
『
う
つ
ほ
物
語
』
　
俊
蔭
の

ー
　
琴
の
一
族
と
皇
室
　
－

「
忍
辱
」

■
／

優
　
　
子

は
じ
め
に

俊
蔭
は
、
波
斯
国
流
離
の
果
て
に
天
女
由
来
の
三
十
琴
を
得
る
。
う
ち
二
琴

は
天
人
に
よ
っ
て
南
風
・
波
斯
風
と
名
付
け
ら
れ
、
裟
婆
世
界
へ
の
天
人
降
臨

を
導
く
、
い
わ
ば
天
と
地
上
と
を
結
ぶ
霊
力
を
秘
め
た
琴
で
あ
っ
た
。
帰
朝
し

た
俊
蔭
は
、
時
し
ば
ら
く
経
て
南
風
・
波
斯
風
を
人
目
か
ら
封
じ
、
持
ち
帰
っ

た
そ
の
他
の
琴
を
世
に
出
す
決
意
首
胸
に
、
七
琴
を
準
え
て
内
索
へ
と
向
か

ぅ
。
嵯
峨
帝
を
は
じ
め
主
だ
っ
た
貴
顕
に
琴
を
献
上
し
た
俊
蔭
は
、
帝
の
命
を

受
け
て
そ
の
場
で
せ
た
風
を
掻
き
鳴
ら
す
。
弾
奏
は
奇
瑞
を
呼
び
、
驚
い
た
帝

は
俊
蔭
に
春
宮
の
琴
の
師
と
な
る
よ
う
命
じ
る
が
、
俊
蔭
は
辞
退
し
て
そ
の
ま

ま
京
極
に
居
を
構
え
、
娘
に
奏
法
を
伝
授
す
る
と
と
も
に
身
を
沈
め
て
い
く
。（1）

天
人
か
ら
「
天
の
掟
あ
り
で
、
天
の
下
に
、
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き
人
」

（
俊
蔭
二
四
至
と
、
琴
の
一
族
の
始
祖
た
る
よ
う
使
命
を
受
け
て
裟
婆
世

界
へ
と
帰
さ
れ
た
俊
蔭
が
、
帰
朝
後
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
に
あ
た
り
・
時
の

帝
の
勅
命
拒
否
と
い
う
行
動
に
出
た
事
は
、
研
究
史
上
に
お
い
て
も
様
々
な
論

（2）

議
を
呼
ん
だ
。
早
く
に
日
加
田
さ
く
を
氏
は
、
俊
蔭
の
拒
絶
に
中
国
士
君
子
の

孤
高
の
姿
勢
お
よ
び
遣
唐
使
に
根
探
く
残
る
不
満
や
恨
み
を
重
ね
て
お
ら
れ
、

（3）

続
い
て
三
田
村
雅
子
氏
は
、
俊
蔭
の
手
が
父
母
へ
の
不
孝
の
代
償
で
あ
る
点
に

着
目
し
て
天
皇
と
琴
ひ
く
一
族
と
の
対
立
・
緊
張
関
係
を
み
て
お
ら
れ
る
。
更

（1）

に
大
井
田
晴
彦
氏
は
、
学
問
の
家
に
生
ま
れ
た
俊
蔭
に
と
っ
て
の
屈
辱
・
怒
り

を
読
み
と
り
、
俊
蔭
の
朝
廷
へ
の
反
逆
心
が
秘
琴
伝
授
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ

て
い
く
と
説
か
れ
て
い
る
。
以
上
の
流
れ
を
ま
と
め
る
と
、
俊
蔭
の
勅
命
拒
否

は
不
孝
の
罪
を
負
わ
せ
た
帝
に
対
す
る
「
恨
み
」
を
根
底
に
し
て
お
り
、
以
降

の
展
開
に
お
い
て
、
俊
蔭
の
「
恨
み
」
を
受
け
継
い
だ
子
孫
が
皇
室
と
対
立
関

係
の
図
式
を
物
語
に
描
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
俊
蔭
の

「
恨
み
」
を
中
心
に
据
え
た
こ
の
図
式
は
、
琴
の
一
族
と
し
て
の
役
割
、
一
族

が
琴
を
弾
く
意
義
自
体
を
、
曖
味
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
俊
蔭
の
琴
の
手
が
俊
蔭
女
・
仲
忠
・
い
ぬ
富
と
途
絶
え
る
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こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
、
時
に
帝
の
御
前
で
の
弾
奏
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
の
説
明
が
十
分
に
な
さ
れ
ず
、
勅
命
拒
否
を
犯
し
な
が
ら
も
一
族
が
排
斥
の

憂
き
目
に
逢
う
こ
と
な
く
物
語
が
展
開
し
て
い
く
理
由
付
け
も
明
確
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。

本
稿
は
、
俊
蔭
の
勅
命
拒
否
を
改
め
て
見
直
し
、
俊
蔭
ひ
い
て
は
琴
の
一
族

の
物
語
に
お
け
る
位
置
付
け
を
再
考
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
琴

の
一
族
の
始
祖
で
あ
る
俊
蔭
が
波
斯
国
で
琴
を
得
て
い
く
過
程
に
着
目
し
、
そ

こ
に
内
包
さ
れ
る
因
縁
を
軸
に
一
族
と
皇
室
の
関
係
を
読
み
解
い
て
い
く
。
更

に
、
そ
の
仏
教
的
側
面
を
、
背
景
と
な
る
平
安
貴
族
社
会
の
仏
教
世
界
と
照
ら

し
合
わ
せ
、
時
代
に
お
け
る
位
置
付
け
を
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
た
い
。

一
　
便
蔭
の
因
縁

俊
蔭
は
、
阿
修
羅
の
守
る
木
を
材
と
し
た
琴
を
得
た
後
、
奏
法
を
学
び
取
り

な
が
ら
西
へ
西
へ
と
足
を
進
め
る
。
そ
し
て
旅
の
果
て
に
行
き
着
い
た
の
が
、

浄
土
の
楽
の
声
が
風
に
交
じ
る
山
で
あ
り
、
俊
蔭
一
行
は
、
そ
こ
で
阿
弥
陀
三

昧
を
琴
に
合
わ
せ
て
七
日
七
夜
念
じ
る
。
仏
が
現
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
時

で
あ
っ
た
。
仏
は
俊
蔭
に
以
下
の
よ
う
な
因
縁
を
語
る
。

こ
の
日
の
本
の
衆
生
は
、
生
々
世
々
に
人
の
身
を
受
く
べ
き
者
に
あ
ら

ず
。
r
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
い
か
に
」
と
言
へ
ば
、
前
の
世
に
淫
欲
の
罪
は
か

り
な
し
。
し
か
あ
れ
ば
、
輪
廻
し
っ
る
一
人
が
腹
に
八
生
宿
り
、
二
千
人

が
腹
に
お
の
お
の
ま
た
八
生
宿
る
べ
し
。
そ
の
宿
る
べ
き
母
、
一
人
、
人

の
身
を
受
く
べ
き
人
な
し
。
し
か
あ
れ
ど
、
昔
、
提
雲
般
若
と
い
ひ
し
仙

人
あ
り
き
。
そ
の
仙
人
の
せ
し
こ
と
は
、
昔
、
樫
貪
邪
見
な
る
国
王
あ
り

て
、
国
滅
び
て
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
・
国
土
の
人
、
穀
に
飢
れ
し
時
あ
り

き
。
そ
の
時
に
、
こ
の
仙
人
、
万
恒
河
沙
の
衆
生
に
穀
を
施
し
て
、
尊
勝

陀
羅
尼
を
無
等
三
昧
に
行
ひ
勤
め
て
、
七
年
あ
り
き
。
そ
の
時
に
、
日
本

の
衆
生
、
三
年
債
み
て
、
か
の
仙
人
に
菜
摘
み
水
汲
み
せ
し
功
徳
の
ゆ
ゑ

に
、
輪
廻
生
死
の
罪
を
滅
ぼ
し
て
、
人
の
身
を
得
た
る
な
り
。
尊
勝
陀
羅

尼
を
念
じ
奉
る
人
を
供
養
し
た
る
ゆ
ゑ
な
り
。
r
今
も
、
ま
た
、
人
の
身

（
ド
l
l
l
l
l
l

を
受
け
む
こ
と
は
難
L
j
と
言
へ
ど
も
、
今
、
こ
の
山
に
入
り
て
、
仏
・
菩
薩

を
驚
か
し
、
僻
怠
邪
見
の
輩
に
忍
辱
の
心
を
起
こ
さ
し
む
る
ゆ
ゑ
に
。
こ

の
山
の
七
人
、
残
れ
る
業
を
滅
ぼ
し
て
、
天
上
に
帰
る
べ
し
。
日
本
の
衆

生
、
こ
の
因
縁
に
、
生
々
世
々
に
、
仏
に
会
ひ
奉
り
、
法
を
聞
く
べ
し
。

（
俊
蔭
一
七
頁
）

傍
線
部
（
ア
）
の
よ
う
に
、
俊
蔭
は
、
姓
欲
の
罪
を
犯
し
た
た
め
に
生
々
世
々

に
人
の
身
を
得
る
べ
き
存
在
で
は
な
か
っ
た
が
、
尊
勝
陀
羅
尼
を
信
奉
す
る
仙

（
U
）

人
へ
の
「
莱
摘
み
水
汲
み
」
の
功
徳
に
よ
っ
て
人
の
身
を
得
て
い
る
。
し
か
し

来
世
で
は
ま
た
、
人
の
身
を
得
ら
れ
ず
に
頼
罪
を
続
け
る
運
命
で
あ
っ
た
。
そ

の
運
命
が
今
回
の
功
徳
す
な
わ
ち
傍
線
部
（
イ
）
に
よ
っ
て
再
び
変
え
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。
功
徳
の
内
容
を
詳
し
く
み
る
と
、
弾
琴
に
合
わ
せ
た
阿
弥
陀
三

味
が
仏
・
菩
薩
に
届
い
た
こ
と
と
、
楯
怠
邪
見
の
輩
に
「
忍
辱
（
ニ
ン
ニ
ク
）
」

の
心
を
起
こ
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
俊
蔭
が
琴
を
得
た
場
面
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に
遡
っ
て
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。
割
り
木
作
る
響
き
に
惹
か
れ
て
辿
り
着
い

た
地
で
、
俊
蔭
は
阿
修
羅
に
望
み
を
阻
ま
れ
る
。
そ
の
時
俊
蔭
は
怒
れ
る
阿

修
羅
を
前
に
涙
を
流
し
て
、
父
母
と
の
別
れ
か
ら
こ
の
地
に
至
る
ま
で
の
い

き
さ
つ
を
話
す
。
ま
さ
に
俊
蔭
に
食
ら
い
つ
こ
う
と
し
て
い
た
阿
修
羅
は
、

次
の
よ
う
に
語
り
、
寸
時
心
を
や
わ
ら
げ
る
。

「
我
ら
、
昔
の
犯
し
の
深
さ
に
よ
り
て
、
悪
し
き
身
を
受
け
た
り
。
し
か

あ
れ
ば
、
忍
辱
の
心
を
恩
ふ
輩
に
あ
ら
ず
。
し
か
は
あ
れ
ど
も
（
俊
蔭
ガ
）
、

r
日
本
の
国
に
、
忍
辱
の
父
母
あ
り
」
と
申
す
に
よ
り
て
、
四
十
人
の
子
ど

も
の
愛
し
く
、
千
人
の
呑
属
の
愛
し
き
に
よ
り
て
、
汝
が
命
を
許
し
給
ふ
。

汝
、
す
み
や
か
に
ま
か
り
帰
り
て
、
阿
修
羅
の
た
め
に
、
大
般
若
を
書
き
、

供
養
せ
よ
。
汝
、
日
の
本
の
父
母
に
向
か
ふ
べ
き
便
り
を
与
へ
む
」

（
俊
蔭
一
二
頁
）

こ
の
、
俊
蔭
と
阿
修
羅
が
対
峠
し
た
場
面
こ
そ
、
後
の
仏
の
言
に
繋
が
る
と
考

え
ら
れ
る
。
俊
蔭
は
阿
修
羅
す
な
わ
ち
仏
が
説
く
所
の
「
僻
怠
邪
見
の
輩
」
に

「
忍
辱
」
の
心
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
が
来
世
に
人
の
身
を
得
る
た
め
の
功
徳
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
忍
辱
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。
「
忍
辱
」
と
は

「
柔
和
忍
辱
」
の
略
で
あ
り
『
法
華
経
」
に
端
を
発
し
て
広
が
っ
た
仏
教
語
で

シ

ノ

ヒ

ハ

ツ

あ
る
。
F
前
田
本
色
菓
字
類
抄
」
に
は
「
忍
辱
〈
ニ
ン
ニ
ク
／
僧
侶
分
又
慈
悲

こ

ン

ニ

ク

分
）
」
と
し
て
、
「
文
明
本
節
用
集
」
に
は
「
忍
辱
（
柔
和
－
）
　
（
シ
ノ
ブ
／

カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
）
」
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
（
（
　
）
内
割
書
）
。
語
義
と

し
て
は
「
耐
え
忍
ぶ
こ
と
。
忍
耐
。
苦
難
に
耐
え
る
こ
と
。
忍
び
こ
ら
え
る
こ

と
。
侮
辱
や
迫
害
に
対
し
て
忍
び
耐
え
て
、
心
を
安
ら
か
に
落
ち
着
け
、
随
意

（7）

の
念
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
。
六
度
の
一
つ
。
」
　
（
r
儒
教
語
大
辞
典
」
）
が
原
義（8）

で
あ
り
、
更
に
「
転
じ
て
、
慈
悲
の
意
に
も
用
い
る
」
（
「
角
川
古
語
大
辞
典
」
）

こ
と
が
あ
る
。
文
学
作
品
に
お
け
る
使
用
状
況
を
示
す
と
、
和
文
で
書
か
れ
た

物
語
な
ど
に
は
あ
ま
り
例
を
み
ず
、
r
日
本
霊
異
記
」
r
三
宝
絵
L
 
r
宝
物
集
J

F
江
談
抄
」
「
今
昔
物
語
集
」
r
十
訓
抄
」
「
私
衆
百
因
縁
集
L
 
F
抄
石
集
L
 
r
三

国
伝
記
」
な
ど
の
説
話
集
、
F
三
教
指
帰
」
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
し
F
往
生

要
集
」
F
法
華
百
座
間
書
抄
」
『
正
法
眼
蔵
」
「
欺
異
抄
－
な
ど
の
仏
教
書
に
多

く
散
見
す
る
。
ま
た
『
平
家
物
置
〓
太
平
記
」
芸
口
妻
鏡
」
と
い
っ
た
軍
記

物
語
や
歴
史
書
に
も
み
ら
れ
る
。
韻
文
中
、
和
歌
の
便
用
語
と
し
て
は
　
「
伊
勢

大
輔
集
J
一
二
六
番
歌
に
一
例
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
題
や
詞
書
に

は
み
ら
れ
、
「
続
拾
遺
和
歌
集
L
 
r
山
家
集
」
r
拾
玉
集
」
『
正
治
後
度
百
首
」

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
『
梁
塵
秘
抄
L
 
F
新
撰
朗
詠
集
」
、
謡
曲
r
葵

上
L
 
r
通
盛
」
　
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
学
作
品
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、

r
法
華
経
」
な
ど
仏
典
に
典
拠
を
持
っ
た
説
話
や
仏
教
書
以
外
で
は
、
「
忍
辱
」

「
柔
和
忍
辱
」
「
忍
辱
衣
」
と
い
っ
た
言
葉
の
み
を
表
面
的
に
用
い
て
お
り
、

あ
ま
り
内
容
を
問
題
に
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
「
忍
辱
」
と
い
う
言
葉
自
体

は
広
く
流
布
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
『
う
つ
ほ
物
語
」
が
用
い
て
い
る
「
忍
辱
」
と

は
、
一
体
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
、
物
語
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
て
い
る
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の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
他
文
献
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
F
う
つ
ほ
物
語
」
諸
注
釈
書
で
は
、
仏
教
語
と
し
て
の
元
々
の
意
味
で

注
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
「
忍
辱
の
父
母
」
を
慈
悲
深
い
父
母
と
解
し

（9）

て
あ
る
も
の
も
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
「
忍
辱
の
父
母
」
を
単
に
親
が

子
を
思
い
や
る
心
、
俊
蔭
の
孝
心
と
対
応
さ
せ
た
父
母
の
親
心
と
い
う
解
釈
で

捉
え
て
し
ま
う
と
、
物
語
が
「
忍
辱
」
と
い
う
仏
教
語
を
用
い
て
表
現
し
た
か

っ
た
父
母
の
心
が
充
分
に
活
か
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
こ
こ
で
汲
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
　
「
忍
辱
」
と
は
、
俊
蔭
と
の
別
れ
、
更
に
は
そ
の
原
因
と
も
な
っ
た

遣
唐
使
に
任
じ
た
朝
廷
の
行
為
に
対
し
て
、
俊
蔭
の
父
母
が
耐
え
忍
ん
で
い
る

と
い
う
意
味
で
の
　
「
忍
辱
」
で
あ
り
、
苦
難
に
対
し
て
怒
り
を
起
こ
き
ぬ
よ
う

忍
辱
波
羅
蜜
を
修
行
す
る
菩
薩
を
重
ね
た
、
仏
教
的
な
重
み
を
持
っ
た
「
忍
辱
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
忍
辱
の
父
母
」
　
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
勅
命
に
従
い
、

血
の
涙
を
流
し
て
我
が
子
を
異
国
へ
と
送
り
出
し
た
俊
蔭
の
父
母
の
、
た
と
え

嘆
き
や
悲
し
み
が
深
く
と
も
恨
み
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
日
本
で
必
死
に
耐

え
、
「
忍
辱
」
　
の
修
行
を
す
る
か
の
よ
う
な
姿
な
の
で
あ
る
。
F
大
智
度
論
」

（10）

巻
第
十
四
に
、
「
悲
よ
り
眠
（
怒
り
や
憎
し
み
）
　
を
出
さ
ば
、
悲
を
減
す
る
の

毒
と
為
、
特
に
相
ひ
宜
し
か
ら
ず
」
と
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
、
恨
み
を
起
こ

さ
な
い
と
い
う
要
素
が
あ
っ
て
こ
そ
、
全
身
が
怒
り
に
包
ま
れ
た
存
在
で
あ
る

阿
修
羅
の
心
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

更
に
国
王
と
い
う
点
に
着
目
す
る
と
、
先
に
仏
が
語
っ
た
中
に
暴
虐
な
国
王

に
対
す
る
仙
人
の
施
行
が
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
関
連
が
あ
る
と
思
わ

（‖）

れ
る
説
話
が
冒
一
宝
絵
し
上
巻
第
三
「
忍
辱
披
羅
蜜
」
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ

は
、
忍
辱
仙
人
が
暴
虐
な
歌
利
王
に
四
肢
や
耳
・
鼻
を
削
が
れ
な
が
ら
も
、
怒

り
恨
む
こ
と
な
く
耐
え
忍
び
、
最
後
に
国
王
を
改
心
さ
せ
る
と
い
う
説
話
で
あ

り
、
国
王
に
対
す
る
「
忍
辱
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
忍
辱
仙
人
」
あ
る
い
は

「
忍
辱
仙
」
　
の
語
は
　
「
宝
物
集
J
　
『
法
華
百
座
間
書
抄
」
　
「
私
宋
百
因
縁
集
」

r
三
回
伝
記
」
な
ど
に
見
ら
れ
、
『
日
本
三
代
実
録
」
巻
五
　
（
清
和
天
皇
）
貞

観
三
年
（
八
六
二
　
三
月
十
四
日
の
条
に
も
、
東
大
寺
大
仏
供
養
に
お
け
る
文

章
博
士
菅
原
是
善
の
願
文
中
に
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
王
の
悪
し
き
所
業
を
仏
の
力
を
借
り
て
忍
ぶ
と
い
う
の
は
、
F
法

華
経
」
　
に
も
説
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

国
王
・
大
臣
・
婆
羅
門
こ
盾
士
及
び
余
の
比
丘
衆
に
向
い
て
誹
誘
し
、
わ
が

悪
を
説
き
て
r
是
れ
邪
見
の
人
な
り
外
道
の
論
議
を
説
く
な
り
」
と
謂
わ
ん
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も
わ
れ
等
は
、
仏
を
敬
い
た
て
ま
つ
る
が
故
に
悉
く
こ
の
諸
の
悪
を
忍
ば
ん
。（12）

（
巻
第
五
・
勒
持
品
第
十
三
）

こ
の
他
、
「
日
本
霊
異
記
」
上
巻
第
六
「
観
音
菩
薩
を
憑
み
念
じ
ま
つ
り
て

現
報
を
得
る
緑
」
も
参
考
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
説
話
は
、
法
師
が

心
に
念
じ
た
観
音
菩
薩
が
翁
と
な
っ
て
現
れ
、
川
を
渡
し
て
も
ら
う
と
い
う
話

（13）

で
あ
り
、
俊
蔭
波
斯
国
漂
着
場
面
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
こ
の
法
師
の
「
忍
辱
」
が
人
一
倍
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
唐
の
帝
に
重

用
さ
れ
た
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。

「
忍
辱
」
に
は
、
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恨
み
の
種
が
奥
に
潜
ん
で
お
り
、



そ
れ
故
、
耐
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
国
王

や
帝
と
い
っ
た
時
の
権
力
者
の
姿
が
大
き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
と
い
え
、

T
っ
つ
ほ
物
語
」
に
あ
っ
て
は
、
遣
唐
使
と
し
て
俊
蔭
を
危
険
な
旅
に
送
り
出

し
た
帝
に
対
し
て
、
「
忍
辱
」
の
心
で
耐
え
続
け
る
父
母
と
い
う
構
図
が
描
か

れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

二
　
受
け
継
が
れ
る
「
忍
辱
」

怒
れ
る
阿
修
羅
に
父
母
の
「
忍
辱
」
を
説
い
た
俊
蔭
で
あ
っ
た
が
、
自
身
が

辿
っ
て
来
た
道
も
ま
た
「
敵
し
き
巌
、
焔
出
づ
る
ま
で
、
獣
の
激
し
き
中
を
分

け
出
づ
る
時
は
、
焔
は
炎
熱
く
、
剣
は
脛
を
貫
き
、
悪
を
含
め
る
毒
蛇
に
向
か

ひ
て
」
走
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
r
往
生
要
集
」
巻
上
「
大

文
節
「
厭
離
税
土
」
に
は
、
隕
怒
の
心
を
持
つ
閤
羅
人
に
よ
っ
て
送
ら
れ
た

阿
鼻
城
に
、
炎
が
溢
れ
、
剣
の
よ
う
な
牙
を
持
つ
狗
が
控
え
、
大
蛇
が
葦
を
吐

き
な
が
ら
悉
く
様
が
括
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
r
大
智
皮
諭
し
巻
第
十
四
に
は

「
瞑
意
の
人
は
、
皆
へ
ば
毒
蛇
の
如
く
」
、
巻
第
十
六
に
は
「
隕
意
偏
に
多
き

は
、
毒
蛇
・
蝮
・
鴫
・
蚊
・
蜂
・
百
足
な
ど
の
毒
を
含
む
の
晶
を
受
く
」
と
い

う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
俊
蔭
は
激
し
い
怒
り
（
瞑
意
）
　
の
炎
が
燃
え
さ
か
る
地

を
駆
け
抜
け
た
果
て
に
阿
修
羅
と
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
仏
は
、
俊
蔭
と
と
も

に
琴
に
合
わ
せ
て
阿
弥
陀
三
昧
を
念
じ
て
い
た
天
人
の
七
人
の
子
に
「
あ
さ
ま

し
か
り
し
瞑
意
の
報
い
」
の
た
め
に
国
土
の
衆
生
と
な
っ
た
因
縁
を
説
い
て
い

る
。
「
瞑
意
」
は
、
心
に
叶
わ
な
い
も
の
に
対
し
て
憎
み
怒
る
こ
と
で
あ
る
。

「
忍
辱
」
を
会
得
す
る
の
に
「
眠
意
」
の
減
却
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
阿
修

、Hl

羅
が
俊
蔭
に
書
写
せ
よ
と
課
し
た
r
大
般
若
披
羅
蜜
多
経
」
に
も
み
ら
れ
る
。

若
し
苦
薩
摩
討
薩
無
上
正
等
菩
提
を
詔
せ
ん
と
欲
せ
ば
他
の
有
情
の
種
種

の
詞
罵
毀
語
の
言
説
に
於
て
応
に
深
く
忍
受
す
べ
し
。

盆
意
恨
の
心
を
発

起
す
べ
か
ら
ず
。
　
　
　
　
（
巻
五
八
九
・
第
十
三
安
忍
波
羅
蜜
多
分
）

（15）

ま
た
、
r
往
生
要
集
」
巻
中
・
大
文
第
五
に
、
「
無
量
劫
の
中
に
も
ろ
も
ろ
の

善
を
修
行
す
と
も
、
安
忍
の
力
及
び
智
慧
の
眼
な
く
は
、
一
念
の
睨
火
に
焼
滅

し
て
余
す
こ
と
な
け
ん
。
」
「
忍
辱
の
光
を
放
ち
て
隕
意
の
罪
を
滅
し
た
ま
へ
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
俊
蔭
の
旅
は
、
「
眼
意
」
を
耐
え
忍

ぶ
旅
、
す
な
わ
ち
我
が
身
の
「
忍
辱
」
に
つ
い
て
も
試
さ
れ
る
旅
で
あ
っ
た
と

も
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

試
練
を
潜
り
抜
け
て
秘
琴
を
授
か
っ
た
俊
蔭
は
、
仏
の
言
辞
を
胸
に
帰
朝
す

る
。
俊
蔭
が
身
を
慎
む
姿
は
「
か
た
ち
・
有
様
、
す
べ
て
、
人
に
す
ぐ
れ
た
れ

ば
、
F
我
も
、
我
も
」
と
、
娘
・
妹
持
ち
た
る
人
は
、
「
婿
に
せ
む
。
婿
に
せ
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む
」
と
呼
べ
ど
、
弘
の
、
淫
欲
の
罪
重
き
を
立
て
て
の
た
ま
ひ
し
か
ば
、

慎
み

て
の
み
過
ぐ
し
け
れ
ど
、
」
　
（
俊
蔭
二
一
〇
頁
）
　
と
い
う
〓
即
に
表
れ
る
。
し

か
し
天
人
か
ら
琴
の
一
族
の
始
祖
と
し
て
の
使
命
を
受
け
て
い
た
俊
蔭
は
、

「
一
世
の
源
氏
の
、
心
魂
人
に
す
ぐ
れ
給
へ
り
け
る
」
女
人
を
妻
に
し
、
娘
を

一
人
も
う
け
る
。
か
の
内
裏
で
の
弾
琴
は
、
娘
へ
の
奏
法
伝
授
に
入
る
直
前
の

出
来
事
で
あ
っ
た
。
俊
蔭
は
「
学
士
を
変
へ
て
、
琴
の
師
を
仕
う
ま
つ
れ
。
春

宮
、
悟
り
あ
る
皇
子
な
り
。
物
の
師
せ
む
人
の
鞋
い
た
す
べ
き
皇
子
に
あ
ら
ず
。



心
に
入
れ
て
、
残
す
手
な
く
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ら
ば
、
納
言
の
位
賜
は
せ
む
」

と
い
う
帝
の
こ
と
ば
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
訴
え
る
。

「
歳
い
と
き
な
き
ほ
ど
に
、
父
母
を
離
れ
て
、
唐
土
へ
渡
さ
れ
ぬ
。
仇
の

風
・
大
い
な
る
波
に
標
は
さ
れ
て
、
知
ら
ぬ
国
に
打
ち
寄
せ
ら
る
。
探
き
悲

u
叫
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
な
し
。
か
ら
く
し
て
帰
り
ま
う
で
来
る
に
、
父
母

滅
び
て
、
む
な
し
き
宿
を
の
み
見
る
。
昔
、
宣
旨
に
通
ひ
て
、
度
々
の
試
み

を
賜
は
り
て
、
唐
土
に
渡
さ
れ
ぬ
。
父
母
あ
ひ
見
ず
し
て
、
長
く
別
れ
て
、

悲
し
び
は
あ
ま
り
あ
り
と
言
へ
ど
も
、
学
び
仕
う
ま
つ
る
勇
み
は
な
し
。
み

さ
い
の
罪
に
は
あ
た
る
と
も
、
こ
の
琴
は
学
び
仕
う
ま
つ
ら
じ
」

（
俊
蔭
　
二
一
頁
）

こ
こ
で
俊
蔭
は
、
宣
旨
が
招
い
た
父
母
へ
の
不
孝
を
語
る
が
、
口
に
す
る
の
が
「
悲

【16）

し
び
」
で
あ
り
「
恨
み
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
日
加
田
さ
く
を
氏
は
こ

の
箇
所
に
つ
い
て
「
渡
さ
れ
ぬ
」
と
い
う
受
け
身
表
現
に
こ
も
る
恨
み
を
指
摘

し
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
更
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と
ば
と
し
て
「
悲
し

ぴ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
。
俊
蔭
の
遣
唐
使
と
し
て
の
出
発
に
際
し

て
も
「
父
母
悲
し
む
こ
と
、
さ
ら
に
啓
ふ
べ
き
方
な
し
」
「
父
母
・
俊
蔭
が
悲

し
び
思
ひ
や
る
べ
し
」
と
、
悲
し
み
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
俊
蔭
の
悲
し
み
は

父
母
の
悲
し
み
と
重
な
り
、
俊
蔭
も
ま
た
父
母
と
同
じ
く
耐
え
忍
ぶ
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
悲
し
み
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
の
み
が
そ
の
ま
ま
勅
命
拒
否
に
繋
が

る
と
す
る
の
は
慎
重
を
要
す
る
。
こ
こ
に
は
、
琴
が
持
つ
霊
力
も
合
わ
せ
て
考

（17）

慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
林
賛
氏
は
、
「
瓦
砕
け
雪
降
る
」
と
い
う
杏
瑞

（柑）

課
が
「
韓
非
子
j
　
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
同
話
は
晋
の
平

公
が
楽
師
の
暁
に
清
角
と
い
う
琴
曲
を
弾
か
せ
た
際
に
「
玄
雲
有
っ
て
、
西
北

従
り
起
る
。
再
び
之
を
奏
づ
る
に
、
大
風
至
り
、
大
雨
之
に
随
ひ
、
椎
幕
を
裂

き
、
坦
豆
を
破
り
、
廊
瓦
を
㌍
し
、
坐
者
散
走
す
。
」
と
い
う
奇
瑞
が
生
じ
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、
表
面
的
な
奇
瑞
の

表
現
の
類
似
で
は
な
く
、
奇
瑞
葦
が
含
む
負
の
面
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
同
語

で
は
、
奇
瑞
の
後
「
平
公
恐
催
し
、
廊
室
の
間
に
伏
す
。
晋
国
大
い
に
早
り
、

赤
地
た
る
こ
と
三
年
、
平
公
の
身
は
遂
に
癌
病
す
。
」
と
い
う
事
態
に
な
っ
た

と
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
原
因
と
な
っ
た
の
が
平
公
の
徳
の
薄
さ
で
あ
る
と

説
か
れ
る
。
活
角
の
曲
を
強
い
る
平
公
に
師
喋
が
「
今
吾
が
君
徳
薄
く
、
之
を

聴
く
に
足
ら
ず
、
之
を
聴
か
ば
恐
ら
く
は
将
に
敗
あ
ら
む
と
す
」
と
警
告
し
た

の
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
結
果
招
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
説
話
を
下
敷
き

に
r
う
つ
ほ
物
語
」
を
考
え
る
と
、
帝
は
脊
瑞
に
驚
き
俊
蔭
を
琴
の
師
と
し
て

迎
え
よ
う
と
す
る
が
、
こ
こ
で
帝
が
目
を
と
ど
め
て
い
る
の
は
、
奇
瑞
の
芸
術

性
の
み
で
あ
る
。
弾
奏
に
込
め
ら
れ
た
、
奏
法
を
得
る
に
至
っ
た
俊
蔭
の
苦
難

（19）

や
仏
の
出
現
を
も
招
い
た
力
に
は
、
全
く
気
付
い
て
い
な
い
。
三
田
村
雅
子
氏

は
、
「
そ
れ
程
ま
で
に
理
解
と
賞
講
を
惜
し
ま
な
い
天
皇
を
前
に
、
奏
法
の
伝

授
と
い
う
王
権
の
緊
張
的
な
あ
り
方
が
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿

で
は
帝
の
こ
と
ば
を
理
解
の
無
さ
で
あ
る
と
捉
え
、
r
韓
非
子
」
　
で
語
ら
れ
る

元
）

所
の
徳
の
薄
さ
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
。
江
戸
英
雄
氏
は
、
同
じ
「
韓
非
子
J

の
逸
話
に
お
い
て
、
奇
瑞
が
含
む
否
定
的
な
面
に
着
目
し
て
、
「
ふ
み
の
道
」

22



を
疎
か
に
し
て
妄
り
に
琴
を
弾
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
俊
蔭
の
態
度
に
繋

が
る
根
拠
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
帝
の
徳
と
仏
法
に
対
す
る
造
詣
の

深
さ
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
。

仏
の
出
現
す
る
理
由
が
、
仏
法
を
理
解
さ
せ
広
め
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
い

（21〉

う
の
は
、
r
法
華
経
」
　
で
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
俊
蔭
が
説
か
れ

た
仏
の
教
え
が
、
単
に
俊
蔭
個
人
の
問
題
と
し
て
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
琴
を
持
ち
帰
っ
た
先
の
世
界
に
も
及
ん
で
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

云
）

r
長
阿
含
経
」
巻
二
十
二
・
戦
闘
品
に
「
我
れ
そ
の
時
に
忍
辱
を
習
修
し
、
卒

（
気
力
）
　
は
な
し
」
と
語
る
。
お
そ
ら
く
俊
蔭
は
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
内
裏
に
向
か

う
俊
蔭
の
胸
の
内
に
あ
る
の
が
「
今
は
、
わ
が
娘
、
物
習
ひ
っ
べ
き
ほ
ど
に
な

り
に
た
り
。
わ
が
身
を
捨
て
て
習
ひ
し
琴
、
こ
の
娘
に
習
は
さ
む
」
（
俊
蔭
・

二
〇
頁
）
と
い
う
娘
へ
の
伝
授
に
対
す
る
思
い
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か

る
。
自
ら
の
心
身
の
衰
え
を
悟
っ
て
い
た
俊
蔭
は
、
琴
の
一
族
と
し
て
の
役
割

を
娘
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
嵯
峨
帝
の
次
の
帝
で
あ
る
朱
雀
帝
は
、
当
時
俊
蔭

が
「
嘉
軍
は
、
わ
が
面
起
こ
し
つ
べ
き
子
な
り
。

こ
れ
が
手
よ
り
、
誰
も
誰

暴
を
行
は
ず
。
常
に
亦
、
能
忍
辱
者
を
称
讃
せ
り
。
若
し
有
智
の
人
我
が
道
を

弘
め
ん
と
欲
せ
ば
、
当
に
忍
黙
を
修
す
べ
し
。
盆
静
を
懐
く
こ
と
勿
れ
」
と
い

（刀）

う
仏
の
教
え
が
あ
り
、
r
大
智
度
論
J
巻
三
十
に
「
忍
は
l
切
出
家
の
力
た
り
、

能
く
諸
悪
を
伏
し
、
能
く
衆
中
に
於
て
奇
特
の
事
を
現
ず
。
」
と
あ
る
の
を
勘

案
す
る
と
、
忍
辱
の
徒
で
あ
る
俊
蔭
の
使
命
、
琴
の
一
族
と
し
て
の
役
割
が
、

持
ち
帰
っ
た
仏
の
教
え
を
帝
お
よ
び
そ
の
治
世
に
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
と
も

（24）

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
・
菩
薩
を
驚
か
し
た
琴
の
音
は
、
裟
婆
世
界
に
も

影
響
を
及
ぼ
す
力
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
仏
の
出
現
が
関
わ

る
以
上
、
奇
瑞
の
芸
術
性
の
み
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

菩
薩
の
出
現
と
、
「
忍
辱
」
が
菩
薩
の
修
行
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
も
、

（石）

関
連
性
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
俊
蔭
の
弾
奏
に
込
め
ら
れ
た
思
い
は
、
帝
に
届
か
な
か
っ
た
。
こ
こ

に
俊
蔭
の
悲
し
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。
俊
蔭
は
帝
に
「
学
び
仕
う
ま
つ
る
勇
み

も
習
ひ
取
れ
」
　
（
俊
蔭
・
五
四
頁
）
と
語
っ
て
い
た
こ
と
を
振
り
返
る
。
俊
蔭

は
、
自
ら
の
手
で
仏
の
教
え
を
帝
を
は
じ
め
世
の
人
々
に
広
め
る
気
力
は
も
は

や
残
っ
て
お
ら
ず
、
あ
る
の
は
娘
に
託
す
気
力
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
傑
蔭
女
の
弾
琴

こ
う
し
て
俊
蔭
の
「
忍
辱
」
は
、
娘
へ
と
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

父
亡
き
後
の
俊
蔭
女
と
そ
の
息
子
仲
忠
が
辿
る
道
も
ま
た
、
苦
難
に
満
ち
た
も

の
で
あ
っ
た
。
食
べ
物
に
も
困
る
程
に
零
落
し
た
母
子
は
北
山
の
う
つ
ほ
に
移

り
住
む
。
う
つ
ほ
に
至
る
仲
忠
の
孝
子
課
に
つ
い
て
は
す
で
に
典
拠
が
提
示
さ

れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
注
目
す
る
の
は
仲
忠
が
う
つ
ほ
を
見
つ
け
た
場
面
で
あ

る
。
仲
忠
は
う
つ
ほ
を
ね
ぐ
ら
と
し
て
い
た
「
厳
め
し
き
牝
能
・
牡
熊
」
が
襲

い
か
か
る
の
に
対
し
て
、
自
分
の
孝
心
を
語
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
以
下

の
一
節
が
あ
る
。
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（
自
分
ガ
）
む
な
し
く
な
り
な
ば
、
報
星
い
た
づ
ら
に
な
り
給
ひ
な
む
。

お
の
が
身
の
内
に
、
親
を
養
は
む
に
用
な
き
所
あ
ら
ば
、
施
し
奉
る
べ
し
。

足
な
く
は
、
い
づ
く
に
て
か
歩
か
む
。
手
な
く
は
、
何
に
て
か
、
木
の

実
・
葛
の
根
を
も
掘
ら
む
。
口
な
く
て
は
、
い
づ
こ
よ
り
か
、
魂
通
は
む
。

腹
・
胸
な
く
は
、
い
づ
く
に
か
、
心
の
あ
ら
む
。
こ
の
中
に
い
た
づ
ら
な

る
所
は
、
耳
の
端
・
鼻
の
峰
な
り
け
り
。
こ
れ
を
、
山
の
王
に
施
し
奉
る
。

（
俊
蔭
　
三
九
頁
）

荒
ぶ
る
熊
に
涙
を
流
し
て
訴
え
る
仲
忠
の
姿
は
、
阿
修
羅
に
対
時
し
た
俊
蔭
の

姿
と
重
な
る
の
で
あ
る
が
、
先
に
指
摘
し
た
「
三
宝
絵
」
忍
辱
仙
人
の
説
話
も

想
起
さ
せ
る
。
た
だ
、
忍
辱
仙
人
の
場
合
は
、
暴
虐
な
歌
利
王
に
自
分
の
肉
体

す
べ
て
を
差
し
出
し
た
。
こ
こ
で
仲
忠
が
俊
蔭
女
を
思
っ
て
、
自
分
の
身
の
中

で
不
必
要
な
部
分
は
「
耳
の
端
・
鼻
の
峰
」
の
み
で
あ
り
、
後
は
す
べ
て
母
を

養
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
訴
え
た
と
こ
ろ
に
、
r
う
つ
ほ
物
語
」
　
の
孝
心
の

（26）

思
想
が
窺
え
、
r
孝
経
」
に
説
か
れ
る
「
身
佗
髪
膚
、
之
を
父
母
に
受
く
。
敢

て
毀
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
め
な
り
。
」
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

俊
蔭
女
と
仲
忠
は
、
秘
琴
の
力
に
よ
っ
て
東
国
兵
の
来
襲
を
切
り
抜
け
、
北

山
の
う
つ
ほ
か
ら
都
へ
と
戻
る
こ
と
と
な
る
。
東
国
兵
の
来
襲
に
つ
い
て
は
、

（㌘）

三
谷
栄
一
氏
が
平
将
門
の
乱
な
ど
を
意
識
し
た
も
の
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る

が
、
「
忍
辱
の
鎧
」
と
の
関
わ
り
も
可
能
性
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
。
「
忍
辱

の
鎧
」
は
「
法
華
経
」
観
持
品
に
も
み
ら
れ
る
が
、
「
大
智
度
諭
し
に
「
忍
は

大
鎧
た
り
、
衆
兵
加
は
ら
ず
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
非
力
な
俊
蔭
女
と

仲
忠
を
、
秘
琴
に
込
め
ら
れ
た
忍
辱
が
鎧
と
な
っ
て
守
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。

秘
琴
の
力
に
守
ら
れ
た
俊
蔭
女
に
は
、
都
に
戻
っ
て
か
ら
も
望
む
と
望
ま
ざ

る
と
に
関
わ
ら
ず
秘
琴
が
つ
い
て
ま
わ
る
こ
と
に
な
る
。
朱
雀
帝
の
御
前
に
お

け
る
弾
奏
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
だ
っ
て
、
仲
忠
の
弾
琴
拒
否
が
描
か
れ

る
が
、
こ
れ
は
俊
蔭
に
よ
り
近
い
手
を
持
つ
俊
蔭
女
の
弾
琴
を
導
く
場
が
設
け

元
）

ら
れ
た
こ
と
に
主
眼
を
お
い
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
三
上
蒲
氏
は
、
仲
忠
弾
琴

拒
否
が
俊
蔭
漂
泊
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
帝
批
判
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
面
が
俊
蔭
女
の
弾
琴
を
導
い
て
い
る
以

上
、
仲
忠
の
弾
琴
拒
否
に
伴
う
挿
話
は
、
俊
蔭
を
想
起
す
る
と
い
う
役
割
の
重

さ
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
朱
雀
帝
は
、
俊
蔭
の
手
を
「
昔
の
故
朝
臣
の
仕
う

ま
つ
ら
れ
し
手
と
等
し
く
な
む
あ
り
け
る
。
」
　
（
内
侍
の
か
み
・
四
二
九
頁
）

と
評
し
、
ま
た
仲
忠
の
手
が
「
物
の
興
な
む
恩
ほ
え
し
」
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
「
よ
ろ
づ
物
の
あ
は
れ
な
む
思
ひ
出
で
ら
れ
、
昔
の
人
の
声
な
ど
忠
は
え
、

古
き
心
ざ
し
の
探
か
り
し
さ
へ
な
む
思
ひ
出
で
ら
れ
け
る
。
心
細
く
あ
は
れ
な

る
こ
と
は
、
飽
く
ま
で
、
お
も
と
に
な
む
遊
ば
し
け
る
。
」
　
（
同
頁
）
　
も
の
で

あ
る
こ
と
を
感
じ
取
る
。

弾
奏
を
終
え
た
俊
蔭
女
に
朱
雀
帝
は
以
下
の
よ
う
に
語
る
。
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「
年
ご
ろ
過
ぐ
し
け
る
こ
と
は
、
嘆
き
て
も
、
効
な
し
。
今
よ
り
だ
に
、

な
は
、
よ
ろ
し
か
ら
む
節
会
ご
と
に
、
す
べ
て
、
節
会
一
つ
に
、
手
一
手

づ
つ
遊
ば
せ
。
ま
た
、
節
会
な
ら
ず
と
も
、
春
・
秋
の
草
木
の
盛
り
の
見

所
あ
ら
む
夕
暮
れ
な
ど
に
、
な
は
、
面
白
か
ら
む
手
遊
ば
し
て
開
か
せ
給



へ
。
わ
い
て
も
、
千
年
が
内
に
出
で
釆
む
節
会
ご
と
に
遊
ば
す
と
も
、
こ

の
御
手
の
尽
く
べ
き
こ
と
の
な
き
な
む
、
あ
は
れ
な
り
け
る
。
人
の
代
は

限
り
あ
る
も
の
を
、
お
の
が
限
り
に
し
て
、
手
ど
も
の
千
歳
に
尽
き
む
こ

と
の
難
き
こ
と
。
承
り
さ
し
て
世
の
変
は
ら
む
は
、
あ
は
れ
、
後
ろ
め
た

き
こ
と
。
r
い
か
で
か
、
そ
こ
に
も
こ
こ
に
も
、
万
歳
の
命
・
齢
も
が
な
」

と
こ
そ
恩
へ
。

千
歳
経
る
松
よ
り
出
づ
る
風
の
音
は
誰
か
常
磐
に
聞
か
む
と
す
ら
む
」
。

（
内
侍
の
か
み
　
四
三
三
頁
）

俊
蔭
女
に
、
今
後
季
節
の
折
々
に
弾
奏
し
て
欲
し
い
と
頼
む
朱
雀
帝
の
姿
に

は
、
俊
蔭
女
の
琴
の
一
族
と
し
て
の
立
場
、
す
な
わ
ち
秘
伝
を
守
っ
て
い
く
家

の
立
場
を
認
め
、
尊
重
す
る
と
い
う
意
志
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
俊
蔭
の
弾
琴

に
芸
術
性
の
み
を
感
じ
、
即
座
に
、
皇
室
に
伝
接
せ
よ
と
望
ん
だ
嵯
峨
帝
の
皇

室
第
一
の
強
引
な
姿
勢
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
朱
雀
帝
は
、
俊
蔭
女
に
「
人
の

云
）

齢
と
言
ふ
も
の
、
は
か
な
き
も
の
な
り
」
（
内
侍
の
か
み
・
三
八
〇
頁
）
と
語

る
。
世
の
無
常
に
思
い
至
る
朱
雀
帝
は
、
弾
琴
が
内
包
す
る
思
い
を
解
す
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
俊
蔭
が
果
た
せ
な
か
っ
た
使
命
の
第
一
歩
が
、
俊
蔭
女
の

手
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

四
　
京
極
楼
に
お
け
る
弾
琴

琴
の
一
族
の
奏
法
伝
授
は
、
仲
忠
の
娘
い
ぬ
官
に
至
る
。
そ
の
伝
授
完
了
に

際
し
、
京
極
邸
に
お
い
て
俊
蔭
女
と
い
ぬ
宮
に
よ
る
弾
琴
披
露
が
催
さ
れ
る

が
、
場
に
臨
ん
で
、
俊
蔭
女
の
胸
中
は
揺
れ
に
揺
れ
た
。
か
の
天
人
に
よ
っ
て

名
付
け
ら
れ
た
名
琴
波
斯
風
を
前
に
躊
躇
を
重
ね
る
俊
蔭
女
の
姿
を
め
ぐ
っ
て

（刀）

は
、
西
本
香
子
氏
が
、
俊
蔭
の
遺
言
の
重
さ
に
規
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必

ず
し
も
溝
を
持
し
て
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か

し
、
本
稿
で
は
、
躊
躇
し
な
が
ら
も
何
故
俊
蔭
女
が
波
斯
風
を
弾
奏
し
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
。
そ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
こ
の
場
に
欠
け
て

（31）

い
る
時
の
帝
の
存
在
意
義
で
あ
る
。
三
田
村
雅
子
氏
は
、
現
在
の
天
皇
が
除
外

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
天
皇
の
前
で
は
弾
か
な
い
と
い
う
琴
の
原
則
が

貫
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
俊
蔭
女
の
奏
で
る
琴
の
音

が
、
帝
に
届
く
と
い
う
事
実
を
重
く
受
け
止
め
る
。
帝
は
、
内
裏
ま
で
響
き
渡

る
琴
の
音
に
驚
き
、
そ
の
出
所
を
求
め
て
使
者
を
走
ら
せ
る
と
い
う
形
で
こ
の

場
に
加
わ
る
。
帝
が
、
内
裏
に
届
く
調
べ
に
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
棟
は
、
以
下
の

よ
う
に
描
か
れ
る
。
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帝
、
限
り
な
く
あ
は
れ
に
思
さ
れ
て
、
「
か
つ
は
、
物
の
変
化
に
や
」

と
ま
で
思
せ
ど
、
涙
落
と
さ
せ
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
高
き
も
、
さ
ら
ぬ

も
、
候
ひ
給
ふ
御
乳
母
・
内
侍
・
命
婦
・
蔵
人
、
下
の
品
の
も
、
泣
く
泣

く
、
あ
は
れ
が
り
、
「
あ
や
し
」
と
思
ふ
。
上
は
、
端
に
出
で
さ
せ
給
ひ

て
、
眺
め
さ
せ
給
ふ
。
人
々
も
、
候
ふ
。
雲
の
気
色
も
例
に
似
ず
、
あ
は

れ
な
る
声
の
聞
こ
ゆ
る
こ
と
、

よ
ろ
づ
の
こ
と
深
く
思
ふ
心
、

皆
忘
れ
て
、

た
だ
ひ
と
へ
に
も
の
悲
し
う
、

世
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
の
み
思
ほ
ゆ
。

（
楼
の
上
・
下
　
九
三
〇
頁
）



俊
蔭
女
の
琴
の
音
は
、
物
に
対
す
る
執
着
す
な
わ
ち
貪
欲
（
三
毒
の
一
つ
）
を

滅
し
、
無
我
の
境
地
に
至
ら
せ
る
。
内
裏
か
ら
離
れ
た
場
所
か
ら
の
仏
法
の
顕

（刀）

示
が
届
く
と
い
う
の
は
、
百
本
霊
異
記
」
中
巻
「
摂
の
神
王
の
蹄
の
光
を
放

ち
、
奇
し
き
表
を
示
し
て
現
報
を
得
る
緑
・
第
二
十
二
に
み
ら
れ
る
。
こ
の

説
話
は
、
聖
武
天
皇
の
御
代
、
内
裏
に
届
く
光
に
「
天
皇
驚
き
怪
し
ぴ
、
債
を

選
は
し
て
看
し
め
た
ま
ふ
」
と
こ
ろ
、
一
人
の
優
婆
塞
が
仏
像
の
脚
に
縄
を
掛

け
て
引
っ
張
り
、
昼
夜
念
じ
て
い
た
寺
に
行
き
着
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
天

皇
は
こ
の
奇
瑞
を
慎
み
敬
い
、
東
大
寺
の
発
願
建
立
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、

「
う
つ
ほ
物
語
」
に
お
い
て
も
、
京
極
邸
で
は
な
く
内
裏
か
ら
帝
が
音
を
聞
き

つ
け
る
こ
と
に
、
国
土
を
治
め
る
主
で
あ
る
時
の
帝
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
物
語
は
決
し
て
、
帝
を
除
外
し
て
俊
蔭
一
族
の
琴
の
閉
鎖
性
の
み

を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
r
う
つ
ほ
物
語
」
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
、
時
の
帝
の
心

を
動
か
す
場
面
が
、
俊
蔭
女
の
弾
琴
躊
躇
と
、
波
斯
風
弾
奏
と
の
間
に
挟
み
込

ま
れ
る
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
上
帝
の
心
が
京

極
邸
に
向
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
俊
蔭
女
の
弾
奏
が
始
ま
る
と
い
う
事
実
は
、

弾
奏
の
力
が
今
上
帝
の
治
世
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え

る
。
そ
こ
で
見
過
ご
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
が
、
帝
の
使
者
が
京
極
邸
に
辿
り

着
い
た
場
面
に
お
け
る
、
京
極
邸
側
の
人
々
の
対
応
で
あ
る
。

（
内
裏
カ
ラ
ノ
使
者
ハ
）
か
ら
う
し
て
参
り
て
、
御
階
の
下
に
て
、
「
啓

せ
む
」
と
思
ふ
に
、
楽
の
声
、
琴
の
響
き
に
、
聞
き
つ
け
給
ふ
べ
く
も
あ

ら
ず
。
し
ひ
て
、
声
の
限
り
を
出
だ
し
て
、
「
蔵
人
の
少
将
藤
原
宣
方
、

内
裏
よ
り
候
ふ
」
と
申
す
。
尚
侍
、
と
く
聞
き
つ
け
給
ひ
て
、
琴
を
弾
き

l
・
育
・
t
t
且

や
み
給
ふ
。
上
た
ち
、
聞
き
つ
け
さ
せ
給
ひ
て
、
「
何
ぞ
」
と
間
は
せ
給
ふ
。

（
楼
の
上
・
下
　
九
三
一
頁
）

に
ぎ
や
か
な
楽
の
音
が
溢
れ
る
京
極
邸
に
紛
れ
込
ん
だ
帝
の
使
者
に
い
ち
早
く

気
付
く
の
は
、
他
で
も
な
い
俊
蔭
女
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
嵯
峨

院
と
朱
雀
院
の
更
な
る
弾
琴
説
得
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
嵯
峨
院

は
「
さ
ら
に
、
今
宵
な
む
、
つ
ゆ
、
心
地
に
思
ふ
こ
と
な
く
お
ほ
ゆ
る
。
（
略
）

こ
の
琴
の
声
に
な
む
、
よ
に
心
も
な
く
、
物
お
ぼ
え
つ
る
に
、
今
宵
な
む
、

r
天
も
、
か
く
や
あ
ら
む
」
と
お
は
ゆ
る
」
と
、
自
ら
の
心
を
語
る
。
そ
れ
以

前
の
嵯
峨
院
は
、
「
こ
れ
を
聞
か
せ
給
は
で
、
後
の
長
き
世
に
、
人
に
聞
か
せ

給
は
ば
、
世
の
中
に
恨
み
と
な
む
す
べ
き
」
（
九
二
七
頁
）
と
俊
蔭
女
を
責
め

て
お
り
、
こ
の
態
度
の
変
化
が
、
波
斯
風
弾
奏
へ
と
繋
が
る
も
の
と
受
け
取
ら

れ
よ
う
。
嵯
峨
院
の
心
は
、
そ
の
こ
と
ば
に
あ
る
よ
う
に
物
思
い
か
ら
解
放
さ

れ
、
自
ら
天
界
の
住
人
に
な
っ
た
か
の
如
く
感
じ
て
い
る
。
俊
蔭
女
は
、
今
上

帝
に
届
く
琴
の
昔
と
、
嵯
峨
院
の
心
の
変
化
を
契
機
に
し
て
、
波
斯
風
弾
奏
に

臨
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

俊
蔭
女
の
弾
琴
の
消
極
性
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
俊
蔭
女
が
弾
奏
を
途
中
で
止
め
、
い
ぬ
宮
に
交
代
す
る

と
い
う
話
題
転
換
が
持
つ
意
味
で
あ
る
。
俊
蔭
女
と
仲
忠
の
手
を
受
け
継
い
だ

い
ぬ
宮
は
、
仲
忠
を
凌
ぐ
手
を
持
つ
程
に
成
長
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
琴
の
一
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族
の
後
継
者
と
し
て
充
分
な
資
質
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
同
時
に
、

琴
が
内
包
す
る
一
族
の
因
縁
も
受
け
継
ぐ
存
在
と
な
る
こ
と
が
予
感
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
俊
蔭
女
は
、
父
俊
蔭
が
自
分
に
奏
法
を
伝
授
し
た
時
の
よ
う
に
、
自

V付［

ら
の
身
の
衰
え
を
悟
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
物
語
の
随
所
に
い
ぬ
宮

入
内
の
予
感
が
ほ
の
見
え
て
い
る
。
い
ぬ
宮
入
内
の
予
感
は
、
京
極
楼
で
の
い

ぬ
宮
弾
琴
と
織
り
重
な
っ
て
、
俊
蔭
も
俊
蔭
女
も
仲
忠
も
果
た
し
得
な
か
っ

た
、
時
の
帝
と
の
真
の
心
の
交
感
が
、
い
ぬ
宮
の
手
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の

（34）

で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
期
待
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

俊
蔭
女
は
、
京
極
楼
に
お
け
る
い
ぬ
官
へ
の
奏
法
伝
授
の
問
、
次
の
よ
う
に

父
俊
蔭
の
生
涯
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
る
。

「
世
の
中
を
見
れ
ば
、
言
ひ
知
ら
ぬ
人
も
、
し
か
あ
れ
ば
、
才
も
、
時
に
合

ひ
、
人
々
し
け
れ
ば
こ
そ
、
め
で
た
う
効
あ
れ
。
人
よ
り
殊
に
才
も
の
し
給

ひ
け
れ
ど
、
こ
こ
に
し
て
効
あ
る
こ
と
も
な
く
、
知
ら
ぬ
世
界
に
、
歳
若
う

し
て
行
き
伝
は
り
給
ひ
つ
つ
、
悲
し
き
目
の
限
り
を
見
給
ひ
て
、
多
く
の
年

を
経
給
ひ
て
帰
り
給
ひ
て
、
う
ち
阻
め
、
世
の
中
の
こ
と
飽
か
ぬ
こ
と
を
嘆

き
て
、
年
月
を
明
か
し
給
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
ま
た
、
頼
も
し
く
言
ひ
伝
へ
置

き
給
は
む
人
も
な
く
、
何
ご
と
も
、
わ
が
身
を
人
並
み
並
み
に
な
す
べ
き
こ

と
も
及
ば
ず
、
歳
高
う
な
り
、
心
細
く
お
ぼ
え
給
ひ
け
る
ま
ま
に
、
こ
れ
を
、

ま
た
、
嘆
き
と
し
給
ひ
て
、
十
六
年
の
問
、
多
く
の
涙
を
落
と
さ
せ
奉
り
て

生
ひ
立
ち
け
る
報
い
に
や
、
ま
た
知
ら
ず
、
悲
し
く
い
み
じ
き
目
を
見
せ
け

む
。
昔
よ
り
、
我
生
ま
れ
け
る
日
よ
り
、
な
く
な
り
給
ふ
ま
で
、
忠
し
け
る

や
う
、
あ
り
け
る
こ
と
ど
も
を
記
し
置
き
給
へ
る
日
記
は
、
肝
絶
え
て
矧
〕

引
こ
と
数
知
ら
ず
。
大
将
の
御
有
様
・
公
私
の
、
天
下
に
一
の
才
・
か
た

ち
‥
心
・
有
様
を
見
開
く
、
少
し
思
ひ
尉
苗
心
地
す
れ
ど
、
こ
れ
を
、
え
見

せ
開
か
せ
奉
ら
ぬ
、
悲
し
う
効
な
き
こ
と
。
い
か
な
る
人
か
、
帝
と
申
す
と

も
、
さ
ら
ぬ
人
も
、
八
、
九
十
余
ま
で
の
命
あ
り
て
、
め
で
た
き
末
の
世
を

も
、
飽
く
ま
で
見
給
ふ
、
あ
ら
む
。
心
憂
く
悲
し
く
も
あ
れ
」

（
楼
の
上
・
下
　
八
九
三
頁
）

こ
こ
で
も
傍
線
部
の
よ
う
に
、
父
を
思
う
俊
蔭
女
の
心
を
占
め
て
い
る
の
は

「
悲
し
み
」
で
あ
る
こ
と
に
注
E
し
た
い
。
俊
蔭
女
は
、
帝
を
含
め
て
、
人
間

の
寿
命
に
は
限
り
が
あ
り
、
思
い
の
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う

云
）

心
境
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
、
悟
り
の
境
地
に
一
歩
近
付
い
た
と
も
い
え
る
俊

蔭
女
の
奏
で
る
音
は
、
次
の
よ
う
な
力
を
発
揮
す
る
。
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h
L

恩
か
な
る
者
は
、
た
ち
ま
ち
に
、
心
聡
く
明
ら
か
に
な
り
、
怒
り
、
腹
立

ち
た
ら
む
者
は
、
心
や
は
ら
か
に
静
ま
り
、
荒
く
激
し
か
ら
む
風
も
、
静

か
に
な
り
、
病
に
沈
み
、
い
た
く
苦
し
か
ら
む
者
も
、
た
ち
ま
ち
に
病
怠

り
、
動
き
が
た
か
ら
む
者
も
、
こ
れ
を
閑
き
て
驚
か
ざ
ら
む

（
楼
の
上
・
下
　
九
三
三
頁
）

n
丸
1

江
戸
英
雄
氏
は
、
琴
を
演
奏
す
る
俊
蔭
女
の
心
情
に
、
仏
教
と
の
関
わ
り
が
兄

い
だ
せ
ず
、
弾
琴
の
後
に
菩
提
心
を
発
し
た
者
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
と
論
じ

て
お
ら
れ
る
が
、
傍
線
部
（
ア
）
で
は
三
毒
の
一
つ
で
あ
る
「
愚
痴
」
を
滅
し
、

傍
線
郡
（
イ
）
で
は
同
じ
く
「
眼
意
」
を
滅
す
る
と
い
う
仏
教
的
な
効
用
を
示



し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
昔
の
力
は
、
荒
ぶ
る
阿
修
羅
の
睨
意
を
鋭

め
て
忍
尋
の
心
を
起
こ
さ
し
め
た
俊
蔭
の
持
つ
力
と
も
重
な
る
の
で
あ
る
。

五
　
俊
蔭
一
族
と
皇
室

院
と
な
っ
た
か
つ
て
の
嵯
峨
帝
は
、
い
ぬ
宮
へ
の
奏
法
伝
授
開
始
を
報
告
す

る
た
め
参
上
し
た
仲
忠
を
前
に
、
俊
蔭
に
対
す
る
罪
の
意
識
を
語
る
。

い
と
心
強
う
、
心
探
か
り
し
人
に
て
、
朝
廷
を
恨
み
、
世
の
中
を
知
ら
で

な
む
、
身
を
も
心
づ
か
ら
沈
め
て
し
。
そ
の
折
の
大
臣
ど
も
の
、
r
こ
の

国
の
た
め
の
限
り
な
き
面
目
を
広
め
む
し
と
言
ひ
、
出
だ
し
立
て
し
こ
と

を
、
こ
こ
に
は
惜
し
み
思
ひ
し
効
な
く
、
我
一
人
に
恨
み
を
と
ど
め
ら
れ

に
L
に
な
む
、
今
に
、
飽
か
ず
あ
は
れ
に
忠
ふ
。
コ
こ
の
御
代
に
だ
に
、

か
の
勘
事
を
、
今
は
、
か
く
残
り
な
き
身
に
、
許
さ
れ
な
ぼ
や
。
い
か
に

う
れ
し
か
ら
む
」
と
な
む
も
の
し
っ
る
」
と
、
必
ず
伝
へ
ら
れ
よ
。

（
楼
の
上
・
上
　
八
五
九
頁
）

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
嵯
峨
院
が
俊
蔭
の
朝
廷
へ
の
「
恨
み
」
と
言
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。
「
恨
み
」
と
主
張
し
て
い
る
の
は
皇
室
側
で
あ
っ
た
。
俊

蔭
一
族
側
は
終
始
「
悲
し
み
」
と
表
現
し
て
お
り
、
こ
こ
に
両
者
の
受
け
取

り
方
の
組
折
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
俊
蔭
女
と
い
ぬ
宮
の
琴
の
競

演
が
終
わ
り
、
帝
に
宣
旨
を
要
請
す
る
嵯
峨
院
は
、
以
下
の
よ
う
に
奏
上
さ

せ
る
。

故
治
郎
卿
の
朝
臣
、
公
人
と
し
て
侍
り
し
跡
だ
に
。
身
を
朝
廷
に
従
へ
て
、

唐
土
の
使
に
ま
う
で
、
仇
の
風
に
会
ひ
て
、
多
く
の
年
、
父
母
の
顔
も
あ

ひ
見
ず
し
て
、
悲
し
き
日
を
見
て
、
た
ま
た
ま
帰
り
侍
り
て
後
、
同
じ
き

や
う
に
、
い
く
ぱ
く
も
侍
ら
ぬ
ほ
ど
に
な
く
な
り
侍
り
に
き
。

（
楼
の
上
・
下
　
九
三
八
頁
）

嵯
峨
院
は
、
大
団
円
に
至
っ
て
初
め
て
、
俊
蔭
の
「
悲
し
み
」
を
口
に
す
る
。

こ
の
変
化
は
、
俊
蔭
一
族
が
待
ち
望
ん
だ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、

こ
の
場
に
お
け
る
俊
蔭
女
の
波
斯
風
弾
奏
は
「
飽
く
ま
で
弾
」
　
い
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
い
ぬ
宮
に
託
さ
れ
た
琴
の
一
族
の
「
忍
辱
」
は
、
今
後
も
続
い
て

（37）

い
く
の
で
あ
る
。
朝
廷
を
恨
ん
で
隠
遁
し
た
丹
比
弥
行
の
琴
の
手
が
、
源
涼

に
伝
授
さ
れ
て
一
時
は
伸
忠
と
肩
を
並
べ
る
程
の
力
を
誇
っ
て
い
な
が
ら
も
、

結
局
は
涼
の
代
で
途
絶
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
が
物
語
で
予
感
さ
れ
て
い

る
の
は
、
皇
室
に
対
す
る
両
者
の
在
り
方
の
違
い
を
示
し
て
い
る
と
も
受
け
取

ら
れ
る
。
時
の
帝
や
そ
の
治
世
か
ら
逃
げ
る
の
で
は
な
く
、
常
に
意
識
し
、
忍

ぶ
べ
き
時
に
は
忍
び
、
よ
り
良
い
世
界
を
追
求
す
る
力
と
な
る
た
め
に
皇
室
に

働
き
か
け
る
こ
と
が
、
婆
婆
世
界
の
琴
の
一
族
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
り
因

縁
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

r
う
つ
ほ
物
語
」
に
お
い
て
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
秘
琴
を
問
に
置
い
た

俊
蔭
一
族
と
皇
室
と
の
関
係
が
描
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
俊
蔭
一

族
の
秘
琴
が
た
だ
芸
術
性
の
み
を
備
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
的
な
因
縁
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が
内
包
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
事
実
は
、
背
景

と
な
る
平
安
賛
族
社
会
の
仏
教
事
情
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
平
雅

（37）行
氏
は
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
約
一
世
紀
が
、
浄
土
教

発
達
史
に
お
け
る
一
応
の
画
期
で
あ
る
と
考
察
す
る
。
r
う
つ
ほ
物
語
J
が
書

か
れ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
真
っ
直
中
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
に
お

け
る
王
法
と
仏
法
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
そ
の
ま
ま
物
語
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
平
氏
は
、
こ
の
時
期
に
「
貴
族
社
会
に
お
い
て
念
仏
を
唱
え
る
こ
と

が
、
一
種
の
風
俗
と
し
て
定
着
し
っ
つ
あ
っ
た
」
と
し
、
空
也
の
貴
族
社
会
へ

の
強
い
影
響
を
み
て
お
ら
れ
る
。
俊
蔭
が
、
披
斯
国
で
の
西
方
へ
の
旅
の
果
て
、

浄
土
の
楽
の
声
が
聞
こ
え
る
山
で
行
っ
た
の
も
、
七
日
七
夜
の
阿
弥
陀
三
昧
で

あ
っ
た
。
空
也
に
着
目
す
る
と
、
r
三
宝
絵
」
作
者
で
あ
る
源
為
憲
は
完
工
也

諌
」
を
著
し
て
い
る
。
同
じ
く
為
憲
の
「
口
遊
」
に
は
「
念
阿
弥
陀
仏
。
陰
干

劫
罪
不
堕
寒
氷
地
獄
。
」
と
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
の
貴
族

社
会
に
占
め
る
重
要
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ま
た
為
憲
に
関
し
て
付
け
加
え

る
と
、
r
口
遊
」
に
は
「
六
披
羅
蜜
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
「
安
忍

波
羅
蜜
」
の
文
字
も
見
え
る
。
「
十
悪
」
の
一
つ
に
「
瞑
意
」
も
数
え
て
お
り
、

「
三
毒
」
と
し
て
「
貪
・
瞑
・
痴
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
直
ち
に
作
者
説

へ
と
論
を
向
け
る
こ
と
は
慎
重
を
要
す
る
が
、
為
意
の
仏
教
理
解
と
r
う
つ
ほ

物
語
」
に
お
け
る
仏
教
理
解
の
度
合
が
似
通
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お

扇
）

き
た
い
。
今
後
、
r
う
つ
ほ
物
語
」
が
書
か
れ
た
知
的
文
化
圏
を
模
索
し
て
い

く
中
で
、
更
に
検
討
を
探
め
た
い
と
考
え
る
。

T
）
r
う
つ
ほ
物
語
」
本
文
の
引
用
お
よ
び
巻
名
・
只
教
は
r
う
つ
ほ
物
語
　
全
二
宝
城

秀
之
氏
校
注
　
平
7
　
お
う
ふ
う
）
に
拠
り
、
私
に
一
部
傍
線
・
注
記
を
施
し
た
。

（
2
）
日
加
田
さ
く
を
氏
r
物
語
作
家
圏
の
研
さ
（
昭
3
9
　
武
蔵
野
書
院
）
。

（
3
二
二
田
村
雅
子
氏
「
字
津
保
物
語
の
（
琴
）
と
（
王
権
）
－
繰
り
返
し
の
方
法
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
（
「
東
根
国
文
学
」
第
1
5
号
　
昭
5
8
・
3
）
。

（
4
）
大
井
田
昭
彦
氏
「
吹
上
の
源
氏
－
涼
の
登
場
を
め
ぐ
っ
て
－
」
（
「
中
古
文
学
」
第
5
8

号
　
平
8
・
〓
）
。

（
5
こ
う
つ
ほ
物
語
　
仝
」
で
は
「
今
も
、
ま
だ
、
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
俊
蔭
が
一
度
人

の
身
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
こ
で
は
「
今
も
、
ま
た
（
再
び
）
」

と
解
し
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

（
6
）
明
阿
以
来
、
r
法
華
経
」
巻
節
囲
・
提
婆
達
多
品
と
そ
れ
に
想
を
得
た
r
拾
遺
集
」
巻

二
十
二
坑
儒
・
一
三
四
六
・
行
基
の
歌
が
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
笹
淵
友
一
氏

「
宇
津
保
物
語
俊
蔭
巻
と
悌
教
」
（
「
比
較
文
化
」
4
　
昭
3
3
・
2
）
は
r
法
華
経
」
そ

の
も
の
と
い
う
よ
り
も
r
法
華
経
変
文
」
に
よ
っ
て
着
想
し
た
と
み
て
お
ら
れ
る
。

（
7
）
r
悌
教
語
大
群
血
已
（
中
村
元
　
昭
5
0
　
東
京
密
該
）
。

（
8
）
「
角
川
古
語
大
辞
典
」
第
四
巻
（
平
6
　
角
川
書
店
）
。

（
9
）
「
忍
辱
の
父
母
」
を
慈
悲
深
い
父
母
と
解
し
て
あ
る
も
の
に
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大

系
・
角
川
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
・
講
談
社
学
術
文
庫
・
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1
0
）
大
正
新
佃
大
蔵
経
・
第
2
5
巻
・
釈
教
諭
郡
上
。
訓
読
文
は
国
訳
一
切
経
・
釈
教
諭
部

一
（
眞
野
正
順
訳
　
昭
1
0
　
大
東
出
版
社
）
に
拠
る
。
な
お
林
賓
氏
「
宇
津
保
物
語

の
超
自
然
」
（
「
国
文
学
致
」
第
三
巻
第
一
輯
　
昭
1
2
・
1
0
）
は
、
r
大
智
度
諭
し
に
描

か
れ
る
阿
修
羅
琴
と
r
う
つ
ほ
物
弦
巴
と
の
近
似
を
指
摘
す
る
。

（
‖
こ
う
つ
ほ
物
崖
と
r
三
宝
絵
」
と
の
近
接
関
係
に
つ
い
て
は
、
笹
淵
氏
が
前
掲
（
6
）

に
お
い
て
「
雪
山
畢
ナ
」
に
お
け
る
阿
修
羅
の
記
述
に
関
す
る
類
似
表
現
を
指
摘
し
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て
お
ら
れ
る
。

（
ほ
）
訓
読
文
は
岩
波
文
庫
r
法
華
経
（
中
こ
（
坂
本
幸
男
∴
石
本
裕
訳
注
　
昭
翌
に
拠

る
。

（
1
3
）
前
掲
（
川
）
の
林
論
文
。

（
1
4
）
大
正
新
作
大
蔵
経
・
第
7
巻
・
般
若
部
三
。
訓
読
文
は
国
訳
一
切
経
・
印
度
撰
述

部
／
般
若
部
六
（
昭
5
　
大
東
出
版
社
）
に
拠
る
。

（
1
5
）
訓
読
文
は
日
本
思
想
大
系
r
源
信
」
（
石
田
瑞
贋
校
注
　
昭
4
5
　
岩
波
再
店
）
に
拠
る
。

以
下
の
注
に
お
い
て
も
同
じ
。

（
1
6
）
日
加
田
さ
く
を
氏
「
琴
の
家
伝
と
佼
蔭
一
門
の
造
形
」
（
「
文
芸
と
思
想
」
2
0
号
　
昭

3
5
・
1
2
）
。

（
1
7
）
前
掲
（
1
0
）
　
の
林
論
文
。
林
氏
は
同
説
話
が
文
選
の
李
羊
注
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
r
鞄
非
子
」
「
十

過
第
八
」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
正
し
く
は
「
十
過
第
十
」
で
あ
る
。

（
1
8
）
訓
読
文
は
新
釈
漢
文
大
系
・
第
十
一
巻
r
韓
非
子
・
上
二
竹
内
照
夫
著
　
明
治
宙
院

昭
3
5
）
を
参
考
に
し
、
私
に
一
部
字
体
を
改
め
た
。

（
1
9
）
前
掲
（
3
）
　
の
三
田
村
論
文
。

（
2
0
）
江
戸
英
雄
氏
「
な
ん
風
の
琴
l
l
r
う
つ
ほ
物
語
」
と
漢
文
学
」
（
「
国
文
学
研
究
資
料

館
紀
要
」
第
2
6
号
　
平
1
2
・
3
）
。

（
2
1
）
r
法
華
経
」
巻
窮
二
・
方
便
品
第
二
に
「
諸
の
仏
・
世
尊
は
、
唯
、
一
大
事
の
因
緑
を

も
っ
て
の
故
に
の
み
、
世
に
出
現
し
た
ま
え
ば
な
り
。
（
略
）
諸
の
仏
・
世
尊
は
、
衆

生
を
し
て
仏
の
知
見
を
閲
か
し
め
、
清
浄
な
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故

に
、
世
に
出
現
し
た
も
う
。
衆
生
に
仏
の
知
見
を
示
さ
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
世
に

出
現
し
た
も
う
。
衆
生
を
し
て
、
仏
の
知
見
を
悟
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
世

に
出
現
し
た
も
う
。
衆
生
を
し
て
、
仏
の
知
見
の
道
に
入
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故

に
、
世
に
出
現
し
た
も
う
。
」
（
訓
読
文
は
岩
波
文
庫
r
法
華
経
・
上
し
坂
本
幸
男
・

岩
本
裕
訳
注
　
昭
3
7
に
拠
る
）
と
あ
る
。
ま
た
、
仏
が
阿
弥
陀
三
昧
を
琴
に
合
わ
せ

て
七
日
七
夜
念
じ
た
時
に
出
現
し
た
こ
と
は
、
r
往
生
要
集
」
巻
中
・
大
文
第
六
の

「
こ
の
行
法
を
持
て
ば
便
ち
三
昧
を
得
、
現
在
の
諸
仏
、
悉
く
前
に
あ
り
て
立
ち
た
ま

ふ
。
そ
れ
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
あ
り
て
、
法
の
如
く
、
持
戒
完
く
具

は
ら
ば
、
独
り
一
処
に
止
ま
り
、
西
方
の
阿
弥
陀
仏
、
今
硯
に
か
し
こ
に
在
し
ま
す

と
念
ぜ
よ
。
聞
く
所
に
随
ひ
て
当
に
念
す
べ
し
、
こ
こ
を
去
る
こ
と
十
万
億
の
仏
の

利
に
し
て
、
そ
の
国
を
須
摩
提
と
名
つ
く
と
。
一
心
に
こ
れ
を
念
ず
る
こ
と
、
一
日
一

夜
も
し
は
七
日
七
夜
な
ら
ん
に
、
七
日
を
過
ぎ
巳
り
て
後
、
こ
れ
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
己

が
参
考
と
な
る
。

（
望
大
正
新
値
大
蔵
経
・
第
1
巻
・
阿
含
部
上
。
訓
読
文
は
国
訳
一
切
経
・
阿
含
部
七

（
石
川
海
浄
訳
・
昭
8
・
大
束
出
版
社
）
を
参
考
と
す
る
。
r
長
阿
含
経
」
と
r
う
つ

ほ
物
語
」
と
の
関
連
は
、
笹
淵
氏
が
前
掲
（
6
）
に
お
い
て
「
七
つ
の
山
に
七
人
の

人
」
の
類
似
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

（
2
3
）
大
正
新
惰
大
蔵
経
・
第
2
5
巻
・
釈
教
諭
部
上
。
訓
読
文
は
国
訳
一
切
経
・
釈
教
諭
郡

二
（
眞
野
正
順
訳
・
昭
和
・
大
東
出
版
社
）
　
に
拠
る
。

（
封
）
浄
土
の
音
楽
と
r
う
つ
ほ
物
語
J
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
掲
（
6
）
の
笹
淵
論
文
に

詳
し
い
。

（
2
鐙
二
痛
撃
経
」
序
品
に
「
ま
た
、
諸
の
菩
薩
に
し
て
施
・
忍
串
等
を
行
ず
る
こ
と
そ
の
数
、

恒
沙
の
如
く
な
る
を
見
る
。
こ
れ
仏
の
光
の
照
ら
し
た
も
う
に
由
る
な
り
。
」
（
岩
波
文
庫

r
法
華
経
（
上
）
」
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
　
昭
訂
）
と
み
え
る
。

（
2
6
）
新
釈
漢
文
大
系
r
孝
経
」
（
栗
原
圭
介
著
　
昭
6
1
　
明
治
宙
院
）
。

（
2
7
）
三
谷
栄
一
氏
r
物
語
史
の
研
究
し
（
昭
4
2
　
有
精
堂
）
。

（
翌
三
上
満
氏
「
宇
津
保
物
語
の
思
惟
一
昔
楽
の
力
」
（
「
講
座
平
安
文
学
論
究
」
第
十
二

輯
　
平
9
　
風
間
葦
居
）
。
ま
た
こ
こ
に
帝
が
金
剛
大
士
が
忍
辱
の
輩
と
の
別
れ
に
会

え
な
く
な
っ
た
逸
話
を
挿
入
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
r
う
つ
ほ
物
語
」

に
は
、
こ
の
他
に
忠
こ
そ
の
忍
革
が
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
改
め
て
別
塙
を
用
意
し

た
い
。
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（
翌
r
往
生
要
集
」
巻
上
・
大
文
節
「
厭
離
税
土
に
、
無
常
に
つ
い
て
r
浬
恕
経
」
か
ら

の
引
用
と
し
て
「
人
の
命
の
停
ま
ら
ざ
る
こ
と
、
山
の
水
よ
り
も
過
ぎ
た
り
。
今
日

存
す
と
い
ヘ
ビ
も
、
明
く
れ
ば
ま
た
保
ち
難
し
、
い
か
ん
ぞ
心
を
縦
に
し
て
、
悪
法

に
住
せ
し
め
ん
。
」
と
述
べ
る
。

（
型
西
本
香
子
氏
「
俊
蔭
女
と
予
言
の
行
方
－
「
接
の
上
」
下
巻
・
披
斯
風
弾
琴
を
め
ぐ

っ
て
⊥
（
「
中
古
文
学
」
第
誓
言
　
平
4
・
6
）
。

（
3
1
）
前
掲
（
3
）
　
の
三
田
村
論
文
。

（
軍
二
す
本
館
莫
逆
本
文
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
小
泉
遺
氏
校
注
　
昭
黛
に
拠
る
。

（
㍊
）
俊
麗
女
の
身
の
衰
え
に
つ
い
て
は
、
須
見
明
代
氏
「
「
宇
津
保
物
語
」
に
お
け
る
佼
蔭

女
」
（
「
東
京
女
子
大
学
日
本
文
ぎ
3
9
号
　
昭
4
8
・
3
）
に
詳
し
い
。

（
聖
西
本
香
子
氏
が
「
r
う
つ
ほ
物
語
」
の
女
性
弾
琴
」
（
r
年
刊
日
本
の
文
学
」
第
1
集

（
通
巻
第
1
2
集
）
平
4
　
有
精
堂
）
に
お
い
て
、
皇
室
に
い
ぬ
言
が
入
内
す
る
点
に
つ

い
て
「
徳
義
性
」
「
神
秘
性
」
が
外
側
か
ら
も
た
ら
さ
れ
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ

に
王
権
意
識
の
一
面
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
述
べ
、
江
戸
英
雄
氏
が
「
恩
愛
と
異
郷
－

ぅ
っ
ほ
物
語
の
主
宰
⊥
（
「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」
第
誉
号
　
平
9
・
3
）
に

お
い
て
「
琴
か
ら
生
ま
れ
る
全
て
の
喜
怒
哀
楽
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
大
宮
の

異
郷
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
点
は
、
拝
聴
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
。

（
型
r
往
生
要
集
」
巻
上
・
大
文
第
一
・
厭
無
敵
土
に
、
r
浬
禦
経
」
か
ら
の
引
用
と
し
て

「
一
切
の
も
ろ
も
ろ
の
世
間
に
　
生
け
る
者
は
皆
死
に
帰
す
　
寿
命
、
無
量
な
り
と
い

ヘ
ビ
も
要
必
ず
終
尽
す
る
こ
と
あ
り
　
そ
れ
盛
ん
な
れ
ば
必
ず
衰
ふ
る
こ
と
あ
り
」

と
あ
る
。

（
訴
）
江
戸
英
雄
氏
「
う
つ
ほ
物
語
と
（
仏
国
土
意
識
）
－
俊
蔭
漂
流
の
物
語
と
否
然
入
唐

願
文
と
の
比
較
か
ら
⊥
（
「
日
本
文
学
」
4
4
・
2
　
平
7
・
2
）
。

（
3
7
）
涼
は
「
か
し
こ
き
琴
の
上
手
、
朝
廷
を
恨
み
て
、
山
に
籠
れ
る
を
迎
へ
取
り
て
」
（
吹

上
・
上
　
二
四
四
百
）
奏
法
を
習
得
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
か
し
こ
き
琴
の
上
手
」

が
丹
比
弥
行
で
あ
る
。

（
翌
平
椎
行
氏
百
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
」
（
平
4
　
塙
軒
房
）
。

（
刃
）
為
轟
の
師
で
あ
り
r
う
つ
ほ
物
語
」
の
作
者
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
源
服
の

「
倭
名
類
従
抄
」
に
は
、
「
忍
辱
」
の
語
が
み
ら
れ
な
い
。

付
記

本
稿
は
、
平
成
十
一
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
に
お
け
る
口
頭
発
表

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
席
上
お
よ
び
執
筆
の
過
程
に
お
い
て
御
教
示
下
さ
っ
た
方
々
に
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

－
い
か
わ
・
ゆ
う
こ
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
焦
聖
葦
T
l
l




