な

や
み
面
痩
せ
給
へ
る
、
は
た
、
げ
に
似
る
も
の
な
く
め
で
た
し
。
例
の
明

幕
こ
な
た
に
の
み
お
は
し
ま
し
て
、
御
遊
も
や
う
や
う
を
か
し
き
頃
な
れ

ば
、
源
氏
の
君
も
暇
な
く
召
し
ま
つ
は
し
つ
つ
、
御
琴
錆
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
に
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
ふ
。
い
み
じ
う
つ
つ
み
給
ヘ
ビ
、
忍
び
難
き
気
色

の
滑
り
出
づ
る
折
々
、
宮
も
さ
す
が
な
る
事
ど
も
を
、
多
く
忠
し
続
け

1
男

け
り
。
（
若
紫
H
　
三
一
五
④
～
⑲
）

右
に
引
用
し
た
部
分
を
以
て
「
若
紫
」
に
お
け
る
藤
壷
宮
物
語
が
終
結
す
る
。

こ
こ
で
私
が
注
目
し
た
い
の
は
最
末
尾
の
「
宮
も
さ
す
が
な
る
事
ど
も
を
、
多

く
恩
し
続
け
け
り
。
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
藤
董
官
の
光
源
氏
に

対
す
る
心
情
に
つ
い
て
は
多
く
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
注
意
す
べ
き
も
の
と
し

て
は
、
逢
瀬
の
場
面
で
の
、

宮
も
あ
さ
ま
し
か
り
L
を
恩
し
出
づ
る
だ
に
、
世
と
と
も
の
御
物
思
な
る

を
、
さ
て
だ
に
や
み
な
む
、
と
深
う
思
し
た
る
に
、
い
と
心
を
く
て
、
い

み
じ
き
御
気
色
な
る
も
の
か
ら
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
に
、
さ
り
と
て



う
ち
と
け
ず
、
心
深
う
は
づ
か
し
げ
な
る
御
も
て
な
し
な
ど
の
、
な
は
人

に
似
さ
せ
給
は
ぬ
を
、
（
若
紫
H
三
二
一
⑫
上
三
三
①
）

と
い
う
箇
所
と
、
そ
の
直
後
の
「
世
が
た
り
に
」
で
始
ま
る
和
歌
と
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
そ
れ
ら
以
上
に
先
に
あ
げ
た
一
文
に
重
み
を
感
ず
る
の

で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
位
置
が
「
若
紫
」
に
お
け
る
藤
壷
宮
物
語
の
最
末
尾
で
あ

っ
て
、
一
つ
の
物
語
に
し
め
く
く
り
を
つ
け
て
い
る
文
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て

そ
の
内
容
は
と
い
う
と
、
帰
参
後
ま
す
ま
す
帝
の
鴇
愛
を
一
身
に
受
け
て
い
る

霹
壷
宮
、
そ
の
面
前
で
く
り
返
し
催
さ
れ
る
管
紋
の
遊
宴
に
、
同
じ
く
帝
の
寵

愛
厚
い
光
源
氏
が
召
し
出
さ
れ
琴
笛
な
ど
を
演
奏
す
る
。
そ
ん
な
折
、
光
源
氏

は
ひ
た
か
く
L
に
し
て
い
る
藤
壷
宮
恋
慕
の
情
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
「
滑
り

出
づ
る
」
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
気
づ
く
の
は
宮
を
お
い
て
他
に
は
い
な
い
。

「
桐
壷
」
巻
末
の
「
御
遊
び
の
折
々
、
琴
笛
の
音
に
聞
え
通
ひ
、
ほ
の
か
な
る

和
声
を
な
ぐ
さ
め
に
て
」
と
い
う
箇
所
と
哲
き
合
う
表
現
と
な
っ
て
い
懲

「
宮
も
さ
す
が
な
る
事
ど
も
を
、
多
く
思
し
続
け
け
り
。
」
、
こ
れ
は
「
桐

壷
」
中
の
相
当
箇
所
も
含
め
た
こ
こ
ま
で
の
藤
壷
宮
の
光
源
氏
に
対
す
る
心
情

ヽ

　

ヽ

を
総
括
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
こ
こ
ま
で
の

二
人
の
関
係
を
宮
の
側
か
ら
総
括
し
た
も
の
と
皇
一
口
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
e
　
「
さ
す
が
な
る
事
ど
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宮
の
的
中
に
は
程
々
複
雑
な

思
い
が
わ
き
お
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
は
表
向
き
は
つ
れ
な
く

冷
静
な
態
度
で
あ
る
も
の
の
、
光
源
氏
に
ひ
か
れ
る
気
拝
も
あ
る
と
私
は
見
た

い
。
一
体
こ
う
し
た
二
人
の
関
係
は
こ
の
先
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う

思
い
を
読
者
に
残
し
っ
つ
、
再
び
作
者
の
筆
は
若
き
紫
上
の
事
に
戻
る
。

三

さ
て
、
今
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
若
紫
」
の
「
さ
す
が
な
る
」
の
用
例
は
、

藤
壷
宮
・
光
源
氏
の
関
係
を
総
括
す
る
働
き
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
た
。
次
に
は
他
の
「
さ
す
が
な
る
」
の
用
例
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

残
り
の
用
例
は
、
「
花
散
里
」
一
例
・
「
毯
」
二
例
・
「
責
木
柱
」
一
例
．

「
藤
頁
葉
」
二
例
の
計
六
例
で
あ
る
。
「
若
紫
」
の
一
例
を
あ
わ
せ
て
仝
七
例

が
『
源
氏
物
語
』
の
「
さ
す
が
な
る
」
の
数
で
あ
る
。
で
は
「
花
散
里
」
の
例

か
ら
順
次
見
て
い
く
こ
と
す
る
。

①
人
知
れ
ぬ
御
心
づ
か
ら
の
物
思
は
し
さ
は
、
い
つ
と
な
き
こ
と
な
め
れ

ど
、
か
く
大
方
の
世
に
つ
け
て
さ
へ
、
わ
づ
ら
は
し
う
恩
し
乱
る
る
事
の

み
ま
さ
れ
ば
、
も
の
心
細
く
、
世
の
中
な
べ
て
い
と
は
し
う
恩
し
な
ら
る

°

　

°

　

°

　

°

　

°

る
に
、
さ
す
が
な
る
事
多
か
り
。
（
花
散
里
口
一
一
五
①
～
①
）

こ
れ
は
「
花
放
里
」
の
巻
頭
部
分
で
あ
る
。
直
前
の
「
賢
木
」
に
お
い
て
、

最
大
の
庇
護
老
桐
壷
院
が
崩
御
し
、
ま
た
、
藤
壷
宮
も
入
遺
し
て
し
ま
う
と
い

う
大
き
な
打
撃
を
光
源
氏
は
受
け
る
。
世
は
光
源
氏
を
敵
視
す
る
弘
敢
殿
大

后
・
右
大
臣
方
に
移
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
惑
い
事
に
悶
月
夜
尚
侍
と
の
関
係
が

霹
顕
し
て
し
ま
い
、
大
后
に
光
源
氏
追
放
の
決
意
を
固
め
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
累
は
東
宮
（
後
の
冷
泉
院
）
に
ま
で
及
ぶ
可
能
性
が
十
分
に
あ

る
。
以
上
の
よ
う
な
桐
壷
院
崩
御
後
の
光
源
氏
の
身
辺
は
い
わ
ば
…
弟
卵
の
危
機

に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
身
の
情
況
が
光
源
氏
を
し
て
「
世
の
中
な
べ
て

い
と
は
し
う
」
と
思
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
世
を
捨
て
よ
う
と
す
る
気
持
も
自

然
と
強
ま
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
自
分
と
深
い
関
係
に
あ
る
女
性
達
の
事
を
思

う
と
、
世
を
捨
て
去
る
こ
と
も
で
き
か
ね
る
、
と
い
う
心
境
を
述
べ
た
の
が
先

に
引
用
し
た
部
分
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
さ
す
が
な
る
事
多
か
り
」
と
あ
る
よ
う
に
「
さ
す
が
な
る
事
」

は
多
く
あ
る
の
だ
。
気
に
か
か
る
女
性
達
は
多
い
。
「
さ
す
が
な
る
彗
」
は

光
源
氏
の
こ
こ
ま
で
の
女
性
関
係
を
ま
と
め
て
表
現
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と



ヽ

　

ヽ

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
総
括
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か

ら
物
語
る
花
散
盟
と
い
う
女
性
も
そ
の
中
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
の

「
さ
す
が
な
る
」
の
用
例
が
巻
頭
に
あ
る
意
味
を
私
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。

新
た
な
物
語
（
花
散
里
物
語
）
を
始
め
る
と
き
の
一
つ
の
手
法
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

よ
ペ

◎
昨
夜
い
と
女
親
だ
ち
て
、
繕
ひ
給
ひ
し
御
け
は
ひ
を
、
う
ち
う
ち
は
知
ら

で
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
と
膏
い
ふ
。

°

　

’

　

°

　

‘

　

‘

姫
君
は
、
か
く
さ
す
が
な
る
御
気
色
を
、
わ
が
み
づ
か
ら
の
憂
さ
ぞ
か

し
、
親
な
ど
に
知
ら
れ
奉
り
、
世
の
人
め
き
た
る
さ
ま
に
て
、
か
や
う
な

る
御
心
ば
へ
な
ら
ま
し
か
ば
、
な
ど
か
は
い
と
似
げ
な
く
も
あ
ら
ま
し
、

人
に
似
ぬ
有
様
こ
そ
、
つ
ひ
に
世
語
に
や
な
ら
む
、
と
、
起
き
臥
し
思
し

な
や
む
。
（
螢
臼
一
七
五
⑨
～
⑳
）

①
さ
る
は
、
ま
こ
と
に
ゆ
か
し
げ
な
き
様
に
は
、
も
て
な
し
は
て
じ
、
と
、

大
臣
は
忠
し
け
り
。
な
は
さ
る
御
心
癖
な
れ
ば
、
中
宮
な
ど
も
、
い
と
う

る
は
し
く
や
は
思
ひ
問
え
給
へ
る
。
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、
た
だ
な
ら
ず
聞

え
勤
か
し
な
ど
し
給
ヘ
ビ
、
や
む
ご
と
な
き
方
の
お
よ
び
な
さ
に
わ
づ
ら

ほ
し
く
て
、
お
り
立
ち
あ
ら
は
し
闘
え
寄
り
給
は
ぬ
を
、
こ
の
君
は
、
人

の
御
さ
ま
も
、
気
近
く
今
め
き
た
る
に
、
自
ら
忠
ひ
刃
心
び
難
き
に
、
折
々
人

見
奉
り
つ
け
ば
、
疑
お
ひ
ぬ
べ
き
御
も
て
な
し
な
ど
は
、
う
ち
交
る
わ
ざ

な
れ
ど
、
あ
り
難
く
忠
し
返
し
っ
つ
、
さ
す
が
な
る
御
中
な
り
け
り
。

（
費
目
一
七
五
⑮
～
一
七
六
①
）

化
、

右
に
引
用
し
た
箇
所
は
、
例
の
、
光
源
氏
が
費
の
光
で
玉
髪
を
甲
ら
し
て
、

針
兵
郎
桐
官
に
玉
輿
の
婆
を
見
せ
て
惑
わ
そ
う
と
す
る
場
面
に
続
く
開
所
で
あ

る
。
螢
の
光
の
場
面
は
、
玉
日
暮
め
ぐ
る
求
柄
語
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。
こ

の
場
面
の
直
後
に
③
と
①
と
が
あ
る
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
数
あ
る
求
婿
者

の
中
で
舘
兵
部
椚
官
に
だ
け
ほ
の
か
で
は
あ
る
が
、
玉
屋
の
姿
を
見
せ
た
光
源

氏
の
意
図
は
、
宮
に
な
ら
玉
昌
を
許
し
て
も
よ
い
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
玉
里
の
方
で
も
光
源
氏
の
求
愛
行
為
か
ら
逃
れ
た
い
が
た
め
に
官

に
心
動
か
す
気
持
も
あ
る
と
肯
か
れ
て
あ
っ
た
。

正
身
は
、
か
く
う
た
て
あ
る
も
の
な
し
さ
の
後
は
、
こ
の
官
な
ど
は
あ

は
れ
げ
に
聞
え
給
ふ
時
は
、
す
こ
し
見
入
れ
給
ふ
時
も
あ
り
け
り
。
1
何
か

と
恩
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
か
く
心
憂
き
御
気
色
鬼
ぬ
わ
ざ
も
が
な
、
と
、
さ

す
が
に
ざ
れ
た
る
所
つ
き
て
忠
し
け
り
。
（
費
目
一
七
二
◎
～
⑤
）

そ
う
し
た
時
に
、
糞
の
光
の
事
件
が
生
ず
る
。
こ
れ
を
契
銭
に
玉
塁
は
、
自
分

の
措
か
れ
て
い
る
境
遇
を
見
つ
め
漬
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
自
分
と

光
源
氏
と
の
関
係
を
思
い
や
る
こ
と
で
あ
る
。
「
さ
す
が
な
る
御
気
色
」
、
こ

れ
は
光
源
氏
の
玉
屋
に
対
す
る
態
度
を
総
括
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
玉
塁
に

懸
恕
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
他
人
に
知
ら
れ
な
い
た
め
に
、
表
面
は
親
の
よ
う
に

ふ
る
ま
う
「
御
気
色
」
で
あ
る
。
一
方
の
玉
屋
は
と
い
う
と
、
傍
綾
部
か
ら
知

ら
れ
る
と
お
り
、
現
在
の
父
娘
と
い
う
関
係
（
世
間
に
は
そ
う
い
う
ふ
れ
こ
み

で
玉
里
は
光
源
氏
の
許
に
引
き
取
ら
れ
て
い
る
）
で
な
く
て
光
源
氏
の
愛
情
を

受
け
る
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、
と
い
う
思
い
が
胸
中
に

あ
る
。
頁
近
に
光
源
氏
に
接
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
玉
賢
も
光
源

氏
の
張
力
に
ひ
か
れ
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
⑤
④
の
文
章
の
す
ぐ
後
に
も

張
力
あ
ふ
れ
る
光
源
氏
の
容
姿
を
、
「
忠
ふ
こ
と
な
く
ば
、
を
か
し
か
り
ぬ
べ

き
御
有
様
か
な
、
と
姫
君
思
す
。
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。

さ
て
、
③
の
「
さ
す
が
な
る
御
気
色
」
は
、
光
源
氏
の
玉
屋
に
対
す
る
態
度

を
総
括
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
玉
蔓
の
心
情
を
書
い

た
の
が
◎
の
文
章
で
あ
っ
た
。
で
は
、
次
に
④
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

光
源
氏
の
処
遇
の
仕
方
に
思
い
悩
む
玉
里
を
措
い
た
作
者
の
筆
は
、
今
度
は



光
源
氏
に
移
る
。
光
温
氏
が
玉
堤
に
「
さ
す
が
な
る
御
気
色
」
を
示
す
の
は
な
ぜ

か
。
「
ま
こ
と
に
ゆ
か
し
げ
な
き
様
に
は
、
も
て
な
し
は
て
じ
」
と
は
思
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
「
さ
る
御
心
癖
」
と
い
う
美
し
い
女
性
は
放
っ
て
お
け
な
い
性

癖
が
あ
り
、
自
分
が
後
見
役
と
な
っ
て
い
る
秋
好
中
宮
に
対
し
て
さ
え
も
、
折

に
ふ
れ
て
懸
想
め
い
た
言
動
を
示
す
が
、
相
手
が
中
宮
と
い
う
身
分
で
あ
る
か

ら
抑
制
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
玉
里
は
「
人
の
御
さ
ま

も
、
気
近
く
今
め
き
た
る
」
と
い
う
近
付
き
や
す
い
人
柄
で
あ
る
と
い
う
。
し

か
し
、
人
柄
の
た
め
だ
け
で
は
勿
論
な
い
。
女
は
自
分
の
手
許
に
あ
る
の
だ
。

い
わ
ば
生
か
す
も
殺
す
も
自
分
次
第
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
分
の
女
に
し

よ
う
と
、
他
の
男
と
特
的
さ
せ
よ
う
と
、
自
分
の
意
志
次
第
な
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
「
あ
り
難
く
思
し
返
し
っ
つ
」
と
い
う
光
源
氏
の
自
制
心
だ
け
で
保
た

れ
て
い
る
二
人
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
「
さ
す
が
な
る
御
中
」
と
は
、
光
源
氏

の
側
で
は
そ
の
自
制
心
が
時
々
は
な
く
な
り
そ
う
に
な
り
、
玉
損
の
側
で
は
求

愛
を
疎
ま
し
が
る
と
い
う
も
の
の
、
光
源
氏
の
魅
力
に
負
け
て
し
ま
い
そ
う

だ
、
と
い
う
あ
ぶ
な
っ
か
し
い
二
人
の
関
係
だ
と
解
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ

ま
で
の
二
人
の
関
係
を
総
括
し
て
い
る
表
現
な
の
で
あ
る
。

は
ら
か
ら

⑤
頭
の
中
将
も
、
こ
の
尚
侍
の
君
を
い
と
な
つ
か
し
さ
兄
弟
に
て
、
睦
び
聞

え
給
ふ
も
の
か
ら
、
さ
す
が
な
る
気
色
う
ち
ま
ぜ
つ
つ
、
宮
仕
に
か
ひ
あ

り
て
も
の
し
給
は
ま
し
も
の
を
、
と
、
こ
の
若
君
の
う
つ
く
し
き
に
つ
け

み
こ

て
も
、
「
今
ま
で
皇
子
た
ち
の
お
は
せ
ぬ
御
敬
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
い

か
に
面
目
あ
ら
ま
し
」
と
、
あ
ま
り
ご
と
を
ぞ
思
ひ
て
の
た
ま
ふ
。
（
貢

木
柱
臼
三
一
四
⑦
～
⑪
）

こ
の
文
章
は
、
「
真
木
柱
」
の
巻
末
近
く
に
あ
る
。
「
責
木
柱
」
は
、
い
わ

ゆ
る
「
玉
封
十
帖
」
の
最
終
巻
で
あ
る
。
冒
頭
に
玉
堤
が
意
外
に
も
髭
盟
大
将

の
手
に
落
ち
た
事
が
書
か
れ
、
玉
里
求
柄
詔
に
結
憩
が
つ
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て

生
じ
た
波
紋
が
種
々
描
か
れ
る
が
今
は
措
く
。
柏
木
（
頭
の
中
将
）
も
玉
塁

（
尚
侍
の
君
）
の
求
婚
者
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
異
腹
な
が
ら
姉
拝
と
知
っ
て
あ

き
ら
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
名
残
で
時
々
は
懸
想
人
め
い
た
言
動

を
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
さ
す
が
な
る
気
色
」
も
柏
木
と
玉
最
と
の

関
係
を
総
括
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
求
婚
詔
に
結
着
が
つ

き
、
求
栖
者
の
一
人
で
あ
っ
た
柏
木
が
、
玉
日
石
給
餌
後
ど
う
な
っ
た
か
と
い

う
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
柏
木
と
玉
屋
と
の
関
係
に
結
兼
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。㊥

御
い
そ
ぎ
の
程
に
も
、
宰
相
の
中
将
は
な
が
め
が
ち
に
て
、
ほ
れ
ぼ
れ
し

き
心
地
す
る
を
、
か
つ
は
あ
や
し
く
、
わ
が
心
な
が
ら
執
念
き
ぞ
か
し
、

あ
な
が
ち
に
か
う
思
ふ
こ
と
な
ら
ば
、
関
守
の
、
う
ち
も
寝
ぬ
べ
き
気
色

に
思
ひ
弱
り
給
ふ
な
る
を
開
き
な
が
ら
、
同
じ
く
は
人
わ
ろ
か
ら
ぬ
さ
ま

に
見
は
て
む
、
と
念
ず
る
も
、
苦
し
う
忠
ひ
乱
れ
給
ふ
。
士
君
も
、
大
臣

の
か
す
め
給
ひ
し
事
の
筋
を
、
も
し
さ
も
あ
ら
ば
、
何
の
名
残
か
は
、
と

致
し
う
て
、
あ
や
し
く
背
き
背
き
に
、
さ
す
が
な
る
御
諸
悪
な
り
。
（
藤

某
柴
田
三
三
七
①
～
⑦
）

第
一
部
の
最
終
巻
「
蕾
哀
票
」
の
巻
頭
で
あ
る
。
「
少
女
」
の
巻
で
語
り
始

め
ら
れ
た
夕
霧
と
雲
井
雁
と
の
幼
い
恋
も
い
よ
い
よ
大
詰
を
導
ズ
よ
う
と
し
て

ヽ

　

ヽ

い
る
。
「
さ
す
が
な
る
御
諸
恋
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
二
人
の
関
倍
を
総
括
し
た

表
現
で
あ
る
。
夕
霧
の
内
大
臣
（
雲
井
歴
の
父
）
に
対
す
る
意
填
あ
る
い

は
、
夕
霧
の
側
に
緑
談
話
が
持
ち
上
っ
た
り
等
し
て
、
二
人
の
仲
は
妙
な
具
合

に
な
っ
て
、
そ
っ
ぽ
を
向
き
合
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
相
思
相
愛
爪
り
関
係
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
巻
で
よ
う
や
く
二
人
は
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
巻
の

冒
頭
で
そ
れ
ま
で
の
関
係
を
総
括
し
、
そ
の
関
係
が
以
後
ど
う
な
る
の
圭
を
以

下
に
語
る
と
い
う
仕
組
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
に
見
て
き
た
例
◎
に
も
通



ず
る
所
が
あ
る
よ
う
だ
。

⑦
ま
た
い
と
気
高
う
さ
か
り
な
る
御
気
色
を
、
か
た
み
に
め
で
た
し
と
見

て
、
そ
こ
ら
の
御
中
に
も
す
ぐ
れ
た
る
御
志
に
て
、
並
な
き
さ
ま
に
定
り

給
ひ
け
る
も
、
い
と
道
理
と
思
ひ
知
ら
る
る
に
、
か
う
ま
で
立
ち
並
び
聞

ゆ
る
契
、
疎
な
り
や
は
、
と
思
ふ
も
の
か
ら
、
出
で
給
ふ
儀
式
の
、
い
と

こ
と
に
装
ほ
し
く
、
御
節
事
な
ど
ゆ
る
さ
れ
給
ひ
て
、
女
御
の
御
有
様
に

只
な
ら
ぬ
を
、
忠
ひ
く
ら
ぶ
る
に
、
さ
す
が
な
る
身
の
程
な
り
。
（
藤
表

某
日
三
五
二
◎
～
①
）

紫
上
と
明
石
上
と
の
初
対
面
を
描
い
た
文
章
の
後
半
部
で
あ
る
。
「
さ
す
が

な
る
身
の
程
」
と
は
、
明
石
上
が
自
分
と
紫
上
と
を
引
き
比
べ
て
、
や
は
り
自

分
と
紫
上
と
は
段
違
い
の
身
の
程
で
あ
る
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と

を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
茄
奏
楽
」
の
巻
は
周
知
の
と
お
り
第
一
部
の
最

終
巻
で
あ
り
、
光
源
氏
と
そ
の
周
辺
の
人
々
は
万
事
め
で
た
い
結
末
を
迎
え
る
。

こ
の
巻
自
体
が
こ
れ
ま
で
の
巻
々
の
総
括
と
な
っ
て
い
る
。
明
石
上
も
よ
う

や
く
娘
の
明
石
姫
君
が
入
内
す
る
こ
と
に
な
り
、
付
き
添
い
役
と
し
て
一
緒
に

暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
。
自
分
も
紫
上
と
立
ち
並
ぶ
幸
運
を
持
た
と
思
う
。
し

か
し
、
対
面
の
後
、
紫
上
が
宮
中
か
ら
退
出
す
る
儀
式
が
女
御
の
退
出
儀
式
と
同

等
に
さ
れ
る
の
を
日
の
あ
た
り
に
見
て
、
彼
我
の
身
分
の
違
い
を
改
め
て
思
い

知
る
。
つ
ま
り
、
紫
上
と
の
比
較
を
通
し
て
、
結
局
は
、
自
分
と
光
源
氏
と
の

関
係
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
と
光
源

ヽ

　

ヽ

氏
と
の
関
係
を
総
括
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

四

以
上
に
見
て
き
た
と
お
り
、
「
さ
す
が
な
る
」
の
用
例
は
す
べ
て
第
一
部
に

あ
り
、
光
源
氏
と
藤
壷
官
・
花
敬
呈
・
王
室
・
明
石
上
、
柏
太
と
玉
撃
夕
盛

と
雲
井
雁
、
と
い
う
男
と
女
と
の
関
係
を
総
括
し
て
い
る
表
現
し
し
み
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
仝
七
例
が
い
ず
れ
も
比
の
文

で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
語
り
手
が
そ
こ
ま
で
に
語
っ
て
き
た
男
女
の
関
係

を
、
語
り
手
の
立
場
か
ら
総
括
す
る
と
い
う
姿
動
を
現
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
①
「
さ
す
が
な
る
事
ど
も
を
、
多
く
恩

し
続
け
け
り
。
」
①
「
さ
す
が
な
る
事
多
か
り
。
」
①
「
さ
す
が
な
る
御
中
な

り
け
り
。
」
◎
「
さ
す
が
な
る
御
謡
恋
な
り
。
」
⑦
「
さ
す
が
な
る
身
の
程
な

㌣
」
と
い
う
諸
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
語
り
手
の
判
断
を
如
実
に
示
す
言

い
切
り
の
形
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
こ
と
か
ら
「
さ
す
が
な
る
」
と
い

う
表
現
は
、
作
者
が
或
る
一
つ
の
詔
（
男
と
女
と
の
関
係
）
に
咄
川
め
括
り
を
つ

け
た
り
、
或
は
、
新
た
に
物
語
を
展
間
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
両

者
の
関
係
を
総
括
し
て
お
く
と
い
う
、
即
ち
、
構
想
の
切
れ
目
の
所
に
用
い
る

意
識
的
な
手
法
と
考
与
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
使
わ
れ
る
爪
り
が
第
一
部
に

限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
一
部
に
お
け
る
短
編
潰
み
重
ね
形
式
の
手
法
の

一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
「
さ
す
が
な
る
」
と

い
う
語
を
自
覚
的
に
独
自
に
使
用
し
た
と
い
う
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
他
の
物
語
作
品
の
用
例
を
次
に
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

五

ま
ず
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
形
蘭
を
強
く
受
け
て
い
る
伎
い
わ
れ
る
平
壌
後

期
物
語
を
代
表
す
る
『
夜
の
寝
覚
『
『
浜
松
中
納
言
物
語
叫
『
柵
叫
衣
物
語
叫
に



つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

用
例
が
あ
る
の
は
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
『
狭
衣
物
語
』
と
で
、
『
夜

の
寝
党
』
に
は
な
い
。
『
浜
松
』
に
は
四
例
、
『
狭
衣
』
に
は
三
例
が
見
ら
れ

る
が
、
『
浜
松
』
の
用
例
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

㊥
女
王
の
君
恩
ひ
っ
ゞ
く
る
に
、
「
后
そ
く
山
を
出
で
た
ま
ひ
し
よ
り
、
こ

の
若
君
を
あ
づ
か
り
て
、
・
…
…
：
親
子
の
ち
ぎ
り
、
こ
の
世
の
事
に
も
あ

ら
ざ
ん
な
る
を
、
か
1
る
事
な
ど
も
知
ら
せ
で
止
み
給
な
ん
が
、
罪
ふ
か

く
あ
は
れ
に
も
あ
り
ぬ
べ
き
か
な
」
と
、
「
帰
る
べ
し
」
と
聞
く
に
つ
け

て
も
、
党
え
け
れ
ば
、
物
め
で
を
し
、
あ
は
れ
を
知
る
方
も
心
よ
は
う
、

さ
す
が
な
る
世
に
や
あ
り
け
ん
、
日
本
な
ら
ば
、
さ
ば
か
り
に
て
は
、
知

ら
せ
で
も
止
み
な
ま
し
を
、
さ
か
し
き
と
こ
ろ
あ
る
世
の
人
に
て
、
ふ
か

き
物
か
く
L
と
は
し
き
事
な
ど
は
な
き
世
な
る
べ
し
、
（
巷
の
一
2
0
2
⑤
～

⑮
）

こ
の
例
は
、
語
り
手
が
日
本
と
唐
と
を
比
較
し
て
、
「
唐
土
は
物
事
を
深
く

愛
質
し
、
し
ん
み
り
し
た
情
趣
を
理
解
す
る
方
面
に
つ
け
て
も
情
に
も
ろ
く
、

（
恐
ち
し
い
な
ど
と
Ⅲ
く
が
）
と
は
い
え
案
外
串
直
な
国
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
U
と
、
女
王
の
君
が
中
納
言
に
、
一
夜
の
契
り
を
結
ん
だ
相
手
が
実
は
唐

后
で
あ
り
、
し
か
も
若
君
ま
で
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
打
明
け
る
理
由
を
推
測
し

て
述
べ
て
い
る
所
で
あ
る
。
「
さ
す
が
な
る
世
」
と
し
て
、
唐
土
の
人
の
性
情

を
一
般
的
に
い
っ
て
い
る
。

⑤
「
今
は
た
ゞ
こ
の
卸
を
も
む
き
の
ま
1
に
、
お
は
せ
ん
ぞ
よ
か
ら
ん
へ
割
引

が
に
心
を
た
て
～
、
お
は
し
ま
す
ま
じ
き
や
う
に
さ
へ
、
人
に
見
え
知
ら

れ
給
に
し
は
と
、
く
ち
お
し
き
事
な
り
。
い
み
じ
き
恩
や
り
、
心
深
き
な
が

ら
、
た
ゞ
せ
う
く
・
の
世
の
も
ど
き
そ
し
ら
れ
い
た
う
た
ど
ら
ず
、
あ
る

に
任
せ
て
、
お
い
ら
か
に
人
の
も
て
な
す
ま
1
に
、
い
と
ふ
か
1
ら
ざ
ら

ん
は
、
罪
も
消
え
て
、
こ
1
し
う
ら
う
た
か
る
べ
き
わ
ざ
な
り
。

＿

　

°

　

°

　

°

　

°

さ
す
が
な
る
さ
か
し
ら
心
の
、
際
高
く
さ
い
ま
く
れ
た
る
や
う
な
る
、
返

て
は
う
た
て
あ
り
や
」
　
（
巻
の
二
2
2
8
⑳
～
2
2
1
◎
）

唐
か
ら
帰
国
し
た
中
納
言
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
中
納
言
邸
に
引
き
取
ら

れ
て
い
た
尼
姫
君
（
中
納
言
の
渡
唐
中
に
出
家
）
が
他
所
へ
移
る
意
志
を
父
の

大
将
と
義
母
（
中
納
言
の
母
）
と
に
伝
え
る
。
そ
れ
に
対
す
る
大
将
の
諌
め
の

こ
と
ば
で
あ
る
。
「
さ
す
が
な
る
さ
か
し
ら
心
（
忠
良
深
い
と
い
っ
て
も
、
一

細

両
し
っ
か
り
し
す
ぎ
た
心
）
」
は
、
傍
線
部
と
呼
応
し
て
、
尼
姫
君
が
中
納
言

の
帰
国
を
待
た
ず
に
出
家
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
父
大
将
の
、
多
分
に

口
惜
し
さ
の
混
じ
っ
た
非
難
が
ま
し
い
、
娘
の
夫
の
気
持
を
理
解
で
き
な
い
こ

と
ば
と
な
っ
て
い
る
。

◎
「
な
が
ら
へ
わ
び
て
、
後
の
世
を
だ
に
と
思
と
り
、
…
…
…
雪
の
中
に
の

み
う
づ
も
れ
侍
り
つ
1
、
お
ひ
た
ち
侍
人
の
宿
せ
っ
た
な
く
、
又
か
ゝ
る

身
に
は
、
げ
に
か
1
る
山
の
烏
な
ど
の
お
な
じ
こ
と
ゝ
恩
侍
れ
ば
、
何
か

い
と
お
し
か
る
べ
き
に
侍
ら
ね
ど
、
世
に
侍
ら
ん
事
の
こ
り
な
ふ
お
ぼ
え

侍
を
、
命
は
か
ざ
り
侍
こ
と
な
れ
ば
、
立
ち
を
く
れ
過
し
侍
ら
ん
事

の
、
の
こ
り
多
か
る
あ
り
さ
ま
は
、
い
と
世
に
類
な
ふ
思
や
ら
れ
侍
り

°

　

°

　

°

　

’

　

°

て
、
さ
す
が
な
る
を
、
い
か
で
か
く
だ
に
つ
ゆ
も
心
を
わ
け
で
、
ひ
た
ぶ

る
に
頗
ふ
道
の
光
を
も
忠
は
ん
と
念
じ
恩
給
ふ
る
に
、
…
…
…
」
（
巻
の
三

m
⑦
～
3
2
1
⑲
）

吉
野
尼
君
が
再
度
訪
れ
た
中
納
言
に
、
「
こ
の
度
は
か
た
み
に
こ
よ
な
ふ
面

な
れ
給
へ
る
心
ち
し
て
、
心
の
隔
て
な
く
、
昔
よ
り
の
こ
と
ゞ
も
、
か
き
崩

し
」
話
す
会
話
文
中
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
さ
す
が
な
る
」
は
、
吉
野
尼

君
が
狼
の
吉
野
姫
の
行
末
を
気
が
か
り
に
思
う
親
心
を
表
現
し
て
い
る
1
輿
深

い
山
で
浮
世
配
れ
し
た
生
活
を
し
て
い
る
現
在
の
娘
の
身
を
、
「
何
か
い
と
お



し
か
る
べ
き
に
侍
ら
ね
ど
」
と
l
応
は
仕
方
の
な
い
運
命
と
思
い
切
ろ
う
と
す

る
。
し
か
し
、
自
分
の
死
後
の
娘
の
身
を
思
い
や
る
と
、
そ
う
は
い
っ
て
も
や

は
り
ふ
ぴ
ん
で
な
ら
な
い
、
と
い
う
親
と
し
て
は
自
然
な
情
愛
を
吐
新
路
し
て
い

る
。⑧

「
よ
に
お
は
せ
ぬ
や
う
あ
ら
じ
。
…
…
…
な
を
む
か
へ
と
り
て
、
い
か
な

る
さ
ま
な
り
と
も
、
わ
れ
お
も
ひ
あ
つ
か
ひ
て
こ
そ
、
な
を
朝
夕
お
ぼ
つ

か
な
か
ら
ず
見
る
に
、
心
も
慰
さ
ま
め
」
と
思
ひ
っ
ゞ
く
る
に
慰
さ
む

を
、
「
わ
れ
は
か
く
忠
ふ
と
も
、
さ
す
が
な
る
心
の
鬼
そ
ひ
、
ま
こ
と
の

け
ぢ
か
き
契
り
の
か
た
に
心
よ
り
は
て
1
、
「
あ
ら
ぬ
そ
ゞ
ろ
な
る
人

ぞ
」
な
ど
教
へ
立
て
ら
れ
ん
こ
そ
、
い
み
じ
く
く
ち
お
し
う
心
う
か
る
ぺ

け
れ
。
・
…
…
・
」
　
（
巻
の
五
4
1
2
⑮
～
川
◎
）

吉
野
姫
を
何
者
か
に
連
れ
幸
b
れ
、
何
の
手
が
か
り
も
見
出
せ
な
い
で
い
る

中
納
言
が
、
吉
野
姫
の
心
中
を
あ
れ
こ
れ
と
想
像
す
る
所
で
あ
る
。
姫
を
都
へ

迎
え
た
と
い
う
も
の
の
、
中
納
言
は
富
野
の
聖
の
予
言
（
姫
は
二
十
歳
以
内
に

男
女
の
棺
を
知
る
と
不
幸
に
な
る
と
い
う
も
の
）
に
従
っ
て
「
ま
こ
と
の
け
ぢ

か
き
契
り
」
を
結
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
姫
を
盗
ん
だ
男
に
よ
っ
て
そ

の
契
り
を
体
験
さ
せ
ら
れ
た
は
ず
の
姫
の
心
に
、
中
納
言
を
疎
ん
じ
、
そ
の
男

に
愛
着
を
感
ず
る
気
持
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
姫
の
心
を
信
じ
な

が
ら
も
疑
心
暗
鬼
に
陥
っ
て
い
る
中
納
言
で
あ
る
。
「
さ
す
が
な
る
心
の
鬼
そ

ひ
」
は
、
「
（
移
り
気
な
心
を
も
つ
姫
で
は
な
い
）
と
は
い
う
も
の
の
、
移
り

、Hり
ー
¢

気
め
い
た
邪
心
が
加
わ
っ
て
。
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
心
の

鬼
」
に
つ
い
て
は
、
補
注
に
、

「
心
の
鬼
」
は
源
氏
物
語
の
用
例
で
は
す
べ
て
「
良
心
の
呵
去
」
の
窓
の

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
通
常
の
心
の
ほ
か
に
、
う
ら
に
隠
れ
て
い

カ

る
、
人
間
の
も
う
一
つ
の
よ
か
ら
ぬ
心
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
さ
す
が
な
る
心
の
鬼
」
と
は
、
富
野
姫
に

固
有
な
心
の
動
き
で
は
な
く
、
人
間
一
般
に
通
ず
る
心
の
動
き
を
表
現
し
て
い

る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
浜
松
』
の
四
例
は
、
㊥
が
地
の
文
で
あ

る
ほ
か
は
、
⑤
⑥
が
会
話
文
、
旭
が
心
中
語
で
あ
り
、
ま
た
、
各
例
の
所
在
も

そ
れ
ぞ
れ
巻
の
一
二
∵
三
・
五
と
い
う
よ
う
に
全
体
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
各
例
の
内
容
は
、
㊤
が
唐
国
の
人
間
の
一
般
的
性
情
を
、
⑤
が
一
般
的

に
持
た
な
い
は
う
が
よ
い
と
さ
れ
る
心
づ
か
い
を
、
◎
が
親
と
し
て
自
然
な
椿

愛
を
、
⑧
が
人
間
一
般
に
通
ず
る
心
の
動
き
を
表
現
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
人

間
（
＠
の
場
合
は
「
社
会
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
）
一
般
に
共
通
す
る
性

格
を
述
べ
る
と
い
う
使
い
方
に
な
っ
て
お
り
、
『
源
氏
物
語
』
の
男
女
の
関
係

を
総
括
す
る
と
い
う
使
い
方
と
は
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六

次
に
『
狭
衣
物
語
』
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
の
本
文
は
周
知
の
よ
う
に
諸
本

問
の
異
同
が
は
な
は
だ
し
く
、
い
ま
通
行
の
日
本
古
典
会
霞
本
・
日
本
古
典
文

学
大
系
本
で
見
て
も
、
南
本
い
ず
れ
も
三
例
ず
つ
「
さ
す
が
な
る
」
の
用
例
を

持
つ
け
れ
ど
、
三
例
中
二
例
は
同
じ
位
置
に
あ
る
が
一
例
は
別
々
の
位
置
に
あ

る
。

（
仝
台
本
）

の
　
女
君
に
も
、
「
老
人
の
憎
む

な
る
べ
し
な
。
こ
と
わ
り
な
り

や
。
た
の
も
し
げ
な
り
し
法
の
師

（
大
系
本
）

女
君
に
も
、
「
お
い
人
の
、
に
く

む
な
。
こ
と
は
り
な
り
や
、
瀬
も

し
げ
な
り
し
法
の
師
に
引
き
離
れ



を
引
き
た
が
へ
て
、
か
く
物
は

か
な
き
身
の
程
な
れ
ば
。
お
と
な

し
の
里
尋
ね
出
で
た
ら
ば
、
い
ざ

給
へ
よ
、
煩
は
し
き
人
の
さ
す
が

あ
れ
ば
、
し
ば
し
人
に
知
ら
せ
じ

と
恩
ふ
程
に
、
か
く
お
ぼ
つ
か
な

く
あ
だ
な
る
も
の
に
思
し
た
る
も

こ
と
わ
り
な
り
。
…
・
…
⊥
　
（
巻

ゆ

一
（
下
）
・
上
2
～
2
③
～
⑲
）

主
人
公
の
狭
衣
が
飛
鳥
井
君
（
女
君
）

て
、
か
く
物
は
か
な
き
身
の
程
な

れ
ば
。
普
無
の
里
尋
ね
出
で
た
ら

ば
、
い
ざ
給
へ
。
煩
は
し
き
人

の
、
さ
す
が
な
る
ぞ
。
さ
れ
ば
、

「
暫
し
、
人
に
知
ら
れ
じ
」
と
、

思
ふ
ほ
ど
に
、
か
く
お
ぼ
つ
か
な

く
あ
だ
な
る
も
の
に
、
忠
ひ
給
へ

る
も
、
こ
と
は
朝
な
り
や
。
…
」

（
巻
一
9
1
⑤
～
④
）

に
自
分
の
身
分
を
明
か
さ
な
い
言
い

は
募
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
へ
源
氏
宮
入
内
の
噂
が
聞
こ
え
て
く
る
。
叶
え

ら
れ
な
い
恋
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
狭
衣
は
山
家
を
決
意
す
る
と
い
う
所
で

あ
る
。
こ
の
部
分
、
大
系
本
に
は
「
さ
す
が
な
る
事
多
く
て
」
に
相
当
す
る
表

現
が
な
い
。
主
人
公
が
出
家
を
決
意
す
る
に
あ
た
っ
て
「
さ
す
が
な
る
事
」
が

多
い
と
い
う
表
現
を
す
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
花
散
里
」
の
例
で
あ
っ

た
。

訳
を
す
る
会
話
文
で
あ
る
。
自
分
に
は
正
妻
が
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
憧
ら
れ
て

し
ば
ら
く
は
内
密
に
し
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

何
　
京
に
は
大
軍
会
な
ど
近
う
な
り

ぬ
れ
ば
、
源
氏
宮
は
女
御
代
し
給

ひ
て
、
や
が
て
参
り
姶
ふ
べ
し
と

あ
る
を
、
今
始
め
て
問
ゆ
る
郡
に

は
あ
ら
ね
ど
、
大
将
の
御
心
の
中

恩
ひ
遣
る
べ
し
。
「
今
は
斯
う
に
こ

そ
は
」
と
数
へ
ら
れ
て
、
我
が
身

も
憂
き
世
を
恩
ひ
離
れ
ぬ
る
日
数

も
残
り
な
き
や
う
に
思
さ
る
る
に

は
、
さ
す
が
な
る
事
多
く
て
、

（
巻
二
　
（
下
）
・
上
3
5
8
⑪
～
⑭
）

京
に
は
、
大
境
会
な
ど
近
く
な

り
に
け
れ
ば
、
「
源
氏
の
宮
、
女

御
代
し
給
て
、
や
が
て
参
り
給
べ

し
と
あ
る
」
と
開
き
給
て
、
大
将

の
心
の
中
は
、
い
か
ば
か
り
あ
ら

ん
。
今
始
め
て
聞
ゆ
る
事
に
は
あ

ら
ね
ど
、
「
さ
ら
ば
、
か
う
に
こ
そ

は
」
と
、
恩
ふ
に
、
胸
の
所
も
な

く
な
り
ま
さ
り
給
て
、
我
身
も
世

に
あ
る
べ
き
日
数
、
か
ぞ
へ
立
て

ら
れ
て
、
憂
き
世
離
る
べ
き
門
出

し
給
ひ
け
り
。
（
巷
二
1
9
0
⑫
～
⑮
）

M
　
か
や
う
な
る
夜
の
紛
れ
ど
も
さ

へ
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
忍
び
て
竹
生
島

に
参
り
給
は
む
事
を
人
知
れ
ず
忠

し
設
く
る
に
も
、
…
さ
す
が
な
る

忍
ぶ
輩
ぞ
、
中
々
尋
ね
寄
り
姶
ひ

て
L
も
、
宮
恩
し
隔
て
た
る
様
に

見
奉
り
給
へ
ば
、
い
と
ど
「
跡
絶

え
な
む
後
は
、
い
か
な
る
様
に
て

か
」
な
ど
心
苦
し
き
を
、
思
し
余

り
て
、
（
巻
三
　
（
下
）
・
下
m
①

～
◎
）

か
や
う
の
事
ど
も
も
過
ぎ
て
、

春
の
光
待
つ
程
は
、
異
な
る
紛
れ

な
か
り
け
れ
ば
、
忍
び
て
、
竹
生

島
に
ま
い
り
給
は
ん
こ
と
を
、
忠

し
設
け
給
に
、
…
…
さ
す
が
な
る

忍
ぶ
章
ぞ
、
中
－
′
～
、
訪
ひ
寄
り

姶
て
、
宮
に
も
、
か
れ
を
、
「
増

し
」
と
は
な
け
れ
ど
も
、
こ
よ
な

う
思
し
放
ち
た
る
さ
ま
に
、
見
え

給
へ
ば
、
い
と
ゞ
、
「
跡
絶
え
な

ん
後
は
、
い
か
な
る
さ
ま
に
か
」

と
、
心
苦
し
き
を
、
恩
し
余
り

て
、
（
巻
三
3
2
9
⑱
～
3
2
0
③
）

幼
い
時
か
ら
兄
妹
と
し
て
育
っ
た
源
氏
宮
に
対
す
る
狭
衣
の
秘
め
た
る
恋
情

源
氏
官
は
賀
茂
の
神
託
に
よ
り
斎
院
に
ト
定
さ
れ
て
、
入
内
の
件
ほ
と
り
や

め
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
源
氏
宮
が
自
分
の
手
の
届
か
な
い
所
へ
行
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
約
二
年
後
、
出
家
の
志
を
果
た
す
た
め

に
竹
生
島
（
飛
鳥
井
君
の
兄
の
僧
が
い
る
）
　
へ
行
く
こ
と
を
決
意
す
完
が
、
故

飛
鳥
井
君
腹
の
姫
君
の
処
遇
に
思
い
悩
み
母
宮
に
打
明
け
る
と
い
う
所
で
あ



る
。
「
さ
す
が
な
る
忍
ぶ
草
」
は
今
出
家
す
る
に
あ
た
っ
て
一
番
気
が
か
り
な

存
在
で
あ
る
飛
鳥
井
君
股
の
姫
君
を
示
す
表
現
で
あ
る
。
榊
の
例
と
違
っ
て
、

こ
れ
は
具
体
的
な
表
現
と
な
っ
い
る
。

⇔
「
こ
の
、
世
に
言
ひ
扱
ふ
ら

む
様
に
、
げ
に
え
あ
る
ま
じ
き
事

な
れ
ば
、
い
と
斯
う
L
も
覚
ゆ
る

に
や
あ
ら
む
。
ま
た
え
保
つ
ま
じ

か
り
け
る
に
や
」
と
、
「
さ
す
が

な
る
を
こ
が
ま
し
さ
を
顕
は
し
果

て
て
む
事
よ
」
な
ど
、
方
々
に
さ

へ
安
か
ら
ず
、
わ
り
な
き
御
心
の

中
、
来
し
方
に
も
い
や
ま
さ
り
に

な
り
た
り
。
（
巻
四
　
（
下
）
・
下

2
招
⑨
～
⑬
）

「
こ
の
世
に
言
ひ
扱
ふ
ら
ん
や
う

に
、
げ
に
、
え
あ
る
ま
じ
き
事
な

れ
ば
、
い
と
か
う
も
恩
ゆ
る
に
や

あ
ら
ん
。
ま
た
、
『
え
た
も
つ
ま

じ
か
り
け
る
』
と
、
さ
す
が
な
る

を
こ
が
ま
し
さ
を
、
現
し
果
て
て

む
事
よ
な
」
と
、
方
々
に
さ
へ
安

か
ら
ず
、
わ
り
な
き
御
心
の
中
、

来
し
方
も
い
や
増
り
に
な
り
た

り
。
（
巻
四
4
2
7
①
～
⑤
）

神
託
に
よ
り
狭
衣
即
位
の
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
時
の
狭
衣
の
心
中
を

述
べ
た
所
で
あ
る
。
「
さ
す
が
な
る
を
こ
が
ま
し
さ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

1

全
容
本
と
大
系
本
と
で
は
説
が
分
か
れ
て
い
懲
し
か
し
な
が
ら
、
出
家
の

志
が
果
た
せ
な
い
こ
と
、
斎
院
（
源
氏
宮
）
と
会
う
機
会
が
な
く
な
る
こ
と
等

と
相
供
っ
て
、
即
位
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
理
由
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
は
変
わ
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
以
上
の
『
狭
衣
』
の
用
例
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
の
が
会
話

文
、
何
再
が
地
の
文
、
H
が
心
中
語
と
い
う
よ
う
に
、
『
浜
松
』
の
四
例
と
同

様
に
地
の
文
以
外
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
表
現
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
浜
松
』

ほ
ど
に
も
共
通
項
が
見
出
せ
な
い
。
『
浜
松
』
と
相
違
す
る
点
は
、
仲
の
例

が
『
源
氏
』
の
「
花
散
里
」
の
例
と
酷
似
し
て
お
り
、
意
識
し
て
鶉
似
た
か
と

思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
大
系
本
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
箇
所
が
な
い
た
め
、
『
狭

衣
』
の
原
本
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
不
安
で
あ
る
し
、
他
の
例
も
『
源
氏
』
で

の
使
わ
れ
方
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
私
は
偶
然
の
一
致
と
み
た
い
。

さ
て
、
平
安
後
期
物
語
を
代
表
す
る
三
作
品
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
で
あ

る
が
、
『
寝
党
』
に
は
用
例
が
な
く
、
用
例
の
あ
る
『
浜
松
』
　
『
狭
衣
』
　
で

も
、
『
源
氏
』
の
使
い
方
を
受
け
拙
い
だ
表
現
の
仕
方
と
は
言
い
莞
い
も
の
ば

か
り
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
』
で
は
、
構
想
の
切
れ
目
の
所
に
、
地
の
文
と
し
て

使
わ
れ
て
、
男
女
の
関
係
を
総
括
す
る
と
い
う
、
第
一
部
に
お
け
る
短
編
積
み

重
ね
形
式
の
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
意
識
的
な
使
用
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

た
。
こ
の
こ
と
と
比
較
し
て
み
る
と
、
後
期
物
語
は
短
編
積
み
重
ね
形
式
を
脱

し
た
『
源
氏
』
の
第
二
部
、
第
三
部
を
納
承
し
た
長
編
物
語
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
『
源
氏
』
第
一
部
の
手
法
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た

め
『
源
氏
』
で
は
自
覚
的
に
地
の
文
に
使
用
さ
れ
た
語
が
、
無
自
覚
的
に
会
話

文
に
も
心
中
語
に
も
使
用
さ
れ
る
と
い
う
現
象
も
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

七

最
後
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
先
行
す
る
諸
作
品
及
び
同
時
代
の
作
品
に
つ
い

て
見
て
お
こ
う
。

一
口
に
い
っ
て
、
『
源
氏
』
以
前
の
作
品
に
は
「
さ
す
が
な
る
」
の
用
例
は

な
い
の
で
あ
る
。
日
記
の
『
土
佐
日
記
』
　
『
蛤
蛤
日
記
』
、
歌
物
語
の
『
伊
勢

物
語
』
　
『
大
和
物
語
』
　
『
平
中
物
語
』
、
そ
し
て
、
作
り
物
語
の
『
竹
取
物

語
』
　
『
宇
津
保
物
語
』
　
『
落
寝
物
語
』
、
さ
ら
に
同
時
代
の
『
枕
草
子
』
　
『
和

、
q

泉
式
部
日
記
』
及
び
『
紫
式
部
日
記
叫
と
い
っ
た
各
時
代
の
代
表
的
和
文
作

品
に
は
、
「
さ
す
が
」
「
さ
す
が
に
」
等
の
連
体
形
以
外
の
活
用
形
の
用
例
は
見

ら
れ
る
の
だ
が
、
連
体
形
「
さ
す
が
な
る
」
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ



㈹る
。
従
っ
て
、
平
安
朝
和
文
作
品
の
代
表
的
作
品
の
中
で
は
、
『
掠
氏
物

語
』
の
例
が
初
見
の
例
で
あ
り
、
し
か
も
独
自
な
用
法
を
持
つ
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
は
何
の
ヒ
ン
ト
も
な
く
「
さ
す

が
な
る
」
の
独
自
な
用
法
を
編
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
紫
式
部
に

ヒ
ン
ト
を
与
え
た
と
患
検
さ
れ
る
表
現
が
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
五
段
に
あ
る

の
で
あ
る
。む

か
し
、
お
と
こ
有
（
り
）
け
り
。
封
咄
け
封
引
叫
矧
ぎ
1
．
畑
け
息
女

、
尊
さ
す
が
な
り
け
る
が
も
と
に
、
い
ひ
や
り
け
る
。

秋
の
野
に
笹
わ
け
し
朝
の
袖
よ
り
も
蓬
は
で
ぬ
る
夜
ぞ
ひ
ぢ
ま
さ
り

け
る

色
好
み
な
る
女
、
返
し
、

見
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ぼ
や
か
れ
な
で
海
人
の
足
た

ゆ
く
来
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

連
用
形
「
さ
す
が
な
り
」
の
用
例
で
あ
る
が
、
傍
緑
部
分
が
、
女
の
男
に
対

す
る
態
度
を
表
現
し
て
い
る
。
「
さ
す
が
な
り
け
る
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

感
っ

大
系
本
の
頭
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、
二
通
り
の
説
が
あ
慰
し
か
し
、
ど
ち

ら
の
説
を
と
る
に
し
て
も
、
「
さ
す
が
な
り
け
る
（
女
）
」
が
、
女
の
男
に
対

す
る
態
度
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
表
現

は
、
両
者
の
関
係
の
こ
れ
ま
で
の
経
過
を
、
女
の
側
の
男
に
対
す
る
姿
勢
を
述

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
総
括
し
て
、
読
者
に
提
示
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
第
二
十
五
段
の
「
さ
す
が
な
り
け
る
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
の

「
さ
す
が
な
る
」
と
同
様
に
、
男
女
の
関
係
総
括
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
表
現

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
伊
勢
物
語
』
は
先
行
作
品
中
で
最
も
強
い
影
響

1

を
『
源
氏
物
語
』
に
与
え
た
作
品
と
い
わ
れ
て
き
て
い
る
0
従
っ
て
、
紫
式

部
が
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
五
段
の
表
現
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
そ
れ
を
さ
ら

に
文
芸
的
効
果
性
を
増
し
た
衷
現
に
ま
で
熟
成
し
た
と
み
る
こ
と
は
十
分
に
可

能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

注

目
池
田
亀
鑑
氏
『
新
講
源
氏
物
語
』
上
巻
（
至
文
堂
　
昭
和
二
十
六
年
刊
）
。

嘲
玉
上
琵
弥
氏
『
物
語
文
学
』
　
（
鳩
車
U
房
　
昭
和
三
十
五
年
刊
）
、
清
水
好
子

氏
『
源
氏
の
女
君
』
増
補
版
（
塙
整
房
一
情
和
四
十
二
年
刊
）
。

糊
引
用
本
文
は
日
本
古
典
会
岩
本
に
拠
り
、
巻
名
。
冊
数
・
員
数
・
行
数
の

腰
に
示
す
。
以
下
同
じ
で
あ
る
。

用
玉
上
琵
弥
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
二
巻
（
角
川
雷
店
　
昭
和
四
十
年
刊
）

一
〇
八
貢
。

用
◎
と
◎
と
は
切
れ
て
お
ら
ず
連
続
し
て
い
る
が
、
便
宜
上
分
け
た
だ
け
で

他
意
は
な
い
。

間
日
本
古
典
文
学
大
系
本
。

川
同
右
。

脚
日
本
古
典
全
串
本
と
日
本
古
典
文
学
大
系
本
。

制
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
二
〇
（
呵
責
）
。

㈹
同
右
の
頭
注
一
一
（
m
貢
）
。

佃
同
右
の
再
注
一
四
（
目
貫
）
。

相
同
右
の
捕
注
八
八
九
（
叩
貢
）
。

佃
巻
数
・
冊
数
・
頁
数
・
行
数
の
頂
に
示
す
。
以
下
同
じ
で
あ
る
。

㈹
巻
数
・
寛
数
・
行
数
の
腰
に
示
す
。
以
下
同
じ
で
あ
る
。

㈹
仝
琶
本
の
封
注
（
二
四
）
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な
ま
じ
帝
位
に
即
い
て
も
、
ま
も
な
く
、
そ
の
任
で
な
か
っ
た
と
な

れ
ば
、
い
い
物
笑
ひ
、
結
局
見
つ
と
も
な
い
事
に
な
る
の
義
。

大
系
本
の
頭
注
一
七
．

帝
位
に
つ
け
ば
、
そ
れ
相
当
な
（
若
宮
が
女
二
宮
と
密
通
し
て
生
ま

れ
た
と
い
う
事
）
馬
虎
ら
し
さ
を
、
世
間
に
す
っ
か
り
現
わ
し
て
し

ま
う
事
で
あ
る
な
あ
。

㈹
『
宇
津
保
物
語
』
は
『
宇
津
保
物
語
　
本
文
と
索
引
』
本
文
編
（
笠
間
書

院
　
昭
和
四
十
八
年
刊
）
に
拠
り
、
そ
の
他
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に

拠
っ
た
。

佃
参
考
ま
で
に
八
代
集
の
用
例
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
和
歌
、
詞
書
と

も
に
「
さ
す
が
」
　
「
さ
す
が
に
」
の
例
は
若
干
ず
つ
見
ら
れ
る
が
、
「
さ

す
が
な
る
」
の
例
は
見
ら
れ
な
い
。

個
頭
注
一
五
「
男
に
、
達
お
う
と
も
い
わ
ず
、
ま
た
逢
う
ま
い
と
も
い
わ
な

か
っ
た
、
思
わ
せ
ぶ
り
な
そ
ぶ
り
を
す
る
女
で
、
し
か
も
そ
う
い
い

ら
情
あ
り
げ
に
も
見
え
た
人
の
も
と
に
。
一
説
、
準
っ
ま
い
と
も
い
わ
な

か
っ
た
の
に
、

川
副
d
咄
引
剖
喝
割
引
引
田
矧
当
期
」
　
（
傍
線
引
用

者
）

個
玉
上
珪
弥
・
石
川
散
・
秋
山
虔
・
片
桐
洋
一
等
の
諸
氏
に
す
ぐ
れ
た
御
論

考
が
あ
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
追
記
）
小
稿
は
昭
和
五
十
二
年
だ
提
出
の
修
士
論
文
の
一
部
を
も
と
に
大

幅
な
加
筆
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
稿
が
成
る
ま
で
御
導
き
い
た
だ
い
た

和
賀
敬
二
先
生
に
、
記
し
て
御
礼
申
し
あ
げ
る
。

－
　
舘
岩
女
子
短
期
大
学
助
手
　
－

一

．

L

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

源
氏
物
語
作
中
人
物
論
　
　
　
　
　
　
　
　
森
　
一
郎

－
付
・
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
・
論
文
目
録
－

題
名
の
通
り
著
者
の
源
氏
物
語
の
人
物
論
関
係
の
論
文
が
集
成
さ
れ
て
い

る
。
口
和
の
「
源
氏
物
語
の
主
題
と
主
人
公
－
光
緑
氏
の
生
睦
の
原
点
－
」
の

初
出
が
口
最
も
早
く
昭
和
四
十
五
年
で
あ
る
が
、
他
は
お
お
む
ね
近
年
の
筆
と
な

っ
て
い
る
。
以
下
、
「
須
磨
統
語
を
め
ぐ
る
光
源
氏
橡
1
掠
氏
物
語
の
表
現
と

構
造
－
」
「
罪
責
宮
の
実
像
」
「
六
条
御
息
所
の
造
理
－
そ
の
役
割
と
問
題
－
」

「
紫
上
の
述
懐
－
砦
上
論
の
一
節
－
」
「
落
葉
宮
物
語
－
そ
の
．
主
題
と
構
造
－
」

「
薫
の
道
心
と
恋
」
「
宇
治
の
大
君
と
巾
君
」
　
「
苦
と
淳
舟
」
　
「
浮
舟
の
出
家
－

『
女
の
宿
世
』
の
窮
極
－
」
　
「
浮
丹
悲
朗
の
構
造
」
と
云
う
構
成
。
「
人
間
と

し
て
の
い
た
ま
し
さ
や
せ
つ
な
さ
の
内
的
形
象
を
か
た
ど
る
」
　
（
あ
と
が
き
）

事
で
〓
H
し
た
書
で
あ
る
。
な
お
、
巻
末
に
明
治
以
降
昭
和
五
十
四
年
度
ま
で

の
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
関
係
の
論
文
目
録
が
収
め
ら
れ
、
こ
れ
も
便
益
な
も

の
で
あ
る
。
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
、
笠
闘
㌫
院
刊
、
A
五
版
二
七
〇
百
、

定
価
五
五
〇
〇
円
）
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