
『
花
桜
折
る
少
将
』
　
の
語
り
と
引
用

－
　
物
語
に
み
る
（
幻
想
）
　
－

は
じ
め
に

『
花
桜
折
る
少
将
』
の
冒
頭
は
、
「
月
に
は
か
ら
れ
て
」
夜
深
く
女
の
許
か

ら
帰
途
に
つ
い
た
主
人
公
の
点
描
で
幕
を
あ
け
、
以
下
彼
が
昔
愛
し
た
女
の
回

想
、
未
来
の
恋
人
の
発
見
へ
と
続
く
。
三
谷
邦
明
氏
は
、
こ
の
冒
頭
表
現
に
つ

ナ

タ

ス

ト

い
て
、
「
（
過
去
）
（
現
在
）
（
未
来
）
の
八
色
好
み
）
と
し
て
、
こ
の
本
文
で
は

構
造
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
「
後
の
物
語
展
開
に
不
可
欠
な

（
－
こ

布
石
」
と
説
い
た
。
こ
う
し
た
説
明
は
、
様
々
な
引
用
か
ら
な
る
こ
の
物
語
の

冒
頭
部
分
の
機
能
を
的
確
に
評
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
彼
と
の

恋
愛
に
よ
っ
て
不
幸
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
将
来
な
る
で
あ
ろ
う
女
た
ち
が
続

け
て
記
さ
れ
た
こ
と
を
、
物
語
全
体
、
特
に
物
語
の
結
末
部
分
と
の
関
連
に
お

い
て
十
分
に
解
き
明
か
し
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
八
色

好
み
）
と
の
み
と
ら
え
る
だ
け
で
は
、
こ
う
し
た
女
た
ち
の
記
述
の
物
語
中
で

井

　

上

　

新

　

子

の
意
味
づ
け
が
十
全
に
行
わ
れ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
一
編
の
語
り
の
視
点
の
変
容
を
考
慮
し
っ
つ
、
引
用
の
紡
ぎ
出
一

す
も
の
を
再
検
討
し
、
結
末
部
に
つ
な
が
る
物
語
冒
頭
部
・
中
間
部
の
新
た
な
　
1
7

読

窮

を

試

み

て

み

た

い

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

一
　
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
語
り

物
語
は
、
夜
明
け
か
と
見
紛
う
明
る
い
月
に
騙
さ
れ
て
常
よ
り
も
早
く
恋
人

宅
を
後
に
し
た
男
主
人
公
の
描
写
で
は
じ
ま
る
。

月
に
は
か
ら
れ
て
、
夜
深
く
起
き
に
け
る
も
、
思
ふ
ら
む
と
こ
ろ
い
と
は

し
け
れ
ど
、
た
ち
帰
ら
む
も
遠
き
ほ
ど
な
れ
は
、
や
う
や
う
ゆ
く
に
、
中

家
な
ど
に
例
お
と
な
ふ
も
の
も
聞
え
ず
、
く
ま
な
き
月
に
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
の
花
の
木
ど
も
も
、
ひ
と
へ
に
ま
が
ひ
ね
べ
く
霞
み
た
り
。

（3）

（
四
二
五
頁
）



主
格
が
明
示
さ
れ
ず
、
敬
語
も
欠
如
し
て
い
る
。
男
主
人
公
の
心
内
語
と
い
っ

た
趣
き
の
あ
る
語
り
で
あ
る
。
続
く
場
面
。

い
ま
少
し
、
過
ぎ
で
副
笥
っ
引
と
こ
ろ
よ
り
も
、
お
も
し
ろ
く
、
過
ぎ
が
た

き
心
地
し
て
、
（
中
略
）
築
地
の
く
づ
九
よ
り
、
白
き
も
の
の
、
い
た
う

咳
き
つ
つ
出
づ
励
引
が
　
（
中
略
）
　
「
そ
の
御
方
は
、
こ
こ
に
も
お
は
し
ま

さ
ず
。
な
に
と
か
い
ふ
と
こ
ろ
に
な
む
住
ま
せ
た
ま
ふ
」
と
l
昭
利
つ
れ
ば
、

「
あ
は
れ
の
こ
と
や
。
尼
な
ど
に
や
な
り
た
る
ら
む
」
　
と
、
う
し
ろ
め
た

く
て
、
「
か
の
み
つ
と
を
に
あ
は
じ
ゃ
」
な
ど
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
l
鋤
吋
剖
刃

ほ
ど
に
、
妻
戸
を
や
は
ら
か
い
放
つ
音
す
蘭
引
α

（
四
二
五
～
四
二
六
頁
）

（4）

前
場
面
と
同
様
、
男
主
人
公
の
視
点
で
物
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
視
線
と
語
り

手
の
そ
れ
と
が
重
な
る
叙
述
で
あ
る
。
「
め
り
」
　
「
な
り
」
等
の
使
用
は
、
読

み
手
が
男
主
人
公
と
と
も
に
立
ち
止
ま
り
覗
い
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
さ

せ
る
。
こ
こ
に
到
っ
て
は
じ
め
て
「
聞
え
」
　
「
の
た
ま
ふ
」
　
と
い
う
敬
語
が
使

用
さ
れ
、
彼
を
外
側
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
語
り
に
転
じ
る
。
し
か
し
次
の

瞬
間
、
ま
た
語
り
手
は
男
主
人
公
の
視
線
と
同
化
し
て
し
ま
う
。

を
の
こ
ど
も
少
し
や
り
て
、
透
垣
の
つ
ら
な
る
群
す
す
き
の
繁
き
下
に
隠

れ
て
威
州
噂
　
（
中
略
）
よ
き
は
ど
な
る
童
の
、
や
う
だ
い
を
か
し
げ
な

ふ
に
、
や
う
や
う
明
く
れ
は
、
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。

（
四
二
六
～
四
二
七
頁
）

彼
の
視
線
に
よ
っ
て
世
界
が
発
見
さ
れ
て
ゆ
く
さ
ま
は
、
「
に
ゃ
あ
ら
む
」

「
べ
し
」
と
い
う
語
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
面
の
最

T
ヱ

後
に
、
再
び
男
主
人
公
は
敬
語
の
使
用
に
よ
っ
て
客
体
化
さ
れ
る
。
男
主
人
公

が
桜
の
屋
敷
の
姫
君
を
発
見
す
る
ま
で
の
冒
頭
部
分
は
、
彼
の
視
線
に
よ
っ
て

と
ら
え
ら
れ
た
世
界
あ
る
い
は
彼
の
主
観
に
映
じ
た
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

そ
の
語
り
が
証
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

物
語
中
間
部
は
、
男
主
人
公
の
日
常
が
記
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
冒
頭
部
分

と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
彼
の
行
動
に
終
始
敬
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
　
一

日
さ
し
あ
が
る
ほ
ど
に
起
女
㍉
村
割
叫
て
、
昨
夜
の
と
こ
ろ
に
文
書
曳
山
叫
剖
　
1
8

刃

　

（

略

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

四

二

七

頁

）

－

彼
を
客
体
化
し
た
語
り
で
あ
る
。
以
下
、
和
歌
や
音
楽
を
題
材
と
し
な
が
ら
彼

を
取
り
巻
く
人
々
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
、
彼
の
煩
稀
な
安
公
子
ぶ
り
が
記
さ

れ
る
。
彼
を
訪
ね
て
き
た
「
源
中
将
」
と
「
兵
衛
佐
」
　
の
発
言
や
、
次
に
引
用

し
た
琵
琶
演
奏
場
面
、

（
前
略
）
御
簾
巻
き
上
げ
て
な
が
め
出
で
た
ま
ひ
つ
る
御
か
た
ち
、
同
叫

る
、
い
た
う
萎
え
す
ぎ
て
、
宿
直
姿
な
る
、
蘇
芳
に
や
あ
ら
む
、
（
中
略
）

し
ぼ
ー
励
珂
呵
　
（
中
略
）
あ
り
つ
る
童
は
と
ま
る
な
ス
ぷ
っ
U
。
（
中
略
）

「
こ
れ
ぞ
主
な
る
ら
む
」
し
勃
利
を
、
よ
ノ
く
血
叫
吋
　
（
中
略
）
と
思

む
か
た
な
く
光
り
み
ち
て
、
花
の
に
は
ひ
も
、
む
げ
に
け
お
さ
る
る
心
地

州
習
琵
琶
を
黄
鐘
調
に
し
ら
べ
て
、
い
と
の
ど
や
か
に
、
を
か
し
く

弾
き
た
ま
ふ
御
手
つ
き
な
ど
、
「
限
り
な
き
女
も
、
か
く
は
え
あ
ら
じ
」

と
見
ゆ
。

（
四
二
九
頁
）



が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
を
対
象
化
す
る
語
り
は
、
こ
の
一
連
の
場
面
に
即
応
し
て

選
び
取
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

結
び
の
、
男
主
人
公
が
姫
君
と
間
違
え
て
老
尼
君
を
盗
み
出
す
場
面
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
場
面
に
比
し
て
、
よ
り
男
主
人
公
が
突
き
放
し
た
体
で
記
さ
れ
、

ま
た
語
り
手
の
作
中
世
界
へ
の
介
入
の
度
合
い
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
語
り

手
は
、
女
童
が
男
主
人
公
を
姫
君
の
寝
所
へ
導
く
決
心
を
し
た
際
に
、
「
若
き

人
の
思
ひ
や
り
少
な
き
に
や
」
と
感
想
を
漏
ら
し
、
ま
た
、
彼
の
失
敗
に
つ
い

て
は
「
そ
の
後
い
か
が
。
を
こ
が
ま
し
う
こ
そ
。
御
か
た
ち
は
限
り
な
か
り
け

れ
ど
。
」
と
椰
稔
と
も
と
れ
る
評
を
吐
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
男
主
人
公
の
行

動
を
記
す
際
に
は
、

み
つ
す
ゑ
が
車
に
て
お
は
し
ぬ
。
花
は
、
け
し
き
見
あ
り
き
て
、
入
れ
た

て
ま
つ
り
つ
。
火
は
物
の
後
へ
取
り
や
り
た
れ
は
、
ほ
の
か
な
る
に
、
母

屋
に
い
と
小
さ
や
か
に
て
う
ち
臥
し
た
ま
ひ
つ
る
を
、
か
き
抱
き
て
乗
せ

た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
串
を
急
ぎ
て
や
る
に
、

（
四
三
〇
～
四
三
二
只
）

以
上
の
よ
う
に
敬
語
を
用
い
て
客
体
化
し
て
い
る
も
の
の
、
彼
の
視
線
に
沿
っ

た
叙
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
語
り
は
彼
の
失
敗
を
後
で
種
明
か
し
し

読
み
手
あ
る
い
は
聞
き
手
に
驚
き
と
笑
い
を
も
た
ら
す
物
語
の
結
構
に
有
効
に

寄
与
し
て
い
る
。

以
上
確
認
し
た
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
語
り
の
特
性
を
ふ
ま
え
て
、
問
題
の

物
語
冒
頭
部
の
引
用
を
み
て
み
よ
う
。

二
　
第
一
の
女

は
じ
め
に
、
物
語
は
男
主
人
公
の
普
段
よ
り
も
早
い
恋
人
宅
か
ら
の
辞
去
を

（6）

記
し
た
。
は
や
く
岡
一
男
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
主
人
公
が
（
現

在
の
女
）
　
へ
抱
い
た
無
意
識
の
倦
怠
感
の
投
影
だ
と
言
え
る
。
こ
の
（
現
在
の

女
）
　
へ
の
熱
情
の
喪
失
と
、
続
く
新
し
い
女
と
の
出
会
い
は
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
情
景
描
写
「
中
家
な
ど
に
例
お
と
な
ふ
も

の
も
聞
え
ず
」
と
「
く
ま
な
き
月
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
花
の
木
ど
も
も
、
ひ

と
へ
に
ま
が
ひ
ぬ
べ
く
霞
み
た
り
」
　
で
あ
る
。

ま
ず
、
後
者
か
ら
み
て
み
る
。
こ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
の
以
下
の

情
景
と
の
類
似
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

明
け
ぬ
九
は
、
夜
探
う
出
で
た
ま
ふ
に
、
有
明
の
月
い
と
を
か
し
。
花
の

木
ど
も
や
う
や
う
盛
り
過
ぎ
て
、
わ
づ
か
な
る
木
蔭
の
い
と
白
き
庭
に
、

薄
く
霧
り
わ
た
り
た
る
、
そ
こ
は
か
と
な
く
霞
み
あ
ひ
て
、
秋
の
夜
の
あ（7）

は
れ
に
多
く
た
ち
ま
さ
れ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
、
一
五
九
頁
）

須
磨
へ
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
左
大
臣
邸
の
人
々
と
別
れ
を
惜
し
ん
だ
際

に
、
と
り
わ
け
召
人
で
あ
っ
た
中
納
言
の
君
と
睦
ま
じ
い
語
ら
い
を
し
た
翌
朝

の
源
氏
出
立
の
場
面
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
が
発
見
し
た
美
で
あ
り
、
恋
人

た
ち
の
せ
つ
な
い
別
れ
を
演
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。
避
け
え
な
い
事
情
に
よ

る
い
と
し
い
者
と
の
別
離
が
描
か
れ
た
『
源
氏
物
語
』
に
対
し
て
、
『
花
桜
折

る
少
将
』
の
そ
れ
は
愛
情
の
冷
め
か
け
た
女
の
許
か
ら
の
朝
帰
り
で
あ
っ
た
。
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次
に
、
前
者
を
検
討
し
よ
う
。
語
注
に
引
か
れ
て
い
る
通
り
、
こ
れ
は
『
源

氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
「
げ
に
い
と
小
劇
が
ち
に
」
等
の
表
現
に
代
表
さ
れ
る
夕

蕨
の
宿
の
描
写
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
。
普
段
耳
慣
れ
た
「
あ
や
し
き
煩
の

（8）

男
の
戸
々
」
　
「
唐
臼
の
音
」
　
「
砧
の
音
」
等
の
「
例
お
と
な
ふ
も
の
」
も
、
今

日
は
聞
こ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
共
に
一
夜
を
過
ご
し
た
男
君
と
女
君

の
明
け
方
を
照
ら
し
出
す
情
景
で
あ
る
。
こ
う
し
た
引
用
に
よ
っ
て
、
色
好
み

と
し
て
の
男
主
人
公
が
造
型
さ
れ
て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
で
、
夕
顔
巻
と
『
花
桜
折
る
少
将
』
と
の
間
に
は
、
こ
の
「
中
家
」

（9】

の
情
景
以
外
に
も
共
通
点
が
み
い
だ
せ
る
。
両
者
と
も
、
男
の
情
熱
の
や
や
冷

め
か
け
た
女
の
記
述
か
ら
は
じ
ま
り
、
男
が
ふ
と
通
り
か
か
り
魅
せ
ら
れ
た
花
が
、

彼
を
新
し
い
女
と
の
出
会
い
へ
と
導
く
と
い
う
骨
組
み
を
持
つ
。
夕
顔
巻
冒
頭
は
、

と
語
り
起
こ
さ
れ
る
。
同
巻
の
後
文
に
、

六
条
わ
た
り
に
も
い
か
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
ら
ん
、
恨
み
ら
れ
ん
に
苦
し

う
こ
と
わ
り
な
り
と
、
い
と
は
し
き
筋
は
ま
づ
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
何

心
も
な
き
さ
し
向
ひ
を
あ
は
れ
と
思
す
ま
ま
に
、
あ
ま
り
心
深
く
、
見
る

人
も
苦
し
き
御
あ
り
さ
ま
を
、
す
こ
し
取
り
捨
て
は
や
と
、
思
ひ
く
ら
ベ

六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
歩
き
の
こ
ろ
、
内
裏
よ
り
ま
か
で
た
ま
ふ
中
宿
に
、

大
弐
の
乳
母
の
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
て
、
尼
に
な
り
に
け
る
と
ぷ
ら
は
む
と

て
、
五
条
な
る
家
た
づ
ね
て
お
は
し
た
り
。
（
中
略
）
　
切
懸
だ
つ
物
に
、

い
と
青
や
か
な
る
苗
の
心
地
よ
げ
に
這
ひ
か
か
れ
る
に
、
到
相
そ
、
お

の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
。
（
中
略
）
　
さ
す
が
に
さ
れ
た
る
造

り
戸
口
に
、
黄
な
る
生
絹
の
単
袴
長
く
着
な
し
た
る
蘭
の
を
か
し
げ
な
る
、

出
で
来
て
う
ち
招
く
。
白
身
㍉
珂
の
い
た
う
こ
が
し
た
る
を
、
「
こ
れ
に
置

き
て
ま
ゐ
ら
せ
よ
、
枝
も
情
な
げ
な
め
る
花
を
」
　
と
て
、
取
ら
せ
た
れ
は
、

門
開
け
て
惟
光
朝
臣
出
で
来
た
る
し
て
奉
ら
す
。

（
二
　
二
〇
九
～
二
一
一
頁
）

ら
れ
た
ま
ひ
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
、
二
三
七
頁
）

と
あ
り
、
光
源
氏
が
六
条
御
息
所
を
「
い
と
は
し
き
筋
」
と
し
て
認
識
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
（
現
在
の
女
）
に
関
す
る

記
述
に
も
、
「
思
ふ
ら
む
と
こ
ろ
い
と
は
し
け
れ
ど
」
と
あ
っ
た
。
夕
疎
巻
で

光
源
氏
は
、
夕
顔
の
花
を
介
し
て
夕
顔
の
女
と
知
り
合
い
恋
に
落
ち
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
夕
原
の
花
を
扇
に
の
せ
て
手
渡
し
た
女
童
の
存
在
も
み
の
が
せ
な

い
。
『
花
桜
折
る
少
将
』
に
お
い
て
も
、
後
に
詳
し
く
触
れ
る
が
、
扇
を
手
に

し
た
女
童
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
夕
顔
巻
は
、
六
条
御
息
所
邸
に
お

け
る
「
朝
顔
」
を
中
心
と
し
た
歌
の
や
り
と
り
の
場
面
が
記
さ
れ
る
の
を
は
じ

め
と
し
て
、
六
条
御
息
所
と
夕
顔
の
女
と
を
対
比
的
に
措
く
が
、
一
方
『
花
桜

折
る
少
将
』
も
、
新
し
い
女
発
見
の
後
屋
敷
に
帰
っ
た
男
が
（
現
在
の
女
）
　
へ

「
柳
」
　
に
託
し
た
手
紙
を
し
た
た
め
る
場
面
を
添
え
て
お
り
、
同
じ
く
対
比
的

（10｝

な
構
図
が
認
め
ら
れ
る
。

『
花
桜
折
る
少
将
』
の
（
現
在
の
女
）
を
め
ぐ
る
記
述
に
は
、
夕
放
巻
に
お

け
る
六
条
御
息
所
の
物
語
が
影
を
落
と
す
。
六
条
御
息
所
は
、
光
源
氏
に
と
っ

て
「
い
と
は
し
き
」
女
、
自
ら
の
「
心
の
閻
」
を
認
識
さ
せ
る
女
で
あ
り
、
夕
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顔
の
女
を
と
り
殺
し
た
物
怪
と
関
わ
り
が
あ
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
人

物
、
言
わ
ば
激
し
く
「
恨
む
女
」
　
で
あ
っ
た
。

三
　
第
二
の
女

ひ
と
き
わ
美
し
い
桜
に
誘
わ
れ
て
足
を
と
め
た
男
主
人
公
は
、
「
は
や
く
こ

こ
に
、
物
言
ひ
し
人
あ
り
」
と
、
以
前
通
っ
て
い
た
女
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

「
築
地
の
く
づ
れ
」
か
ら
出
て
来
た
「
白
き
も
の
」
　
に
、
「
こ
こ
に
住
み
た
ま

ひ
し
人
は
、
い
ま
だ
お
は
す
や
。
『
山
人
に
物
聞
え
む
と
言
ふ
人
あ
り
』
と
も

の
せ
よ
」
と
尋
ね
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
彼
女
は
も
う
こ
こ
に
は
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
築
地
の
く
づ
れ
」
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
業
平
に
象
徴
さ

れ
る
色
好
み
的
な
映
像
を
喚
起
す
る
。

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
は
『
源
氏
物
語
』
蓬
生
巻
を

想
起
さ
せ
る
。
光
源
氏
は
花
散
里
訪
問
の
途
路
、
松
に
か
か
る
藤
の
美
し
さ
に

ふ
と
立
ち
止
ま
り
、
「
見
し
心
地
す
る
木
立
か
な
、
と
思
す
は
、
は
や
う
こ
の

宮
な
り
け
り
」
と
末
摘
花
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
「
こ
こ
に
あ
り
し
人
は
、
ま

だ
や
な
が
む
ら
ん
」
と
、
彼
女
の
こ
と
が
気
掛
か
り
に
な
り
訪
問
し
た
。
蓬
生

巻
の
場
合
、
末
摘
花
は
貧
し
さ
に
も
耐
え
、
ひ
た
す
ら
に
源
氏
の
こ
と
を
待
っ

て
い
た
。
一
方
、
『
花
桜
折
る
少
将
』
で
は
、
男
に
忘
れ
去
ら
れ
た
後
、
女
は

（‖】

住
み
慣
れ
た
こ
の
家
を
去
り
、
つ
い
に
は
恐
ら
く
尼
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

男
の
女
へ
の
処
遇
が
、
こ
う
い
っ
た
不
幸
な
結
巣
を
導
い
た
要
因
の
一
つ
に
違

い
な
く
、
そ
れ
は
男
の
「
う
し
ろ
め
た
く
て
」
　
と
い
う
思
い
に
端
的
に
表
さ
れ

る
。
ま
た
、
現
在
の
邸
の
荒
廃
ぶ
り
が
、
蓬
生
巻
で
「
い
さ
さ
か
の
人
げ
も
せ

ず
」
　
「
人
住
み
げ
も
な
き
も
の
を
」
、
『
花
桜
折
る
少
将
』
で
「
人
け
な
き
と

こ
ろ
な
れ
ば
」
と
記
さ
れ
る
。

そ
の
後
の
展
開
に
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
（
過
去
の

女
）
は
蓬
生
巻
の
末
摘
花
、
す
な
わ
ち
「
待
つ
女
」
の
面
影
を
宿
す
女
性
で
あ
っ

た
。
こ
の
末
摘
花
と
の
結
び
つ
き
は
、
「
山
び
と
」
と
い
う
語
に
も
み
い
だ
せ

る
。
同
じ
く
蓬
生
巻
に
お
け
る
末
摘
花
の
容
貌
の
描
写
に
、
「
た
だ
山
刃
の
赤

き
木
の
実
ひ
と
つ
を
顔
に
放
た
ぬ
と
見
え
た
ま
ふ
」
　
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

「
山
び
と
」
は
、
次
の
源
景
明
歌
の
よ
う
に
も
用
い
ら
れ
る
。

た
え
て
年
ご
ろ
に
な
り
に
け
る
女
の
許
に
ま
か
り
て
、

り
け
九
は

雪

の

ふ

。

侍

一

源
景
明
　
2
1

三
吉
野
の
雪
に
こ
も
れ
る
山
人
も
ふ
る
道
と
め
て
ね
を
や
な
く
ら
ん

（12】

（
『
拾
退
和
歌
集
』
巻
第
十
三
・
恋
三
・
八
四
七
）

詞
書
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
山
人
」
は
男
の
訪
れ
が
途
切
れ
、
長
い
年
月
が
た
っ

て
し
ま
っ
た
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
彷
俳
と
す
る
。
そ
れ
は
、
『
花
桜
折
る
少
将
』

の
（
過
去
の
女
）
　
へ
と
通
じ
る
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
。

第
二
の
女
は
、
蓬
生
巻
の
末
摘
花
物
語
や
景
明
歌
の
影
響
を
受
け
た
、
「
待

つ
女
（
実
際
は
、
待
ち
き
れ
な
く
な
っ
て
悲
し
い
運
命
を
辿
っ
た
女
）
」
で
あ
っ

た
。



四
　
第
三
の
女

妻
戸
を
静
か
に
開
く
音
を
聞
き
、
薄
の
茂
み
の
も
と
に
身
を
ひ
そ
め
て
い
た

主
人
公
は
、
女
童
が
や
っ
て
来
る
の
を
発
見
す
る
。
女
童
は
、
扇
を
か
ざ
し
て

「
月
と
花
と
を
」
　
と
口
ず
さ
む
。
こ
う
し
た
、
桜
の
下
で
女
が
詩
歌
を
詠
じ
扇

を
手
に
男
君
の
方
へ
や
っ
て
来
る
と
い
う
構
図
は
、
『
源
氏
物
語
』
花
宴
巻
の

脱
月
夜
の
君
と
光
源
氏
の
出
会
い
を
思
い
出
さ
せ
る
。
ま
た
、
桜
の
下
で
の
垣

間
見
は
、
同
じ
く
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
北
山
に
お
け
る
光
源
氏
の
紫
の
上

発
見
の
場
面
と
も
煩
似
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
新
た
な
恋
の
は
じ
ま

り
を
予
感
さ
せ
る
設
定
で
あ
る
。

さ
て
、
女
童
の
詠
じ
た
「
月
と
花
と
を
」
は
、
次
の
源
信
明
歌
、

月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
は
な
を
見
て
　
　
　
源
さ
ね
あ
き
ら

文
章
が
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
に
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

忍
び
て
よ
ろ
し
き
日
み
て
、
母
君
の
と
か
く
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
を
聞
き
い
れ

ず
、
弟
子
ど
も
な
ど
に
だ
に
知
ら
せ
ず
、
心
ひ
と
つ
に
立
ち
ゐ
、
輝
く
は

か
り
し
つ
ら
ひ
て
、
十
三
日
の
月
の
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、
た

あ
た
ら
夜
の
月
と
花
と
を
お
な
じ
く
は
あ
は
れ
し
れ
ら
ん
人
に
見
せ
は
や

（
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
三
・
春
下
・
一
〇
三
）

を
引
く
。
美
し
い
月
と
桜
花
と
を
賛
美
し
た
女
童
の
言
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
信
明
歌
の
下
の
句
に
着
目
し
た
い
。
花
は
、
し
ば
し
は
女
性
の
比
喩

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
『
花
桜
折
る
少
将
』
に
お
い
て
邸
に
咲
き
誇
っ
て
い
た

満
開
の
桜
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
女
主
人
で
あ
る
姫
君
と
相
似
的
関
係
に
あ
る
。

「
花
桜
折
る
」
と
い
う
題
名
自
体
、
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
喩
え

の
世
界
を
念
頭
に
お
く
と
、
下
の
句
「
あ
は
れ
し
れ
ら
ん
人
に
見
せ
は
や
」
　
は

た
ん
な
る
自
然
の
賛
美
以
上
の
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
同
じ
信
明
歌
を
引
い
た

だ
「
あ
た
ら
夜
の
」
と
聞
こ
え
た
り
。
君
は
す
き
の
さ
ま
や
と
思
せ
ど
、

御
直
衣
奉
り
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
夜
ふ
か
し
て
出
で
た
ま
ふ
。

（
二
、
二
四
四
頁
）

明
石
の
入
道
が
娘
を
光
源
氏
に
逢
わ
せ
た
い
意
を
ほ
の
め
か
す
た
め
に
、
こ
の

歌
が
引
か
れ
た
。
「
あ
た
ら
夜
の
」
は
、
恋
の
誘
い
の
語
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
『
花
桜
折
る
少
将
』
に
お
け
る
信
明
歌
の
引
用
も
ま
た
、
こ
の
明
石
巻
の

例
と
同
様
の
機
能
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
女
童
は
こ

の
時
す
ぐ
近
く
に
男
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
彼
を
認
め
意
識
的
に
誘
う
言
を
く
ち
ず
さ
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

彼
女
の
言
葉
に
無
意
識
の
誘
惑
の
要
素
が
あ
り
、
こ
の
場
面
そ
の
も
の
に
男
主

人
公
を
屋
敷
の
姫
君
の
許
へ
い
ざ
な
う
雰
囲
気
が
た
ゆ
た
っ
て
い
る
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
指
摘
し
た
こ
の
場
面
と
夕
蕨
巻
冒
頭
と
の
イ
メ
ー
ジ

の
重
な
り
あ
い
か
ら
も
、
「
誘
惑
性
」
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
女
童
は
、
物
語
後
半
部
で
も
、
男
主
人
公
を
姫
君
の
許
へ
手
引
き
す
る

役
割
を
担
っ
て
い
る
。
彼
女
と
男
主
人
公
へ
仕
え
る
光
李
と
が
恋
仲
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
彼
女
は
姫
君
へ
の
手
引
き
を
引
き
受
け
、
主
人
公
を
導
い
た
。
冒

頭
の
「
誘
惑
性
」
か
ら
実
際
の
手
引
き
へ
、
こ
の
女
童
の
活
躍
が
あ
れ
ば
こ
そ
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主
人
公
の
姫
君
略
奪
が
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
の
女
、
（
未
来
の
女
）
の
周
辺
は
、
こ
う
し
た
「
誘
惑
性
」
を
帯
び
た

世
界
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
の
女
は
男
主
人
公
の
（
未
来
の
女
）
で
あ
り
、
第
一
・
第

二
・
第
三
の
女
た
ち
の
生
は
、
女
の
運
命
を
連
続
的
に
体
現
し
た
も
の
だ
と
言

え
る
。
可
憐
な
魅
力
で
男
主
人
公
を
魅
了
す
る
（
未
来
の
女
）
の
そ
の
後
が
、

彼
の
意
識
の
深
層
で
そ
ろ
そ
ろ
飽
き
ら
れ
つ
つ
あ
る
（
現
在
の
女
）
の
姿
で
あ

り
、
彼
に
捨
て
去
ら
れ
つ
い
に
は
尼
と
な
っ
た
（
過
去
の
女
）
の
姿
な
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
（
未
来
の
女
）
の
周
辺
が
「
誘
感
性
」
を
備
え
る
こ
と
と

相
供
っ
て
、
男
主
人
公
の
失
敗
に
物
語
の
深
層
に
お
い
て
大
き
な
影
を
落
と
す

だ
ろ
う
。

五
　
女
た
ち
の
し
っ
ぺ
返
し

女
童
の
活
躍
を
た
ど
る
と
、
普
段
は
女
た
ち
を
手
玉
に
と
る
側
の
人
間
で
あ

る
は
ず
の
男
主
人
公
が
、
逆
に
彼
女
に
手
玉
に
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を

受
け
る
。
彼
は
、
ふ
と
足
を
と
め
た
桜
の
邸
の
姫
君
に
魅
せ
ら
れ
、
運
命
に
翻

弄
さ
れ
る
よ
う
に
、
姫
君
な
ら
ぬ
老
尼
略
奪
と
い
う
失
敗
へ
と
突
っ
走
っ
た
の

で
あ
る
。
彼
が
何
か
抗
L
が
た
い
力
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
様
は
、
物
語
中
の

「
月
に
は
か
ら
れ
て
」
　
「
過
ぎ
が
た
き
心
地
し
て
」
　
「
そ
な
た
へ
と
ゆ
き
も
や

（13）

ら
れ
ず
」
　
「
た
び
だ
た
れ
つ
つ
」
等
の
表
現
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
導
か
れ
た
彼
の
失
敗
の
意
味
を
考
え
る
時
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う

に
、
（
未
来
の
女
）
に
つ
な
が
っ
て
い
く
（
現
在
の
女
）
そ
し
て
（
過
去
の
女
）

の
存
在
は
意
外
に
大
き
な
影
を
落
と
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
未
来
の
女
）

の
周
辺
は
、
男
を
手
玉
に
と
る
「
誘
惑
性
」
を
帯
び
た
世
界
だ
と
先
に
述
べ
た

が
、
そ
れ
と
連
続
す
る
趣
き
を
持
つ
　
（
現
在
の
女
）
・
（
過
去
の
女
）
は
、

『
源
氏
物
語
』
等
の
引
用
に
よ
っ
て
、
男
に
飽
き
ら
れ
、
そ
し
て
忘
れ
去
ら
れ

た
、
「
恨
む
女
」
・
「
待
つ
女
」
と
し
て
造
型
さ
れ
て
お
り
、
彼
女
た
ち
は
男

に
「
い
と
は
し
」
・
「
う
し
ろ
め
た
し
」
と
い
う
後
ろ
暗
い
思
い
を
抱
か
せ
る

存
在
と
し
て
あ
っ
た
。
彼
の
失
敗
は
、
物
語
の
深
層
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
女

た
ち
の
鬱
積
し
凝
り
固
ま
っ
た
恨
み
の
力
が
生
ん
だ
も
の
だ
と
も
言
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
彼
は
、
こ
れ
ま
で
不
実
を
重
ね
て
き
た
女
た
ち
か
ら

（14）

し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
男
の
「
い
と
は
し
」
　
「
う
し
ろ

め
た
し
」
と
い
う
女
た
ち
へ
の
後
ろ
暗
い
思
い
が
み
せ
た
幻
影
だ
と
も
言
え
よ

う
。
冒
頭
に
お
い
て
、
第
一
・
第
二
・
第
三
の
女
た
ち
が
連
続
し
て
記
さ
れ
る

の
は
、
こ
う
し
た
実
際
は
記
さ
れ
な
い
恨
み
を
抱
い
た
女
た
ち
の
し
っ
ぺ
返
し

を
、
物
語
の
背
後
に
幻
祝
さ
せ
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

さ
ら
に
こ
の
幻
影
は
、
物
語
冒
頭
に
夕
顔
巻
の
影
が
み
ら
れ
る
と
い
入
ノ
こ
と

に
よ
り
、
一
層
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先

に
、
（
現
在
の
女
）
に
六
条
御
息
所
、
（
未
来
の
女
）
に
夕
顔
の
女
の
面
影
を

み
た
が
、
夕
顔
物
語
の
い
き
つ
く
先
が
、
物
怪
に
よ
る
夕
顔
の
女
の
死
で
あ
っ

た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
物
怪
は
後
ろ
暗
い
気
持
ち
を
抱
い
て
い
た
光
源
氏
の

心
が
み
た
も
の
、
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
。
こ
の
物
怪
は
廃
屋
の
そ
れ
で
あ
っ
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て
直
接
六
条
御
息
所
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
源
氏
の
「
心
の
閻
」

を
考
慮
す
る
と
、
夕
蕨
巻
冒
頭
に
記
さ
れ
、
こ
の
巻
で
度
々
夕
顔
の
女
と
比
較

さ
れ
る
か
た
ち
で
登
場
す
る
彼
女
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
物
怪
へ
の
関
与
を
否

定
で
き
な
い
存
在
で
も
あ
っ
た
。
『
花
桜
折
る
少
将
』
　
の
物
語
は
、
そ
う
し
た

深
刻
な
女
の
情
念
の
世
界
を
呼
び
起
こ
す
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

が
、
姫
君
略
奪
の
決
着
は
入
違
え
と
い
う
男
主
人
公
の
失
敗
に
帰
す
る
。
間
違

え
ら
れ
た
の
が
、
年
老
い
た
、
し
か
も
女
と
し
て
の
生
か
ら
退
い
た
尼
君
で
あ
っ

た
と
い
う
の
は
、
二
重
の
皮
肉
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
笑
い
や
滑
稽
味
が
漂
う
わ

け
で
、
結
末
は
女
た
ち
の
心
の
暗
黒
に
厳
し
く
向
き
合
う
も
の
と
は
な
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
女
た
ち
に
不
実
を
は
た
ら
い
て
き
た
好
色
者
の
男
に
対
す
る

罰
と
し
て
、
．
物
語
を
享
受
す
る
女
た
ち
に
と
っ
て
小
気
味
い
い
も
の
で
あ
っ
．
た

ろ
う
。こ

う
し
た
結
構
と
先
に
確
認
し
た
こ
の
物
語
の
語
り
と
は
、
密
接
な
関
連
を

持
つ
。
男
君
の
主
観
の
色
濃
い
語
り
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
冒
頭
部
は
、
現

在
ま
た
過
去
に
関
わ
っ
た
女
た
ち
へ
と
思
い
が
馳
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
新
し
い

女
を
発
見
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
引
用
は
彼
を
色
好
み
と
し
て
描
き
出
す
が
、

一
方
で
彼
の
女
た
ち
へ
の
後
ろ
暗
い
思
い
を
映
し
出
し
て
も
い
る
。
彼
を
客
観

的
に
貴
公
子
と
し
て
定
位
す
る
物
語
中
間
部
を
経
て
、
結
び
の
部
分
で
は
彼
を

突
き
放
し
た
か
た
ち
の
語
り
で
取
り
違
え
の
失
敗
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

語
り
の
変
容
を
思
う
と
、
冒
頭
部
分
の
男
君
の
主
観
を
全
面
に
押
し
出
し
た
語

り
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
世
界
は
、
実
像
と
い
う
よ
り
も
、
彼
の
心
が
み
た

も
の
、
と
い
っ
た
様
相
す
ら
呈
し
て
く
る
。
そ
こ
に
、
後
ろ
暗
い
思
い
と
新
し

い
女
の
発
見
が
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
想
念
や
存
在
の
実
体
と
し
て
の

あ
や
し
さ
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
は
み
な
幻
影
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。六

　
八
ま
や
か
し
）
の
時
空
間

物
語
の
深
層
に
お
い
て
、
女
た
ち
の
し
っ
ぺ
返
し
と
い
う
側
面
を
持
つ
男
主

人
公
の
失
敗
を
成
立
さ
せ
た
世
界
に
つ
い
て
、
次
に
述
べ
て
み
た
い
。
そ
も
そ

も
、
彼
が
迷
い
込
ん
だ
の
は
、
（
ま
や
か
し
）
の
時
空
間
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

－
．
冒
頭
の
、
夜
明
け
か
と
見
紛
う
ほ
ど
の
「
く
l
ま
な
l
き
月
」
や
七
九
は
、
脱
月

夜
が
自
慢
の
春
の
季
節
に
ど
こ
か
そ
ぐ
わ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
安
藤
亨

子
氏
は
、月

、
そ
れ
も
騙
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
明
る
い
月
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
和

歌
の
世
界
で
は
秋
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
文
を
辿
る

と
「
花
の
木
」
や
「
霞
み
」
と
い
う
こ
と
ば
に
出
逢
っ
て
、
季
節
が
春
だ
っ

た
の
だ
と
知
る
の
で
あ
る
。
初
め
予
測
し
て
い
た
も
の
が
一
文
の
終
結
部

分
に
至
っ
て
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
と
い
う
し
か
け
は
、
こ
の
物
語
展
開
そ

の
も
の
に
も
か
か
わ
っ
て
い
そ
う
で
、
そ
う
し
た
面
で
も
こ
の
冒
頭
文
は

注
意
し
て
お
き
た
い
部
分
で
あ
る
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
例
を
引
い
た
の
ち
に
、
『
花
桜
折
る
少
将
』
を
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「
題
名
の
華
露
さ
を
裏
切
っ
た
、
言
い
換
え
る
と
、
読
者
（
享
受
者
）
　
を
謀
っ

（15）

た
、
お
も
し
ろ
お
か
し
い
物
語
」
と
位
置
づ
け
た
。
問
題
の
「
く
ま
な
き
月
」

は
、
確
か
に
予
測
へ
の
裏
切
り
と
い
う
側
面
を
持
つ
が
、
加
え
て
、
主
人
公
の

立
つ
場
の
異
質
性
の
醸
成
に
一
役
買
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
春
と
秋

の
時
の
交
錯
。
そ
こ
に
は
、
時
の
「
い
た
づ
ら
」
が
み
え
か
く
れ
し
、
い
わ
ば

「
時
に
は
か
ら
れ
た
」
少
将
が
た
た
ず
ん
で
い
る
。
彼
は
、
現
実
世
界
と
は
異

な
る
世
界
へ
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
語
と
し
て
、
「
群
す
す
き
」
　
を
あ
げ
た
い
。
こ
れ
は
、
桜
の
咲
き
誇

る
（
未
来
の
女
）
の
邸
の
描
写
中
に
見
え
る
。
春
の
季
節
と
、
秋
を
代
表
す
る

植
物
「
群
す
す
き
」
と
の
不
調
和
。
た
だ
し
、
『
源
氏
物
語
』
柏
木
巻
に
、

四
月
ば
か
り
の
空
は
、
そ
こ
は
か
と
な
う
心
地
よ
げ
に
、
一
つ
色
な
る
四

方
の
相
も
を
か
し
う
見
え
わ
た
る
を
、
も
の
思
ふ
宿
は
、
よ
ろ
づ
の
事
に

つ
け
て
静
か
に
心
細
く
暮
ら
し
か
ね
た
ま
ふ
に
、
例
の
、
渡
り
た
ま
へ
り
。

（
中
略
）
前
栽
に
心
入
れ
て
つ
く
ろ
ひ
た
ま
ひ
し
も
、
心
に
ま
か
せ
て
茂

り
あ
ひ
、
」
惑
均
も
煩
も
し
げ
に
ひ
ろ
ご
り
て
、
虫
の
音
添
は
ん
秋
思
ひ

や
ら
る
る
よ
り
、
い
と
も
の
あ
は
れ
に
霞
け
く
て
、
分
け
入
り
た
ま
ふ
。

（
四
、
三
二
六
頁
）

と
あ
る
記
述
か
ら
、
「
薄
」
は
本
来
の
季
節
で
あ
る
秋
以
外
に
も
現
在
の
荒
廃

を
伝
え
る
た
め
に
登
場
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
文
脈
で
理
解
す
る
先

学
に
従
う
の
が
妥
当
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
満
開
の
桜
と
「
群
す
す
き
」
　
と

の
取
り
合
わ
せ
が
、
違
和
感
を
抱
か
せ
る
の
も
み
す
ご
せ
な
い
。

主
人
公
が
踏
み
込
ん
だ
未
知
の
時
空
間
の
異
質
性
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
が
、

こ
う
し
た
表
現
の
持
つ
志
向
性
と
関
わ
っ
て
く
る
の
が
、
「
白
き
も
の
」
　
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
、
主
人
公
に
昔
愛
し
た
女
の
不
在
を
告
げ
る
人
物
を
指
し
示
す

際
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
「
も
の
」
と
い
う
曖
昧
さ
を
残
す
表
現
の
た
め

に
、
「
白
き
も
の
」
　
の
実
態
は
判
然
と
し
な
い
。
例
え
は
、
『
源
氏
物
語
』
手

習
巻
で
は
、
出
奔
し
木
陰
に
臥
し
て
い
た
浮
舟
が
彼
女
の
発
見
者
で
あ
る
僧
の

眼
を
通
し
て
、
「
白
き
物
」
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
初
瀬
に
添
ひ
た
り
し
阿
闇
梨
と
、
同
じ
や
う
な
る
、
何
ご
と
の
あ
る

に
か
、
つ
き
づ
き
し
き
ほ
ど
の
下
府
法
師
に
灯
点
さ
せ
て
、
人
も
寄
ら
ぬ

背
後
の
方
に
行
き
た
り
。
森
か
と
見
ゆ
る
木
の
下
を
、
う
と
ま
し
げ
の
わ

た
り
や
、
と
見
入
れ
た
る
に
、
封
副
物
の
ひ
ろ
ご
り
た
る
ぞ
見
ゆ
る
。

「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
、
立
ち
と
ま
り
て
、
灯
を
明
く
な
し
て
見
れ
ば
、
も

の
の
ゐ
た
る
姿
な
り
。

〓
ハ
、
二
六
九
頁
）

こ
こ
で
の
そ
れ
は
、
「
も
の
」
　
の
存
在
そ
の
も
の
の
持
つ
得
体
の
知
れ
な
さ
、

そ
こ
か
ら
生
ず
る
不
気
味
さ
、
不
思
議
さ
と
い
う
も
の
を
内
在
し
て
い
る
と
言

え
、
観
察
者
自
ら
の
認
識
外
の
存
在
へ
抱
い
た
懐
疑
の
念
、
あ
や
し
み
の
感
情

を
伝
え
て
い
る
。
『
花
桜
折
る
少
将
』
　
の
「
白
き
も
の
」
も
同
様
の
文
脈
の
語

で
あ
り
、
観
察
者
で
あ
る
男
主
人
公
の
異
質
な
対
象
へ
の
不
可
思
議
感
を
表
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
彼
を
迎
え
る
世
界
の
異
質
性
が
、
顔
を
覗

か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
先
に
こ
の
「
白
き
も
の
」
　
の
実
態
は
判
然
と
し
な
い
と
述
べ
た

が
、
現
在
、
白
い
装
束
を
着
た
人
物
で
あ
る
と
し
て
、
男
、
老
人
、
老
女
、
女

｛15）

童
等
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
の
人
物
の
属
性
と
し
て

記
さ
れ
る
「
い
た
う
咳
き
つ
つ
」
に
注
目
し
た
い
。
例
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』

手
習
巻
の
、
浮
舟
が
老
尼
君
に
怯
え
る
さ
ま
を
描
写
し
た
場
面
に
、
以
下
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

夜
半
ば
か
り
に
や
な
り
ぬ
ら
ん
、
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
尼
君
咳
お
ほ
ほ
れ
て

起
き
に
た
り
。
灯
影
に
、
頭
つ
き
は
い
と
白
き
に
、
黒
き
も
の
を
か
づ
き

て
、
（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〓
ハ
、
三
一
八
頁
）

蓬
生
巻
に
も
、

わ
づ
か
に
見
つ
け
た
る
心
地
、
恐
ろ
し
．
く
さ
へ
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
寄
り
て
声

づ
く
れ
は
、
い
と
も
の
古
り
た
る
声
に
て
、
ま
づ
咳
を
先
に
た
て
て
、

「
か
れ
は
誰
ぞ
。
何
人
ぞ
」
と
問
ふ
。
（
中
略
）
声
い
た
う
ね
び
過
ぎ
た

河
尊
開
き
し
薗
刃
と
聞
き
知
り
た
り
。
　
　
　
　
　
（
二
、
三
三
六
頁
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
う
し
た
例
か
ら
、
「
咳
」
　
に
は
、
老
い
た
人
の
常
に

す
る
も
の
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
手
習
巻

の
方
で
も
う
一
つ
問
題
に
し
た
い
の
が
、
老
尼
君
の
外
見
の
記
述
、
「
頭
つ
き

は
い
と
白
き
に
」
　
で
あ
る
。
老
人
描
写
の
際
の
典
型
と
し
て
「
咳
」
　
「
白
髪
」

を
み
る
な
ら
、
一
般
に
白
装
束
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
『
花
桜
折
る
少
将
』
　
の

（17）

「
白
き
」
　
に
は
、
同
時
に
老
い
た
人
の
白
髪
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
重
ね
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
物
語
世
界
に
謎
を
も
た
ら
し
不
思
議
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
の
が
、

「
み
つ
と
を
」
　
「
す
ゑ
み
つ
」
　
「
み
つ
す
ゑ
」
と
い
う
登
場
人
物
名
で
あ
る
。

稲
賀
敬
二
氏
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
名
前
の
背
後
関
係
に
つ
い
て
l
　
つ
の
興
味

（18）

あ
る
仮
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
想
像
を
喚
起
す
る
も
の
が
作
中
に

ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
確
認
し
て
き
た
主
人
公
を
迎
え
る
（
ま
や
か

し
）
の
時
空
間
の
性
質
と
、
根
の
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
ミ
ス
テ
リ
ー
性
と
で
も
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

七
　
象
徴
と
し
て
の
桜

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
男
主
人
公
の
さ
ま
よ
い
出
た
（
ま
や
か
し
）
の

時
空
間
は
、
彼
の
彷
復
か
ら
失
敗
へ
と
続
く
、
現
実
と
は
懸
け
離
れ
た
も
う
一

つ
の
時
間
を
創
り
出
す
上
で
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
さ
ら
に
、

こ
の
物
語
で
は
題
名
に
も
登
場
す
る
「
桜
」
が
象
徴
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
冒
頭
の
満
開
の
桜
。
主
人
公
を
誘
い
、
過
去
に
愛
し
た
女
を
思
い
出

さ
せ
、
未
来
の
恋
人
の
垣
間
見
へ
と
導
く
。
桜
花
は
、
（
過
去
の
女
）
の
象
徴

で
あ
り
、
同
時
に
（
未
来
の
女
）
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
。

夜
歩
き
か
ら
帰
っ
て
来
た
主
人
公
の
日
常
生
活
、
つ
ま
り
昼
の
時
間
が
記
さ

れ
る
物
語
中
間
部
で
は
、
散
る
桜
が
描
写
さ
れ
る
。

友
人
の
源
中
将
と
兵
衛
佐
ず
、
彼
を
訪
ね
る
。
「
花
の
木
ど
も
の
咲
き
み
だ

れ
た
る
、
い
と
多
く
散
る
」
を
眺
め
て
交
わ
さ
れ
た
連
歌
の
前
句
、
「
あ
か
で
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散
る
花
見
る
折
は
ひ
た
み
ち
に
」
　
に
は
、
十
分
に
堪
能
せ
ぬ
間
に
足
早
に
散
り

ゆ
く
桜
を
ひ
た
す
ら
に
惜
し
む
心
持
ち
が
表
出
さ
れ
た
。
対
す
る
付
句
は
、

「
わ
が
身
に
か
つ
は
よ
わ
り
に
し
か
な
」
。
「
か
つ
は
」
を
「
か
へ
ば
」
　
「
か

へ
て
」
　
へ
、
「
よ
わ
り
に
し
か
な
」
を
「
か
は
り
に
L
が
な
」
　
へ
と
あ
ら
た
め

る
説
も
あ
っ
て
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
も
と
の
か
た
ち
で
あ
る
「
か
つ
は
よ

わ
り
に
し
か
な
」
　
で
と
っ
て
お
く
。
無
常
に
散
り
ゆ
く
桜
花
に
自
ら
の
身
の
衰

え
を
感
じ
た
、
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
桜
の
散
る
さ
ま
と
人
間
の
身
の
拶
さ
と

が
、
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
や
り
と
り
を
入
ノ
け

て
詠
じ
ら
れ
た
歌
が
、
「
散
る
花
を
惜
み
と
め
て
も
君
な
く
は
誰
に
か
見
せ
む

宿
の
桜
を
」
。
　
－
　
散
り
ゆ
く
桜
花
を
惜
し
み
仮
に
と
ど
め
え
た
と
し
て
も
、

肝
心
の
あ
な
た
が
こ
の
世
に
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
ら
、
果
た
し
て
こ
の
花

を
誰
に
見
せ
ま
し
ょ
う
か
。
桜
花
と
人
間
存
在
双
方
の
無
常
が
、
強
調
さ
れ
た

歌
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
散
り
ゆ
く
桜
か
ら
顕
現
し
た
無
常
へ
の
思
い
、

さ
ら
に
言
え
ば
衰
え
・
老
い
へ
の
意
識
が
記
さ
れ
た
。

続
く
場
面
で
も
、
落
花
が
背
景
と
し
て
あ
る
。
夕
方
、
主
人
公
は
父
の
邸
を

訪
ね
た
。
彼
は
、
「
花
の
い
と
お
も
し
ろ
く
散
り
み
だ
る
る
夕
は
え
」
を
眼
前

に
し
、
琵
琶
を
奏
す
。
そ
の
姿
は
、
こ
の
上
な
く
素
晴
ら
し
い
。
美
を
誇
る
と

い
う
側
面
は
共
通
す
る
も
の
の
、
前
場
面
の
落
花
が
衰
え
や
老
い
を
喚
起
し
無

常
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
の
そ
れ
は
美
そ
の
も
の
に

重
点
が
お
か
れ
た
描
写
で
あ
り
、
主
人
公
の
美
質
さ
を
一
層
引
き
立
て
る
も
の

と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
両
者
は
、
無
常
を
実
感
さ
せ
る
も
の
及
び
美
の
王
者

と
い
入
ノ
、
桜
の
持
つ
二
面
性
を
引
き
出
し
活
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

物
語
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
桜
は
、
華
や
ぎ
と
一
方
で
は
衰
え
を
伝
え
る
。
姫

君
略
奪
詔
の
本
筋
に
直
接
関
わ
り
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
物
語
中
間
部
に
、
そ

れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
。
両
義
の
桜
は
、
結

末
の
、
若
い
姫
君
か
ら
老
い
た
尼
君
へ
の
取
り
違
え
を
シ
ソ
ポ
ラ
イ
ズ
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物
語
に
記
さ
れ
た
桜
の
両
義
性
は
、

「
若
さ
」
と
「
老
い
」
と
が
対
極
の
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
決
し
て
無
関
係

な
も
の
で
は
な
く
、
人
が
こ
の
世
に
生
き
る
限
り
わ
か
ち
が
た
く
つ
な
が
っ
て

い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
題
名
の
「
花
桜
折
る
」
と
、

物
語
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
両
義
の
桜
と
、
結
末
の
取
り
違
え
は
、
互
い
に
イ
メ
ー

ジ
が
響
き
合
う
よ
う
創
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
桜
花
は
、
女
た
ち
の
連
続
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
り
、

ま
た
、
「
若
さ
」
と
「
老
い
」
の
、
言
わ
は
、
か
け
は
し
で
も
あ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
主
に
『
花
桜
折
る
少
将
』
の
語
り
と
引
用
と
を
通
し
て
、
物
語
世
界

の
解
明
を
試
み
た
。
結
末
の
若
い
姫
君
か
ら
老
い
た
尼
君
へ
の
取
り
違
え
は
、

物
語
の
深
層
に
お
い
て
、
男
主
人
公
が
こ
れ
ま
で
関
わ
り
不
幸
に
し
て
き
た
女

た
ち
か
ら
の
し
っ
ぺ
返
し
と
い
う
側
面
を
持
ち
、
そ
う
し
た
趣
向
と
、
彼
の
彷

復
す
る
世
界
と
し
て
形
成
さ
れ
た
（
ま
や
か
し
）
の
時
空
間
や
、
謎
め
い
た
設
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定
、
物
語
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
両
義
の
桜
と
が
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を

述
べ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
『
花
桜
折
る
少
将
』
を
（
幻
想
）
の
世
界
に
仕
立
て
あ
げ

て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
わ
ば
、
ミ
ス
テ
リ
ー
性
の
色
濃
い

物
語
と
し
て
、
こ
の
短
編
物
語
を
位
置
づ
け
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
に
は
、
「
若
さ
」
と
「
老
い
」
　
の
対
比
の
構
造
が
認

め
ら
れ
た
。
し
か
も
こ
の
対
照
は
、
「
取
り
違
え
」
　
や
桜
花
の
象
徴
に
よ
り
、

物
語
の
中
で
互
い
に
無
関
係
な
存
在
で
は
な
い
よ
う
に
し
く
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
あ
る
対
照
が
存
し
、
そ
れ
ら
が
無
関
係
で
は
な
い
し
く
み
が
備
わ
っ

て
い
る
の
は
、
こ
の
『
花
桜
折
る
少
将
』
だ
け
で
な
く
、
堤
中
納
言
物
語
中
の

（19）

他
作
晶
に
も
蔑
編
か
み
ら
れ
る
こ
と
を
別
稿
で
指
摘
し
l
た
。
長
編
物
語
と
異
な

り
、
断
面
か
ら
物
語
を
か
た
ち
づ
く
る
短
編
物
語
に
お
い
て
は
、
対
照
的
な

「
典
型
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
接
点
を
設
け
る
こ
と
は
、
物
語
世
界
を
立
体

的
に
構
築
す
る
上
で
有
効
に
機
能
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
短
編
物
語
の
方
法

と
い
う
観
点
か
ら
も
、
今
後
さ
ら
に
各
作
品
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

こ
う
い
っ
た
現
象
は
、
堤
中
納
言
物
語
の
編
者
の
世
界
認
識
の
問
題
と
も
あ
る

い
は
関
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
考
え
て
み
た
い
課
題
で
あ
る
。

〔注〕

プ
レ
’
タ
ス
・
・

（
1
）
　
三
谷
邦
明
氏
「
堤
中
納
言
物
語
の
方
法
　
－
　
（
短
良
性
）
あ
る
い
は
（
前
本
文
）

の
解
体
化
1
」
　
（
『
物
語
文
学
の
方
法
H
』
　
（
有
精
堂
、
一
九
八
九
年
）
所
収
）

（
2
）
　
例
え
ば
、
安
藤
亨
子
氏
は
「
花
桜
を
る
中
将
物
語
」
　
（
『
体
系
物
語
文
学
史
』
第

三
巻
（
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
）
所
収
）
　
に
お
い
て
、
物
語
全
体
を
、
「
笑
い
そ

の
も
の
よ
り
、
笑
い
へ
の
動
機
づ
け
と
い
っ
た
意
味
あ
い
が
強
い
」
部
分
、
「
こ

と
ば
そ
の
も
の
に
よ
る
表
現
上
か
ら
の
笑
い
」
　
の
部
分
、
「
主
人
公
の
行
動
そ
の

も
の
に
対
す
る
笑
い
へ
と
漸
層
的
に
笑
い
を
も
り
あ
げ
て
ゆ
く
」
　
部
分
の
三
部
か

ら
成
る
と
し
、
本
編
の
、
「
笑
い
」
　
の
物
語
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
た
。
ま
た
、

鳥
居
明
雄
氏
は
「
王
朝
末
期
の
奇
談
　
－
　
「
花
桜
折
る
少
将
」
　
－
　
」
　
（
「
日
本

文
学
」
一
九
八
九
年
二
月
）
　
に
お
い
て
、
本
作
品
を
八
時
間
）
の
物
語
と
し
て
位

置
づ
け
、
「
王
権
世
界
と
し
て
の
昼
の
時
間
」
　
「
色
好
み
と
し
て
の
夜
の
世
界
」

「
「
月
に
は
か
ら
れ
」
　
た
第
三
の
時
間
」
　
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
結
末
の
主
人
公

の
失
敗
を
、
「
幻
影
の
時
間
軸
が
破
ら
れ
」
た
と
し
、
物
語
を
「
王
権
へ
の
侵
犯

そ
の
も
の
が
空
洞
化
さ
れ
て
い
る
事
態
の
表
出
と
し
て
成
立
し
て
い
る
」
　
と
位
置

づ
け
た
。

（
3
）
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
。
以
下
、
『
花
桜
折
る
少
将
』
　
の
引
用
は
同
書
に
拠

る
。

（
4
）
塚
原
鉄
姓
氏
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
堤
中
納
言
物
語
』
、
一
九
八
三
年
）
　
や
三

谷
邦
明
氏
（
注
（
1
）
　
に
掲
げ
た
論
文
）
　
が
、
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
5
）
　
注
（
4
）
　
の
塚
原
氏
著
書
に
も
、
指
摘
が
あ
る
。

（
6
）
　
岡
一
男
氏
「
堤
中
納
言
物
語
と
そ
の
心
理
分
析
」
　
（
日
本
文
学
研
究
資
料
葉
書

『
平
安
朝
物
語
m
』
　
（
有
精
堂
、
一
九
七
九
年
）
所
収
。
な
お
初
出
は
、
文
林
堂

双
魚
房
刊
『
古
典
と
作
家
』
　
二
九
四
三
年
）
。
）

（
7
）
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
。
以
下
、
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
同
書
に
執
る
。

（
8
）
　
い
ず
れ
も
夕
既
の
宿
の
早
朝
を
彩
る
音
で
あ
る
。
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（
9
）
一
般
に
は
、
こ
の
箇
所
の
夕
顔
巻
か
ら
の
影
響
は
、
表
現
レ
ベ
ル
の
個
別
的
な
事

例
に
と
ど
ま
る
程
度
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
場
面
全

体
に
夕
顔
巻
の
面
影
が
霧
の
よ
う
に
お
お
い
か
ぷ
さ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
検
討
し
た
。
次
の
項
で
論
じ
る
蓬
生
巻
の
例
も
、
同
様
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
こ
こ
に
掲
げ
た
い
く
つ
か
の
点
は
、
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
で
は
些
細
な
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
二
つ
の
問
に
特
徴
的
な
こ
と
で
も
な
い
の
で
、
こ
と
さ
ら
に
両
者
の
関
連
を

論
じ
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
個
々
が
ま
と
ま
っ
て
指
摘
で
き
る

こ
と
に
は
、
や
は
り
注
意
を
払
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1
1
）
　
こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
と
の
対
比
の
妙
に
つ
い
て
は
、
三
谷
栄
一
氏
『
鑑
賞
日

本
古
典
文
学
　
堤
中
納
言
物
語
』
　
（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）
　
に
も
指
摘
が
あ

る
。

（
1
2
）
新
編
国
歌
大
観
。
以
下
、
和
歌
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。

（
1
3
）
　
「
た
ち
よ
ら
れ
つ
つ
」
　
と
い
う
本
も
あ
る
。
「
た
び
だ
た
れ
つ
つ
」
　
の
方
が
、
日

常
と
は
異
な
る
世
界
へ
足
を
踏
み
入
れ
て
い
く
さ
ま
が
強
調
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

（
1
4
）
岡
一
男
氏
は
、
注
（
6
）
　
に
掲
げ
た
論
文
で
こ
の
失
敗
を
、
「
浮
気
な
少
将
は
か

く
て
見
事
に
天
罰
を
う
け
て
し
ま
っ
た
」
　
と
し
て
い
る
。

（
1
5
）
注
（
2
）
　
の
安
藤
氏
論
文
。

（
空
　
「
男
」
と
解
し
て
い
る
の
は
、
寺
本
直
彦
氏
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
堤
中

納
言
物
語
』
、
一
九
五
七
年
）
、
松
尾
聴
氏
（
『
堤
中
納
言
物
語
全
釈
』
、
笠
間

書
院
、
一
九
七
一
年
）
他
。
「
老
人
」
　
は
、
三
角
洋
一
氏
（
講
談
社
学
術
文
庫

『
堤
中
納
言
物
語
全
訳
注
』
、
一
九
八
一
年
）
、
塚
原
鉄
雄
氏
（
新
潮
日
本
古
典

集
成
『
堤
中
納
言
物
語
』
一
九
八
三
年
）
、
池
田
利
夫
氏
（
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ

『
堤
中
納
言
物
語
』
、
旺
文
社
、
一
九
八
八
年
）
、
大
槻
修
氏
（
岩
波
新
日
本
古

典
文
学
大
系
『
堤
中
納
言
物
語
』
、
一
九
九
二
年
）
他
。
「
老
女
」
は
、
稲
賀
敬

二
氏
（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
堤
中
納
言
物
語
』
解
説
、
一
九
七
二
年
）

他
。
「
女
真
」
は
、
山
岸
徳
平
氏
（
角
川
文
庫
『
堤
中
納
言
物
語
』
、
一
九
六
三

年
）
、
三
谷
栄
一
氏
（
前
掲
書
）
他
。

（
1
7
）
　
「
老
人
」
と
み
る
が
、
性
別
に
つ
い
て
は
決
め
か
ね
て
い
る
。

（
1
8
）
注
（
曇
　
に
掲
げ
た
稲
賀
氏
解
説
。
「
光
遠
」
は
男
主
人
公
が
彼
の
家
司
で
親
し

い
「
光
季
」
の
名
の
一
部
を
借
用
し
て
と
っ
さ
に
ロ
に
し
た
名
前
、
「
季
光
」
は

「
光
季
」
　
の
変
名
と
す
る
。

（
1
9
）
拙
稿
「
堤
中
納
言
物
語
『
こ
の
つ
い
で
』
の
方
法
　
－
　
部
分
映
像
の
交
錯
、
重
層

化
に
よ
る
美
的
世
界
の
創
出
　
－
　
」
　
（
「
国
語
国
文
　
研
究
と
教
育
」
第
二
八
号
、

一
九
九
三
年
二
月
）
、
「
「
人
に
『
す
み
つ
く
』
か
は
の
け
し
き
は
」
　
－
　
平

中
の
妻
と
『
は
い
ず
み
』
の
女
　
－
　
」
　
（
「
国
文
学
致
」
第
一
四
二
号
、
一
九
九

四
年
四
月
）
、
「
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
題
名
考
　
－
　
「
安
積
の
沼
」
　
と

「
淀
野
」
を
め
ぐ
っ
て
　
－
」
　
（
「
古
代
中
世
国
文
学
」
第
七
号
、
一
九
九
五
年

八
月
）

［
付
記
］
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
位
藤
邦
生
先
生
、
妹
尾
好
信
先
生
に
は
御

多
忙
の
折
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
終
始
暖
か
い
御
指
導
を
賜
っ
た
。
記
し
て

御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
、
平
成
七
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補

助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
　
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

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




