
『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
（
挨
拶
）
と
し
て
の
引
用
表
現

井
　
上
　
新
　
子

屈
衣
物
語
』
巻
一
は
、
狭
衣
中
将
の
源
氏
宮
訪
間
の
場
面
が
晩
春
の
風
光
を
背
景

に
描
か
れ
た
の
ち
、
男
主
人
公
狭
衣
、
つ
い
で
女
・
王
人
公
源
氏
宮
の
紹
介
に
筆
が
及
ぶ
。

こ
う
し
た
導
入
部
の
あ
と
に
位
置
し
、
本
格
的
な
物
語
の
始
ま
り
を
告
げ
る
の
が
、
五

月
の
菖
蒲
や
音
楽
を
配
し
当
代
随
一
の
貴
公
子
狭
衣
中
将
を
描
い
た
文
章
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
久
下
晴
快
氏
は
「
や
は
り
作
煮
‖
旨
は
、
天
重
二
年
の
晴
れ

の
盛
事
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
バ
浦
を
象
徴
的
に
配
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
近
し
い

読
者
で
あ
る
女
房
達
も
、
当
時
を
懐
か
し
く
回
想
で
き
た
に
違
い
な
く
、
同
時
に
そ
れ

（1）

は
『
狭
衣
物
遠
に
吸
い
込
ま
れ
て
ゆ
く
糸
口
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
ら

れ
、
大
書
二
年
の
六
条
斎
院
裸
子
内
親
王
物
語
歌
合
の
影
隼
を
指
摘
さ
れ
た
。
同
物
語

歌
合
の
間
椎
は
琵
衣
物
逆
成
立
に
先
行
す
る
の
で
、
作
煮
巳
日
が
『
狭
衣
物
逆

当
該
箇
所
執
筆
の
釈
同
物
語
歌
合
に
表
現
形
成
の
素
材
を
求
め
た
こ
と
は
ま
ず
疑
い

が
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
の
影
群
の
実
際
が
『
狭
衣
物
逆
に
ど
の
よ
う
な
表
現
と
な
っ
て
た
ち

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
追
求
す
べ
き
間
題
が
存
す
る
よ
う
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
古
だ
つ
い
て
私
な
り
に
孟
小
し
た
結
果
を
記
し
た
い
。

天
薫
三
年
の
物
語
歌
合
を
源
泉
と
す
る
で
あ
ろ
う
『
挟
衣
物
逆
の
表
現
の
中
で
、

特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
副
詞
「
げ
に
」
を
用
い
て
先
行
作
品
を
引
用
す
る
、
以
下
に

掲
げ
た
二
綺
所
の
表
現
で
あ
る
。

⑦
月
も
と
く
入
て
、
（
中
略
）
も
て
悩
み
な
が
ら
吹
き
出
で
給
へ
る
研
山
の
井
、
中
．
石

上
ま
で
澄
み
上
る
を
、
上
を
始
め
た
て
ま
つ
り
て
、
候
ふ
人
、
す
べ
て
九
重
の
う

ち
の
人
、
聞
き
驚
き
、
涙
を
落
さ
ぬ
は
な
し
。
（
中
略
）
帝
・
春
宮
を
始
め
た
て

ま
つ
り
て
、
「
い
か
な
る
事
ぞ
」
と
、
あ
さ
ま
し
く
思
し
騒
が
せ
給
ふ
に
、
中
将

の
着
、
心
細
う
な
り
拾
て
、
い
た
く
惜
し
み
拾
ふ
m
の
音
を
、
や
、
残
す
こ
と
な

ふ
吠
澄
ま
し
て
、

い
な
づ
ま
の
光
に
行
か
む
天
の
原
は
る
か
に
渡
せ
雲
の
か
け
は
し

と
音
の
限
り
吹
き
拾
ふ
は
、
岡
田
矧
も
、
い
か
で
か
間
き
驚
か
ざ
ら



ん
。
楽
の
声
い
と
ヾ
近
ふ
な
り
て
、
「
柴
の
中
．
一
た
な
び
く
」
と
見
ゆ
る
に
、
天
稚

御
子
、
角
髪
結
ひ
て
、
言
ひ
知
ら
ず
お
か
し
げ
に
、
芳
し
き
童
姿
に
て
、
ふ
と
降

（2）

り
ゐ
給
に
、
（
『
狭
衣
物
逆
巻
一
・
四
五
⊥
型
ハ
負
）

㊥
四
月
も
過
ぎ
ぬ
。
五
月
四
日
に
も
な
り
ぬ
。
夕
方
、
中
将
の
訳
、
内
裏
よ
り
ま
か

で
拾
ふ
に
、
道
す
が
ら
見
紛
へ
は
、
宮
浦
ひ
き
さ
け
ぬ
桟
の
男
も
な
く
、
行
き
ち

が
ひ
っ
、
、
も
て
あ
つ
か
、
露
ど
も
、
「
田
、

い
か
ば
か
り
探
か
り
け
る
、

十
市
の
里
の
こ
ひ
ぢ
な
る
ら
ん
」
と
見
ゆ
る
、
足
も
と
ど
も
の
ゆ
、
し
げ
な
る
が
、

い
と
多
く
持
ち
た
る
も
、
「
い
か
に
苦
し
か
る
ら
ん
」
と
、
H
と
ま
り
拾
ひ
て
、

浮
き
沈
み
ね
の
み
な
が
る
、
あ
や
め
草
か
、
る
こ
ひ
ぢ
と
人
も
如
ら
ぬ
に

と
ぞ
思
さ
る
㌔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
狭
衣
物
産
巻
一
・
三
八
室

⑦
は
、
帝
の
所
望
を
断
り
切
れ
ず
、
狭
衣
中
将
が
管
絃
会
で
笛
を
吹
い
た
と
こ
ろ
、

そ
の
類
稀
な
音
色
に
天
人
が
舞
い
降
り
、
彼
を
伴
お
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
げ
に

（
3
）
　
　
　
（
4
）

月
の
郡
の
人
も
、
い
か
で
か
聞
き
幣
か
ざ
ら
ん
」
は
、
萩
谷
朴
氏
・
久
下
哺
成
氏
に
よ
っ

て
、
『
中
崇
だ
つ
る
』
の
物
語
の
表
現
を
ふ
ま
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
周
知

の
よ
う
に
『
霞
へ
だ
つ
る
』
は
、
天
買
三
年
の
物
語
歌
令
に
出
品
さ
れ
た
作
品
で
、
作

者
は
斎
院
操
子
内
親
王
家
の
女
房
女
別
当
『
凪
共
和
釈
迦
に
三
省
の
作
中
和
歌
が

探
ら
れ
て
お
り
、
内
容
の
一
船
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
う
ち
の
舶
答
款
二
肴
を
以
下
に

引
用
し
た
。

左
大
将
御
あ
そ
ぴ
に
笛
つ
か
う
ま
つ
り
て
侍
り
け
る
あ
し
た
に
給
は
せ
け
る

析
出
へ
だ
つ
る
の
御
門
の
神
歌

二
三
左
ぐ
ひ
な
く
心
に
す
み
L
m
の
ね
は
月
の
郡
も
ひ
と
つ
な
り
け
り

卸
か
へ
し

；
天
轟
の
音
は
月
の
都
に
と
ほ
け
れ
ど
清
さ
心
や
空
に
す
み
け
む

（5）

（
『
瓜
薬
剤
歌
集
』
巻
第
十
七
・
維
二
）

歌
の
詞
㌫
と
作
者
名
か
ら
、
内
裏
の
梓
弦
会
で
左
大
将
が
m
を
被
結
す
る
場
面
の
存
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
m
の
演
奏
に
対
す
る
帝
の
感
想
が
一
三
二
七
番
歌
で
、
左

大
将
の
奏
で
た
m
の
類
稀
な
音
色
の
清
澄
さ
を
、
「
月
の
郡
も
ひ
と
つ
な
り
け
り
」
と

評
し
て
い
る
。
地
上
だ
け
で
な
く
迄
か
万
の
郡
」
へ
も
美
し
い
m
の
音
が
弊
き
渡
り

天
上
の
世
界
も
感
動
し
た
、
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
の
影
郷
㌫
も
と
に
①

（6）

の
引
用
　
『
狭
衣
物
逆
の
「
げ
に
」
以
下
の
傍
緑
部
は
生
＝
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
T
も
、
～
開
き
驚
か
ざ
ら
ん
」
は
、
引
用
二
行
目
の
「
上
を
始
め
た
て
ま

つ
り
て
、
候
ふ
人
、
す
べ
て
九
重
の
う
ち
の
人
、
間
き
幣
き
、
涙
を
落
さ
ぬ
は
な
し
」

を
う
け
た
物
ユ
H
H
い
で
あ
る
。
狭
衣
中
将
の
吹
く
値
山
の
許
は
、
帝
を
は
じ
め
御
所
に
い
た

全
て
の
人
々
だ
け
で
な
く
迄
か
「
月
の
都
」
の
人
を
も
感
動
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
、

と
い
う
文
脈
に
な
ろ
う
。

こ
の
「
げ
に
」
は
先
行
作
品
の
発
相
心
へ
の
共
感
を
六
十
が
、
そ
れ
が
反
語
の
か
た
ち

を
と
っ
て
、
よ
り
桔
椀
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
強
い
共

感
が
う
か
が
え
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
強
調
は
、
物
語
の
次
の
展
明
天

稚
御
子
の
降
下
を
無
埋
な
く
導
く
た
め
の
布
石
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

あ
る
意
味
で
は
、
強
調
表
現
の
奥
に
共
感
を
抱
く
作
者
の
顔
が
覗
く
よ
う
な
こ
う
い
う

物
∵
‥
い
は
、
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
る
先
行
作
品
の
引
川
と
は
異
な
っ
た
位
相
の
間
題
を

内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

10



次
に
、
も
う
一
つ
の
類
似
表
現
∵
＠
を
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
『
狭
衣
物
産
巻
一

導
入
部
に
続
く
部
分
で
あ
る
。
明
口
の
節
句
の
た
め
に
酋
蒲
を
求
め
運
ぶ
男
蝿
そ
の

こ

ひ

ぢ

労
働
の
辛
苦
は
、
傍
線
部
「
い
か
ば
か
り
深
か
り
け
る
十
市
の
里
の
小
匹
に
象
徴
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
挟
衣
中
将
は
、
そ
う
し
た
臓
山
姥
の
労
苦
に
、
源
氏
宮
へ
の
報
わ

れ
ぬ
恋
に
苦
悩
す
る
お
の
れ
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
た
。
同
じ
「
こ
ひ
ぢ
」
で
も
、
こ
ち

ら
は
「
恋
路
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
こ
ひ
ぢ
」
に
は
「
小
匹
と
「
恋
匹
が

掛
け
て
あ
り
、
こ
の
掛
詞
が
桟
㍑
達
と
狭
衣
中
将
と
を
結
ぶ
接
点
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
ひ
ぢ
」
に
付
加
さ
れ
て
い
る
屈
性
は
（
深
さ
）
と
（
（
遠
い
こ
と
を
表
す
）
十
市

の
豊
で
二
小
匹
の
物
理
的
な
深
さ
遠
さ
と
と
も
に
二
恋
匹
の
心
理
的
な
深
さ

遠
さ
を
も
表
す
。

引
歌
が
あ
り
そ
う
な
「
十
市
の
里
の
こ
ひ
ぢ
」
の
典
拠
に
関
し
て
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
未
詳
と
言
う
ほ
か
な
い
。
例
え
ば
、
『
狭
衣
物
納
下
紐
』
に
は
、

一
十
市
の
丑
（
引
評
未
勘
八
中
一
お
御
抄
に
右
之
‖
ハ
遠
と
云
心
血
十
轟
に
別
に
心
な

（7）

し
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
狭
衣
物
語
下
紬
』
　
二
二
川
○
負
）

と
あ
る
。
「
十
市
の
里
は
地
名
の
属
性
に
は
さ
ほ
ど
こ
だ
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
（
遠
い
）

と
い
、
ユ
‖
炭
の
層
を
引
き
出
す
た
め
に
こ
そ
機
能
し
て
い
る
と
み
る
方
が
、
よ
り
蓋
然

性
が
骨
同
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
に
掲
げ
た
槍
和
歌
集
』
所
収
明

引
歌
未
詳
の
憾
み
は
残
る
が
「
十
両
の
里
に
関
し
て
は
こ
こ
で
措
い
て
、
㊥
と
し

て
引
川
し
た
『
狭
衣
物
逆
の
傍
線
部
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
発
榔
茂
宜
の
琵
小
を
、

も
う
少
し
探
っ
て
み
た
い
。
当
該
箇
所
の
場
合
、
（
深
く
遠
い
）
「
こ
ひ
ぢ
」
に
八
草
i
l
I
i
V

を
求
め
る
行
均
が
、
労
働
の
苦
し
さ
と
恋
の
路
の
辛
さ
と
い
う
二
重
の
意
味
を
帯
び
て

い
る
。
「
こ
ひ
ぢ
」
に
（
深
い
）
（
遠
い
）
と
い
っ
た
語
を
伴
わ
せ
、
そ
こ
に
八
円
草

と
い
う
岩
材
を
取
り
合
わ
せ
る
、
こ
う
し
た
趣
向
を
持
つ
表
現
を
『
狭
衣
物
逆
成
立

以
前
の
作
品
に
探
す
と
、
『
逢
坂
準
え
ぬ
稚
中
堕
畠
に
の
み
そ
の
発
想
が
碓
認
で
き

（8）る
。
同
物
語
の
前
半
部
は
、
五
月
五
日
の
柏
合
を
中
心
に
描
か
れ
る
。
樺
甲
納
言
と
彼

に
振
り
合
う
存
在
で
あ
る
三
位
中
将
が
、
左
右
に
分
か
れ
柚
胃
令
っ
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
宮
浦
の
根
を
手
に
入
れ
る
行
均
が
物
語
の
中
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

る
。
以
下
の
引
川
は
、
璽
心
を
む
き
出
し
に
す
る
三
位
中
将
を
女
房
が
評
し
た
言
葉
で

あ
る
。

11

く
れ
は
と
く
行
き
て
か
た
ら
む
あ
ふ
事
の
と
を
ち
の
さ
と
の
す
み
う
か
リ
L
も

（
『
拾
追
和
歌
集
』
巻
十
八
・
姓
聖
二
九
七
「
春
日
杖
に
ま
か
り
て
、
か
ヘ

リ
て
す
な
は
ち
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
・
一
条
H
政
」
）

で
も
、
「
十
市
の
芝
は
（
遠
さ
）
を
ホ
す
た
め
に
川
い
ら
れ
て
い
る
。

「
さ
れ
ば
こ
そ
。
こ
の
仰
心
は
、
（
バ
溝
ノ
根
ヲ
探
ス
タ
メ
ニ
）
そ
こ
ひ
知
ら
ぬ

J
研
矧
に
も
お
り
立
ち
た
ま
ひ
な
む
」

（
J
）

（
『
逢
坂
準
え
ぬ
稚
中
粕
邑
・
塑
ハ
七
生

代
講
I
i
の
根
を
探
す
た
め
に
「
そ
こ
ひ
知
ら
ぬ
」
つ
ま
り
底
知
れ
ぬ
ほ
ど
〈
深
い
）
「
こ

ひ
ぢ
」
に
も
降
り
立
つ
だ
ろ
う
、
と
あ
り
、
「
こ
ひ
ぢ
」
に
は
「
恋
路
」
も
幣
か
せ
て

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
頼
も
し
く
見
ら
れ
て
い
た
三
位
中
将
だ
が
、
根
合
当
日
は
権
中
納

言
の
持
参
し
た
根
に
及
ば
な
い
。
勝
っ
た
柿
中
納
二
l
一
r
t
の
（
円
満
I
i
の
損
）
を
「
こ
ひ
ぢ
」

に
求
め
る
行
為
も
、
物
語
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。

中
的
責
　
（
中
略
）
え
も
言
は
ぬ
相
ど
も
引
き
〓
t
て
、

参
り
た
ま
へ
リ
。
小
小
芋



相
の
局
に
、
ま
づ
お
は
し
て
、
「
心
幼
く
取
り
寄
せ
た
ま
ひ
し
が
心
苦
し
さ
に
、

若
々
し
さ
心
地
す
れ
ど
、
安
積
の
沼
を
た
づ
ね
て
は
ペ
リ
。
さ
り
と
も
、
負
け
た

ま
は
じ
」
と
あ
る
ぞ
た
の
も
し
き
。

（
『
逢
坂
越
え
ぬ
枠
中
的
二
止
・
円
⊥
ハ
七
⊥
四
一
ハ
八
裏

技
は
、
傍
頼
部
「
安
梢
の
沼
を
た
づ
ね
て
は
ペ
り
」
と
墾
H
し
て
お
り
、
（
宮
浦
の
樽

を
遥
か
「
安
積
の
沼
（
陸
奥
喝
現
在
の
福
島
県
）
」
ま
で
求
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
実
際
に
そ
こ
ま
で
赴
い
た
の
で
は
な
く
レ
ト
リ
ッ
ク
上
そ
う
表
現
し

た
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
遥
か
「
遠
い
」
場
所
へ
の
（
バ
浦
の
根
）
探
し
が
碓
認
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
租
合
の
翌
日
椛
中
納
言
が
恋
革
ユ
H
へ
送
っ
た
歌
、

昨
白
こ
そ
引
き
わ
び
に
し
か
あ
や
め
草
深
き
こ
ひ
ぢ
に
お
り
立
ち
し
ま
に

（
『
逢
坂
嘩
え
ぬ
植
中
納
言
』
・
四
七
二
頁
）

に
お
い
て
も
、
「
深
き
こ
ひ
ぢ
に
お
り
立
ち
し
ま
に
」
と
（
深
い
）
「
こ
ひ
ぢ
」
に
八
苦

尊
を
求
め
る
趣
向
が
あ
り
、
「
こ
ひ
ぢ
」
に
は
「
小
泥
」
と
「
恋
匹
が
掛
け
ら
れ

て
い
る
。
以
上
た
と
え
レ
ト
リ
ッ
ク
の
上
と
は
い
え
、
椎
中
納
言
は
根
合
に
お
い
て

（
深
く
）
（
遠
い
）
「
こ
ひ
ぢ
」
に
入
賞
浦
の
轡
を
求
め
た
。
「
小
匹
「
恋
路
」
の
掛

詞
に
よ
っ
て
二
重
の
意
味
の
層
が
生
ま
れ
て
く
る
、
そ
う
し
た
重
層
的
な
意
昧
の
構
図

が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
『
狭
衣
物
産
当
該
箇
所
と
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
と
は
、
構
成
や

表
現
の
面
で
も
少
な
か
ら
ぬ
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
間
題
を
検
討
す
る

際
に
は
、
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
的
責
が
天
重
二
年
物
語
歌
令
の
提
出
作
品
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
生
じ
る
現
象
も
、
合
わ
せ
て
み
つ
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

物
語
歌
合
に
出
目
写
れ
た
物
語
に
は
あ
る
程
度
共
通
す
る
性
格
を
導
き
出
す
こ
と
が
可

能
な
の
で
、
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
昌
と
『
狭
衣
物
踵
と
の
類
似
が
必
ず
し
も
一

対
一
の
も
の
で
な
く
、
物
語
歌
合
の
他
の
作
品
群
を
も
合
め
た
大
き
な
類
似
性
の
中
に

理
没
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
を
検
証
し
っ

つ
み
て
い
く
。
な
お
、
物
語
歌
合
に
共
通
す
る
性
格
に
つ
い
て
は
、
神
野
藤
甲
犬
氏
が

（10）

す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
し
た
い
。

ま
ず
、
構
成
か
ら
検
討
す
る
。
『
逢
坂
越
え
ぬ
柿
中
的
壷
は
そ
の
対
照
的
な
内
容

か
ら
、
前
半
と
後
年
と
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
に
従
っ
て
、
屍
衣
物
産
巻
一

を
参
照
す
る
と
、
ご
く
お
お
ま
か
で
は
あ
る
が
、
両
者
の
構
成
の
類
似
が
み
て
と
れ
る
。

こ
の
類
似
の
様
相
を
ま
と
め
た
の
が
、
以
下
に
掲
げ
た
表
で
あ
る
蓑
①
）
。

衷
①
　
遠
坂
準
え
ぬ
秘
中
的
一
三
と
「
狭
衣
物
語
」
至
の
椛
成
の
類
似

1奥　半
な 富r

刑　 半
主 公 当

恋 へ
の

人 子 代
公 て、随

不
ll

あー・
る　の

思 男 ★

女 C　 b　　　 a 遂

娠
サ
の

そ・石．　 宮
の Il　 4－

す 級 ji．　 の 也
さ
を

の　り　　 智
腎 の　　 弓立

t
イ

ヽ
眩 心裏　　の J

柵

宇r の ．，　 避
価 で　 ぴ

中
坤l－

I擾
し 7舌　　 て‘
て－1■　　 帝

芭

近
す

も　す　　 か
実　る　　 ら

不

学
範†る

も
力　　　　 心
を　　　　 侍

の 咤　　　　 ち EI
匹q 本
六 古
五 典

則 ㌻

七　 一

警 誓 絹

＿ 損
‾‾　ポ

L 栗
鮮 l　　 l l 四 半

七 会
匹＝駄
武

m　　 匹＝四
七　　 一ヒ六
二　　 〇 七

i贈 b
狭！覧 彼　　 女 五

F l
の 性 月

軒　　 たこ四
衣
†勿手

を
中　　 ち ll
の　　 へ 終

芭

柵 脊　 事 情 著

ら
t

舷　　 蒲 の
会　　 に 寮 茹

披思、 て、　　 ち　の
す

しヽ
を
f】‘

J鋏　　 r 女
抜　　 ん　と
し　　 ′ご敵

日
本
1キ
典
文
．声
大

ち
明

たこ　　 文　を
静i　　 を 椚

け
る

を　 il 富
根　　 わ　 ’

カ 霹　　 す 碧
空 書 芸　 呈

‘＝系
吉 輿 元　 一

l
ヂi圭 喜 l l　 か

∴ ？ ‡

五
七
至

12



も
ち
ろ
ん
、
両
物
語
は
分
星
的
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
が
、
前
半
に
お
い
て
、
実
力
者

の
父
親
や
中
宮
の
き
ょ
う
だ
い
の
存
在
、
才
能
の
用
宗
さ
、
容
姿
仙
刷
規
と
い
っ
た
要
素

を
付
加
し
た
当
代
随
一
の
黄
公
子
男
主
人
公
を
、
五
月
の
節
句
前
1
1
ユ
後
の
風
物
や
管
弦
の

会
の
中
で
描
き
出
し
、
後
半
は
一
転
し
て
、
彼
が
岳
へ
の
不
如
意
な
恋
に
苦
悩
す
る
さ

ま
を
記
す
点
は
類
似
し
て
い
る
。
こ
こ
で
碓
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
物
語

歌
合
に
共
通
の
性
格
と
し
て
神
野
藤
氏
が
指
摘
さ
れ
た
項
目
の
一
つ
、
「
苗
的
人
物
類

（〓、

型
の
不
如
意
の
恋
の
姿
を
ゑ
が
く
作
品
が
多
か
つ
た
こ
と
」
で
あ
る
。
両
物
語
の
後
半

部
、
何
不
自
由
の
無
い
葉
公
子
が
官
に
接
近
す
る
も
の
の
、
彼
女
の
強
い
拒
否
の
姿
勢

の
前
に
成
す
術
も
な
く
引
き
下
が
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
ま
ま
な
ら
ぬ
恋
の
設
定
は
、

も
ち
ろ
ん
両
者
に
限
ら
ず
こ
の
時
代
の
物
語
に
広
く
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
内
容
だ
け

で
な
く
両
物
語
の
よ
う
に
構
成
の
面
で
も
類
似
す
る
の
は
、
や
は
り
注
目
す
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
両
者
の
顆
似
は
こ
の
古
…
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
物
語
の
叙
述
に
あ
た
っ
て
選

び
と
ら
れ
た
小
道
共
や
背
景
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
以
下
表
に
し
て

示
し
た
蓑
②
）
。

表
②
　
遠
板
準
え
ぬ
椛
小
柄
二
ニ
‥
』
と
『
狭
衣
物
逆
巻
一
に
お
い
て
川
い
ら
れ
た

小
道
基
や
鷺
星
の
一
致

織 半
す 感

ll可　 や
と　の 五

る 東
を

す 時 月
る　勅 J i．

神
泉

を　 rl
曹 前

と 景 子皇

るl地 ： b　a
’さ．
へ l
1川：
れ ：

に J、琴　「
－な　 、萬

j放　り　m 蒲
l∫　＝いン」．

i圭
蜘ト
培
土

晶 ； セ　 日と丁　を
た　 e敢 ′ト

山
†蝕る． ま 11 い）通

ふ　ど敵 典
。′ l

ll 担

l＿
も

旨：E E 三三

納 H lて　て
上：’用

不
亨

は
す

一．■lさし、
カ＝ペりる

柏

†町
′・

く：！ ll
四 本

く 九．つ
宕；亨

を帝

六 1 T
J L 典
l 文
閃 骨さ

思．
し

聖 藷

ここプ　る

七 会
Pq 熱
さ

らけI b　a
1 °　も
1 立

心　ち

‾つl′L
に　∫
思　 ’
ひ 脾：
納　さ．
れ

ど　誰け　い　「
も lニ　り　と　暮

挟
衣
物
芭

巻

云
i塵

拾 わ：
を　り・
聖 書：

ll
本
六
兆
文

人 頃
な　は
し　 、
。ホ
恋

一rも縞

三 雄 ザ
大

三 系
八
l
J L
七
ち

前
半
は
、
五
月
五
旦
削
後
の
時
期
を
北
見
机
と
し
て
物
語
が
展
開
し
、
時
節
柄
「
責
鯉

を
小
道
－
具
と
し
て
川
い
て
い
る
。
神
野
藤
氏
の
御
指
摘
に
、
「
開
催
期
日
を
血
‖
蕊
し
た

題
材
、
場
面
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
際
物
性
と
発
想
の
類
同
・
同
性
を
指
摘
で
き

（12）

る
こ
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
素
材
の
梗
川
が
み
ら
れ
る
の
は
、
何
も
『
逢
坂
越
え

ぬ
稚
中
納
言
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
両
者
と
も
、
帝
の
命
に
よ
り
宮
中

に
お
い
て
卓
抜
し
た
音
楽
の
才
を
披
錆
す
る
場
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
際
の
空
の
様
子
と

し
て
、
早
く
隠
れ
る
「
且
や
そ
の
「
且
に
か
わ
っ
て
輝
く
「
星
の
光
」
が
Ⅲ
‖
ざ

れ
て
い
る
。
「
星
」
は
こ
の
時
代
の
文
学
へ
の
登
場
が
稀
な
素
材
な
の
で
、
こ
の
一
致

に
は
い
く
ら
か
注
＝
首
払
う
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
不
如
意
な
恋
を
描
く
後
年
は
、
両

者
と
も
夏
の
盛
り
を
北
川
星
と
し
て
記
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
逢
坂
越
え
ぬ
椎
中
納
言
』
と
『
挟
衣
物
産
巻
一
の
顆
似
は
、
内

容
や
構
成
か
ら
岩
村
背
京
に
い
た
る
ま
で
広
く
及
ん
で
い
る
。
両
者
の
間
に
影
弊
関
係

の
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
指
摘
し
た
二
つ
の
物
誹
の
関
わ
り
は
、
副
詞
「
げ
に
」
を
冠
し
た
表
現
が
、

『
逢
坂
越
え
ぬ
稚
中
－
納
言
』
の
影
隼
下
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
の
一
つ
の
証
左
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
て
、
こ
の
「
げ
に
」
が
、
『
逢
坂
越
え
ぬ
植
中
納
八
二
‥
』
の
表
現

へ
の
同
意
共
感
を
．
小
す
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
共
感
す
る
お
体
は
第
一
義
的
に
は
狭
衣

中
将
だ
が
、
そ
の
奥
に
作
煮
日
詰
の
面
形
を
み
る
の
は
難
し
く
な
い
。
「
い
か
ば
か
り
」

は
、
共
感
に
驚
き
の
思
い
を
添
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
傍
線
部
は
、
先
に
検
討

し
た
「
月
の
郡
」
の
例
と
同
様
、
単
な
る
先
行
作
品
へ
の
同
普
た
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ

こ
に
は
感
嘆
の
気
持
ち
も
強
く
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
（
深
く
遠
い
）
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「
こ
ひ
ぢ
（
小
泥
・
恋
堕
」
は
、
不
如
意
な
恋
に
苦
悩
す
る
狭
衣
中
将
の
造
里
と
㍍

密
に
間
わ
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
と
も
二
∴
＝
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
表
現
の
奥
に
作
者
の
顔
が
覗
く
趣
を
持
つ
物
一
一
台
が
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
物
語
の
構
造
上
重
要
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
作
品
成
立
に
関
す
る
作
者

の
側
の
特
別
な
雨
情
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ニ

そ
こ
で
次
に
、
以
上
二
つ
の
「
げ
に
」
を
め
ぐ
る
引
川
表
現
を
物
語
史
の
中
で
相
対

化
し
、
そ
の
特
殊
性
の
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
。

平
安
時
代
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
物
語
に
お
け
る
「
げ
に
」
の
梗
川
状
況
を
調
査

し
、
表
に
し
て
み
た
（
表
③
）
。

衣
③
　
物
語
に
お
け
る
「
げ
に
」
〈
貸
元
の
先
行
作
品
を
ふ
ま
え
た
「
げ
に
」
／
「
げ
に
」

総
数
一

下
が
「
げ
に
」
の
総
顆
」
二
が
特
定
の
井
仕
作
品
を
ふ
ま
え
た
「
げ
に
」
の
数
で
あ
る
。

引
歌
が
あ
り
そ
う
だ
が
人
っ
の
と
こ
ろ
未
詳
の
場
合
も
、
数
値
に
合
め
た
。
な
お
、
先
行

作
品
を
ふ
ま
え
て
い
る
か
ど
う
か
の
認
定
は
現
行
注
釈
判
埜
J
参
考
に
し
た
が
、
私
の

判
断
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
若
十
の
誤
差
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
、
お

か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
源
氏
物
遺
目
前
の
物
語
に
は
位
正
の
先
行
作
品
を
ふ
ま

え
た
「
げ
に
」
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
両
氏
物
語
』
で
は
十
三
例
確
認
で
き
る
。

覇
氏
物
産
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
引
歌
の
技
法
が
絆
立
す
る
現
象
と
軌
を
一
に
す

る
だ
ろ
う
。
後
期
物
㍍
で
は
、
『
夜
の
寝
謹
・
『
浜
松
中
納
．
一
こ
抽
選
が
二
個
、
『
狭

衣
物
逆
が
十
三
例
で
、
『
狭
衣
物
逆
の
川
例
数
の
多
さ
が
日
を
引
く
。
『
扶
衣
物
蓮

は
『
源
氏
物
逆
と
同
数
な
の
で
、
作
品
全
体
の
分
．
最
か
ら
い
く
と
最
的
に
群
を
抜
い

て
い
る
。
こ
う
い
う
「
げ
に
」
は
『
狭
衣
物
逆
に
特
級
的
な
表
現
で
あ
る
と
一
イ
‥
え
よ
う
。

人
達
は
、
実
際
の
川
例
を
み
て
み
る
。
ま
ず
、
＝
出
初
に
川
例
の
現
れ
る
両
氏
物
蓮

か
ら
検
討
し
よ
っ
。

須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
の
中
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録
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／
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4
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人

た
il
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納
J
H
‥
の
、
開
l
吹
き
越
ゆ
る
と
二
二
＝
ひ
け
ん
浦
波
、
夜
々
は

い
と
近
く
間
こ
え

て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
、
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
。

（
顧
氏
物
試
巴
須
磨
巻
・
二
、
一
九
〇
貢
）

傍
線
部
「
閃
吹
き
越
ゆ
る
～
浦
匹
は
、

た
び
人
は
た
も
と
す
ず
し
く
な
り
に
け
I
I

※
附
戟
説
話
の
中
に
あ
り
。

た
び
人
は
た
も
と
す
ず
し
く
な
り
に
け
り
せ
き
ふ
き
こ
ゆ
る
す
ま
の
う
ら
か
ぜ

（
『
続
ホ
今
和
歌
集
』
巻
十
・
据
旅
歌
・
八
六
八
「
つ
の
く
に
の
す
ま
と
い
ふ
所

に
は
べ
り
け
る
と
き
、
よ
み
侍
り
け
る
・
中
的
∵
＝
行
平
」
）



を
ふ
ま
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
行
平
歌
の
「
う
ら
か
ぜ
」
が
、
『
源
氏
物
産
で
は

「
浦
波
」
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
行
作
品
の
発
想
へ
の
同
意
を
示
す
「
げ
に
」

の
匪
前
に
は
「
浦
明
夜
々
は
」
と
あ
り
、
単
に
行
年
歌
の
世
界
の
み
を
北
‖
後
に
た
た

（
1
1
J
）

え
た
表
現
で
あ
る
と
も
八
つ
‖
い
き
れ
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
「
夜
々
は
」
と
い
う
譜

は
、
「
波
」
の
「
寄
る
〈
」
も
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
鞋
肌
の

「
浦
波
」
か
ら
自
然
と
引
き
出
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
例

え
ば
、

逆
は
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
ホ
す
の
で
、
こ
こ
で
は
『
夜
の
寝
光
』
の
方
の
み
を
と
り

あ
げ
る
。「岡田、

入
り
ぬ
る
磯
の
草
よ
り
も
恋
ふ
ら
く
お
ぼ
え
て
年
ご
ろ
を
過
し
L
に
、

い
か
で
か
う
、
い
づ
れ
の
程
に
繁
り
し
松
の
末
々
に
か
」
と
、
い
み
じ
う
あ
は
れ

に
う
ち
洗
か
れ
た
ま
ひ
て
、

（‖）

（
『
夜
の
寝
逆
巻
五
・
五
〇
九
室

傍
線
部
は
、

住
吉
の
け
の
r
」
泊
よ
る
よ
る
は
あ
ま
の
よ
そ
め
に
見
る
ぞ
悲
し
さ
（
『
後
撰
和
歌

集
』
巻
九
・
恋
二
五
ハ
一
屈
し
ら
ず
・
よ
み
人
も
」
）

と
い
っ
た
歌
に
み
ら
れ
る
「
泊
よ
る
よ
る
は
」
と
い
う
一
言
い
回
し
を
本
荘
に
お
い
た
表

現
と
も
言
え
よ
う
。
当
該
箇
所
が
、
特
に
こ
の
『
後
挟
和
歌
集
』
五
六
一
番
歌
を
意
識

し
た
も
の
な
ら
、
下
の
句
の
「
あ
ま
の
よ
そ
め
に
見
る
ぞ
悲
し
き
」
か
ら
う
か
が
え
る
、

恋
人
に
逢
え
ぬ
さ
び
し
さ
を
か
た
ど
っ
た
歌
の
趣
向
と
、
恋
し
い
人
た
ち
の
住
む
京
を

縮
れ
ひ
と
り
須
磨
の
浦
に
た
た
ず
む
源
氏
の
姿
と
は
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
重
層
的
な

引
川
が
展
間
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
か
。
そ
こ
ま
で
引
川
の
深
層
を
読
み
と
ら
な

い
と
し
て
も
、
と
も
か
く
こ
の
表
現
は
、
須
磨
の
風
景
に
中
納
言
行
平
の
著
名
な
古
歌

を
思
い
起
こ
し
共
感
℃
た
も
の
と
言
え
る
。
ハ
歌
（
古
典
）
の
導
入
に
よ
り
、
光
源
氏

と
行
年
の
姿
を
重
ね
、
作
品
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
を
抑
持
し
て
い
る
。
両
氏

物
産
の
表
現
の
場
人
目
、
古
典
へ
の
共
感
を
際
立
た
せ
る
こ
と
な
く
、
引
川
と
物
語
の

叙
述
と
が
溶
け
合
っ
た
美
文
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
後
期
の
物
語
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
『
夜
の
寝
兇
』
と
『
浜
松
中
的
チ
‥
物

L
は
み
て
は
入
り
ぬ
る
い
そ
の
草
な
れ
や
見
ら
く
す
く
な
く
こ
ふ
ら
く
の
お
ほ
き

（
『
橙
剋
和
歌
集
』
巻
十
五
・
恋
五
・
九
∴
ハ
七
「
題
し
ら
ず
・
坂
上
郎
女
」
）

を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
「
げ
に
～
よ
り
も
～
お
ぼ
え
て
」
と
あ
り
、
恋
し
く
思
う

程
度
の
甚
し
さ
を
述
べ
る
た
め
に
、
比
較
の
対
象
と
し
て
H
歌
－
－
か
な
り
憤
川
的
な

物
l
一
言
い
に
な
っ
て
は
い
る
が
I
が
活
川
さ
れ
た
。
『
夜
の
寝
逆
の
場
人
目
、
登
場
人

物
の
心
情
や
思
い
の
強
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
古
典
が
引
川
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

引
川
は
、
あ
く
ま
で
叙
述
の
中
核
と
な
る
人
物
の
心
を
述
べ
る
際
に
補
助
的
に
川
い
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
の
心
理
を
ひ
た
す
ら
追
求
し
た
『
夜
の
寝
光
』
の
物
語
と
し

て
の
特
質
と
、
一
脈
通
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
度
は
、
『
狭
衣
物
逆
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
『
狭
衣
物
産
に
は
、
本
稿
で
と
り

あ
げ
た
二
個
以
外
、
特
に
共
感
が
強
調
さ
れ
た
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。
引
川
の
態
度

は
、
ど
ち
ら
か
と
六
。
＝
う
と
『
源
氏
物
逆
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
引
川
の
対
象
は
、
．
古

歌
か
ら
近
い
時
代
の
歌
や
先
行
の
物
㍍
中
の
和
歌
ま
で
、
腑
広
く
多
彩
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
間
題
の
二
例
以
外
に
同
時
代
人
の
歌
を
ふ
ま
え
た
と
お
ぼ
し
き
表
現
が
あ
っ
た
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の
で
、
参
考
ま
で
に
引
用
し
た
。

「
我
ゆ
へ
、
つ
い
に
か
く
な
り
拾
ぬ
る
に
、
片
時
に
て
も
長
ら
へ
て
、
ひ
と
り
惑

ひ
拾
ふ
ら
ん
途
の
行
方
も
、
知
ら
ず
顔
な
ら
ん
は
、
悲
し
う
、
い
み
じ
か
る
べ
き
」

に
、
お
ぼ
し
化
仙
る
れ
ど
、
団
、

ぬ
る
に
も
、
後
れ
聞
え
捨
て
、

憂
き
に
構
へ
た
る
御
身
に
や
、
燻
と
な
り
拾

（
『
挟
衣
物
兢
巴
巻
一
丁
一
六
一
～
一
六
二
憂

傍
線
部
の
表
現
は
、

お
も
ひ
い
で
て
た
れ
を
か
人
の
た
づ
ね
ま
し
う
き
に
た
へ
た
る
命
な
ら
ず
は

（
〒
載
和
歌
集
』
巻
十
四
・
恋
歌
四
・
八
四
三
「
ひ
さ
し
く
ま
う
で
こ
ざ
リ
け

る
人
の
、
お
と
づ
れ
た
り
け
る
返
事
に
つ
か
は
し
け
る
・
小
式
部
」
）

，h－

を
ふ
ま
え
て
い
る
。
こ
の
歌
の
作
者
は
、
小
式
部
な
る
人
物
で
あ
る
。
『
和
歌
大
辞
盟

や
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
千
減
和
歌
集
』
の
人
名
裏
引
が
記
す
よ
う
に
、
彼
女
が

『
逢
坂
準
え
ぬ
抽
中
納
二
邑
作
者
の
小
式
部
と
同
一
人
物
で
あ
る
な
ら
、
小
式
部
の
作

品
を
ふ
ま
え
た
表
現
が
先
の
「
こ
ひ
ぢ
」
の
例
以
外
に
も
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
こ
の
歌
は
小
式
部
作
の
物
語
中
の
歌
で
あ
り
、
そ
れ
が
俊
戌
に
よ
っ
て
『
千
載

和
歌
集
』
に
と
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
三
角
洋
一
氏
が
指
摘
さ
れ
て

（16）
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
例
も
同
時
代
の
物
語
か
ら
の
引
川
と
し
て
、
先
に
検
討

し
た
二
例
に
加
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
挟
衣
物
逆
の
場
八
日
、
「
げ

に
」
を
冠
す
る
引
用
の
多
さ
か
ら
、
物
語
内
部
の
状
況
と
先
行
す
る
文
学
的
発
想
と
を

結
び
付
け
る
技
法
が
盛
ん
で
あ
る
と
言
え
る
。
『
夜
の
寝
蓮
と
は
対
照
的
に
、
『
狭
衣

物
逆
は
外
に
向
か
っ
て
ひ
ら
か
れ
た
物
語
と
で
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
た
上
で
『
挟
衣
物
逆
の
は
じ
め
に
掲
げ
た
二
個
を
み
る
な

ら
、
次
の
よ
う
に
相
対
化
で
き
る
。
ま
ず
、
引
川
の
対
象
に
つ
い
て
。
他
の
物
語
や

『
狭
衣
物
逆
の
他
の
的
所
が
、
概
ね
い
わ
ゆ
る
H
典
及
び
前
代
の
和
歌
を
引
川
し
て

（17）

い
る
の
に
対
し
、
こ
の
二
例
は
同
時
代
の
物
語
か
ら
引
川
し
て
い
る
。
他
の
例
が
共
感

を
際
立
た
せ
る
こ
と
な
く
引
川
と
物
語
の
叙
述
と
が
溶
け
合
っ
た
表
現
で
あ
る
の
に
対

し
、
当
該
例
は
よ
り
強
烈
に
共
感
が
表
出
さ
れ
る
物
∵
＝
い
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

一
節
を
そ
の
ま
ま
引
く
の
で
は
な
く
、
「
い
か
で
か
～
驚
か
ざ
ら
ん
」
と
か
「
い
か
ば

か
り
～
」
の
よ
う
に
引
川
の
か
た
ち
が
い
く
ら
か
複
雑
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
現
象
の
生
じ
た
北
〓
粟
と
し
て
、
『
狭
衣
物
逆
が
う
み
だ
さ
れ
た
場
に
M
を
向

け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

『
狭
衣
物
逆
の
作
煮
‖
吾
と
扇
へ
だ
つ
る
』
の
作
者
女
別
当
『
逢
坂
準
え
ぬ

権
中
納
言
』
の
作
者
小
式
部
は
、
同
一
サ
ロ
ン
文
化
圏
に
属
し
て
い
た
。
問
題
の
天
章

三
年
物
語
歌
会
で
は
、
『
霞
へ
だ
つ
る
』
を
提
出
し
た
女
別
当
と
『
玉
藻
に
遊
ぶ
』
を

提
出
し
た
㌫
旨
が
、
一
番
の
左
机
と
し
て
番
え
ら
れ
て
い
る
。

か
す
み
へ
だ
つ
る
な
か
つ
か
さ
の
み
や
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女
べ
た
う

三
こ
の
へ
に
い
と
ど
か
す
み
は
へ
だ
て
つ
つ
山
の
ふ
も
と
は
春
め
き
に
け
り

た
ま
も
に
あ
そ
ぶ
稚
大
納
言



∴
∵
「
－

こ
あ
り
あ
け
の
月
ま
つ
さ
と
は
あ
り
ゃ
と
て
う
き
う
き
て
も
そ
ら
に
い
で
に
け
る
か

な

（
『
六
条
斎
院
操
子
内
親
王
物
語
歌
人
‖
天
喜
二
年
）
』
）

ま
た
、
こ
れ
は
年
次
不
詳
な
の
だ
が
、
花
子
内
規
圭
氷
歌
人
‖
（
室
』
で
は
、
一
番
の

右
に
小
式
部
、
二
番
の
左
に
宣
旨
が
顔
を
揃
え
て
い
る
。

一
番
　
邪
公
暁
声
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
務

一
ほ
と
と
ぎ
す
ま
ち
あ
か
し
た
る
し
の
の
め
に
鳴
く
一
こ
ゑ
は
み
に
ぞ
し
み
け
る

右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
式
部

二
郭
公
い
か
な
る
班
に
た
び
ね
し
て
ま
だ
し
の
の
め
に
鳴
き
て
す
ぐ
ら
ん

二
番
　
ひ
る
の
こ
ゑ
　
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍍
　
旨

三
ほ
と
と
ぎ
す
な
き
つ
る
空
を
詠
め
つ
つ
を
ち
の
山
か
け
か
た
ぶ
き
に
け
り

せ
た
本
文
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
他
大
勢
の
珊
薯
に
は
、
知
識
を
間
う
本
文
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
し
、
牲
走
の
読
者
つ
ま
り
引
川
し
た
物
語
の
作
者
に
対
し
て
は
、
一
純
の

（
接
拶
）
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
（
接
皆
と
は
、
特
定
の
相
手
に
対

し
て
個
別
の
方
法
で
言
わ
ば
エ
ー
ル
を
送
る
と
い
う
意
昧
で
あ
る
。
こ
の
制
作
享
受
の

場
で
は
、
感
想
の
や
り
と
り
の
中
か
ら
次
の
引
川
が
生
ま
れ
、
新
し
く
物
語
が
創
ら
れ

る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
物
語
生
成
の
様
態
を
う
つ
し
と
っ
た
本
文
と

し
て
、
「
げ
に
」
を
冠
し
た
二
つ
の
引
川
は
と
ら
え
ら
れ
き
っ
。

こ
の
よ
う
な
混
沌
と
し
た
物
語
生
成
享
受
の
場
の
反
映
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
文
学

の
爛
執
拗
の
一
特
徴
と
し
て
位
置
つ
け
う
る
の
で
は
な
い
か
と
l
t
1
号
の
で
あ
る
。

は
り
ま

四
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
る
ね
の
ゆ
め
の
心
ち
し
て
森
の
本
末
を
今
ぞ
す
ぐ
な
る

（
『
桂
子
肉
親
王
家
歌
合
（
夏
）
』
）

と
も
に
同
じ
行
事
に
出
席
し
た
彼
女
ら
の
間
に
、
何
ら
か
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑

い
が
な
い
だ
う
っ
。
ま
た
、
物
語
の
作
者
と
読
者
こ
は
容
易
に
か
わ
リ
う
る
立
場
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
場
で
物
語
が
制
作
‥
予
受
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
読
者
で
あ
る
と
同
時
に
文
学

の
生
産
者
で
も
あ
っ
た
人
々
が
集
い
享
受
す
る
場
で
は
、
感
想
・
批
評
を
合
む
様
々
な

交
歓
が
あ
っ
た
こ
と
は
州
篠
に
難
く
な
い
。
作
者
の
方
は
逆
に
、
そ
う
し
た
顔
の
み
え

る
読
者
の
反
応
を
汁
試
し
て
北
＝
く
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う

な
際
立
っ
た
強
い
共
感
の
表
出
は
、
作
者
ハ
‖
吾
の
作
品
享
受
の
生
の
感
想
が
顔
を
覗
か

〔注〕（
1
）
久
下
情
状
氏
「
『
狭
衣
物
逆
の
創
作
基
準
－
「
ハ
条
斎
院
物
語
歌
合
に
関
連

し
て
l
（
「
中
央
大
学
同
文
」
箪
一
〇
日
イ
二
九
七
七
年
三
月
）
。
の
ち
に
、

『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
　
狭
衣
浜
松
』
（
新
典
礼
研
究
世
祭
日
十
、
一
九
八
四

年
）
に
所
収
）
。
本
稿
に
お
け
る
引
川
は
、
後
者
に
拠
る
。

（
2
）
川
石
波
日
本
ホ
典
文
学
人
系
よ
り
引
川
。
以
下
、
『
狭
衣
物
逆
の
引
川
は
同
士
‥

に
拠
る
。

（
3
）
荻
谷
正
　
平
安
納
歌
合
大
成
』
川
（
赤
堤
居
私
家
頻
一
九
l
L
ハ
〇
年
）

（
4
）
久
下
巧
前
掲
論
考

（
5
）
新
編
国
歌
大
観
よ
り
引
用
。
以
下
、
和
歌
の
引
川
は
す
べ
て
同
書
に
拠
る
。

（
6
こ
夜
の
寝
芝
に
も
、
主
人
公
中
の
着
の
表
情
ら
し
い
演
奏
に
天
人
が
舞
い
降
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リ
る
と
い
う
場
面
が
あ
り
、
天
人
の
こ
と
を
「
月
の
都
の
ひ
と
」
と
表
現
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
の
楽
器
は
軍
の
琴
、
繋
琶
等
で
あ
り
、
天
人
か
ら
の

伝
授
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
7
）
三
谷
栄
一
氏
銅
賞
平
安
判
物
語
‖
板
本
雅
弊
＝
2
『
狭
衣
物
語
（
下
）
』
宥
精
彗

一
九
八
六
空
よ
り
引
用
（
　
〉
内
は
、
刑
桟

（
8
）
た
だ
し
、
（
探
い
）
「
こ
ひ
ぢ
」
の
例
と
し
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
英
米
二
二
、

二
九
頁
）
に

浅
み
に
や
人
は
下
り
立
つ
わ
が
方
は
身
も
そ
ぼ
つ
ま
で
深
き
こ
ひ
ぢ
を

（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
よ
り
引
用
。
以
下
、
『
源
氏
物
蓮
の
引

用
は
同
書
に
拠
る
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。
ま
た
、
「
こ
ひ
ぢ
」
に
竿
え
る
「
あ
や
め
草
」
の
歌
も
見

え
る
が
、
間
題
に
し
た
要
素
を
全
て
満
た
し
て
い
る
の
は
、
『
逢
坂
準
え
ぬ
権

中
納
言
』
の
み
で
あ
る
。

（
9
）
小
学
館
日
本
ホ
典
文
学
全
集
よ
り
引
川
。
以
下
、
『
逢
坂
準
え
ぬ
椎
中
約
一
亘

の
引
川
は
同
許
に
拠
る
。
（
　
）
内
は
、
私
叛

（
1
0
）
神
野
藤
昭
夫
氏
「
六
条
斎
院
家
物
語
人
目
考
－
一
物
語
史
の
動
向
を
考
へ
る
l

（
「
国
文
学
研
究
÷
第
五
四
集
（
一
九
七
囲
年
十
月
）
。
の
ち
に
、
口
本
文
学
研

究
黄
整
弊
日
置
女
別
物
語
間
』
宥
精
華
一
九
七
九
年
）
に
所
収
）

（
1
1
）
神
野
藤
氏
、
前
掲
論
考

（
1
2
）
神
野
藤
氏
、
前
拙
論
茎

（
1
3
）
平
些
ハ
年
度
中
古
文
ル
本
萩
要
人
会
に
お
い
て
、
同
題
で
目
頭
発
表
し
た
際
、

三
角
洋
一
氏
よ
り
、
「
げ
に
」
の
塵
削
の
丁
浦
波
、
夜
々
は
」
も
含
め
た
上

で
引
歌
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
と
の
御
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
、
芸
小

し
た
結
果
を
こ
こ
に
記
し
た
。
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
1
4
）
小
学
館
日
本
㌫
典
文
学
全
集
よ
り
引
用

（
投
明
払
星
院
、
一
九
八
六
年
。

（
1
6
）
三
角
洋
一
氏
「
罰
や
こ
の
中
』
と
二
条
太
白
H
人
位
〓
式
部
」
（
紫
式
部
学
会
扁

『
源
氏
物
語
及
び
以
後
の
物
語
　
研
究
と
資
料
』
⊥
代
文
学
論
溝
第
七
机

－
　
（
武
蔵
野
北
‖
顆
一
九
七
九
年
）
所
収
）

（
1
7
）
後
で
検
討
し
た
小
式
部
歌
を
ふ
享
え
た
筒
所
も
加
え
る
と
す
る
と
、
同
時
代
の

物
語
か
ら
引
川
し
て
い
る
の
は
、
三
例
と
な
る
。

〔付記〕小
論
は
、
平
些
ハ
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
い
て
同
題
で
口
頭
発
表
し
た

内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
及
び
発
表
後
光
重
な
御
助
㌫
を
賜
っ
た
諸

先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
位
藤
邦
生
先
生
、
妹

尾
好
信
先
生
に
は
暖
か
い
御
指
導
を
賜
っ
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
文
中
引
川
文
に
付
し
た
傍
線
の
類
は
、
す
べ
て
引
川
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ー
　
い
の
う
え
・
し
ん
こ
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
r
l
H
　
－
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