
『
山
路
の
露
』
　
の
小
君
と
右
近

－
空
蝉
物
語
・
玉
宅
物
語
と
の
関
わ
り
－

小

　

　

′

陽

　

子

は
じ
め
に

中
世
王
朝
物
語
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
の
特
色
の
ひ
と
つ
に
、
先
行
の
作
品
を

摂
取
し
、
変
奏
す
る
と
い
う
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
で
も
「
源
氏
物
語
」
　
の

影
響
は
大
き
く
、
個
々
の
作
品
研
究
に
お
い
て
も
、
r
源
氏
」
取
り
の
様
相
を

具
体
的
に
検
証
し
、
各
物
語
の
達
成
や
独
自
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
積
み
重
ね

ら
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
『
源
氏
」
自
体
か
ら
し
て
、
内
な
る
r
源
氏
」
取
り

あ
る
い
は
物
語
内
引
用
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
先
行
す
る
巻
々
の
物
語
を

後
続
の
巻
に
取
り
込
み
変
奏
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
物
語
の
創
作
に
お

い
て
　
r
源
氏
」
取
り
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

r
山
路
の
露
j
　
の
場
合
、
続
編
と
し
て
書
か
れ
た
物
語
の
性
格
上
、
時
間
・

空
間
・
人
物
な
ど
の
基
本
設
定
を
そ
っ
く
り
r
源
氏
」
か
ら
承
け
て
お
り
、
他

の
中
世
王
朝
物
語
と
同
列
に
は
論
じ
が
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
性
格
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
r
源
氏
」
　
へ
の
拘
り
も
ま
た
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と

が
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
r
山
路
の
露
」
が
い
か
に
し
て
r
源
氏
」

を
取
り
込
ん
で
い
る
か
、
特
に
基
本
設
定
以
外
の
部
分
、
い
わ
ゆ
る
「
源
氏
」

正
編
を
摂
取
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
小
君
と
右
近
と
い
う
脇
役
二
人
の
造
型

を
中
心
に
検
討
を
試
み
る
。
宇
治
十
帖
に
お
い
て
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
内
な

る
r
源
氏
」
取
り
を
r
山
路
の
露
」
が
読
み
取
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
変
奏
し
て

物
語
展
開
に
活
か
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
物
語
の
始
発
－
空
蝉
物
語
の
想
起
－

r
山
路
の
露
」
は
物
語
冒
頭
、
序
の
部
分
に
お
い
て
、

こ
れ
は
、
か
の
光
源
氏
の
御
末
の
薫
大
将
と
聞
こ
え
し
御
あ
た
り
の
こ
と

な
れ
ば
、
そ
の
続
き
め
い
た
る
こ
そ
、
い
と
か
た
は
ら
い
た
う
、
つ
つ
ま
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し
け
れ
ど
、
ゆ
め
ゆ
め
さ
に
は
侍
ら
ず
。
た
だ
、
か
の
小
野
の
里
人
に
、

た
づ
ね
あ
ひ
た
り
し
あ
り
さ
ま
、
こ
な
た
か
な
た
の
御
気
色
、
く
は
し
う

見
け
る
人
の
、
夢
の
や
う
な
る
御
仲
の
、
あ
は
れ
に
忍
び
が
た
く
お
ぼ
え



（1）

け
る
ま
ま
に
、
何
と
な
く
、
筆
の
す
さ
み
に
書
き
置
き
侍
る
（
二
六
二
頁
）

と
語
り
、
薫
と
「
か
の
小
野
の
里
人
」
す
な
わ
ち
浮
舟
の
再
会
な
っ
た
こ
と
を

ま
ず
明
か
し
て
い
る
。
さ
ら
り
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
『
源
氏
」
　
の
続
き
を
期

待
す
る
読
者
に
と
っ
て
非
常
に
重
大
な
情
報
で
あ
る
。
夢
浮
橋
巻
は
、
薫
の
使

い
を
拒
む
浮
舟
、
他
の
男
性
の
影
を
疑
い
つ
つ
憂
愁
に
沈
む
薫
の
姿
を
も
っ
て

閉
じ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
そ
の
後
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
薫

は
こ
れ
で
諦
め
て
し
ま
う
の
か
、
浮
舟
は
俗
世
と
の
関
わ
り
を
断
ち
切
れ
る
の

か
、
あ
る
い
は
匂
富
が
浮
舟
生
存
を
知
っ
て
動
き
出
す
こ
と
は
な
い
の
か
、

等
々
。
そ
こ
へ
　
F
山
路
の
露
J
は
、
薫
と
浮
舟
が
再
会
し
た
、
と
冒
頭
か
ら
明

確
に
語
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
物
語
の
始
ま
り
か
ら
す
で
に
読
み
手
の

関
心
は
、
い
か
に
し
て
二
人
が
再
会
し
た
か
、
再
会
後
の
二
人
は
ど
う
な
っ
た

か
、
と
い
う
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
序
に
続
い
て
具
体
的
な
物
語
が
語
り
起
こ
さ
れ
る
、
ま
さ
に
そ

の
始
発
の
一
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

か
の
、
は
か
な
か
り
し
同
胞
の
行
く
方
、
ほ
の
か
に
聞
き
つ
け
給
ひ
て

し
後
は
、
「
い
か
な
り
し
こ
と
ぞ
」
と
、
御
心
は
が
が
扇
戚
耐
雪
っ
耳
、

（2）

劫
引
u
咄
引
田
の
薗
到
域
1
刊
の
視
頓
密
利
埼
叫
日
割
。
　
（
二
六
二
貢
）

浮
舟
が
「
か
の
は
か
な
か
り
し
暗
蛤
」
と
呼
ば
れ
、
薫
の
使
者
と
し
て
小
君

が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
の
「
輯
蛤
」
と
い
う
浮
舟
の
呼

称
は
、
宇
治
十
帖
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
r
山
路
の
露
」
　
に
お
い
て
も
他
に
見

え
な
い
特
殊
な
例
で
あ
る
。
『
山
路
の
露
」
　
に
お
い
て
呼
称
は
物
語
を
構
成
す

（3）

る
に
あ
た
っ
て
の
一
つ
の
意
図
的
な
方
法
で
あ
る
と
思
し
く
、
あ
え
て
こ
の
一

箇
所
の
み
浮
舟
を
「
蛸
蛤
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
呼
称

は
　
r
源
氏
」
賭
蛤
巻
末
の
薫
詠
に
由
来
す
る
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

あ
や
し
う
つ
ら
か
り
け
る
契
り
ど
も
を
、
つ
く
づ
く
と
思
ひ
っ
づ
け
な
が

め
た
ま
ふ
夕
暮
、
妨
蛤
の
も
の
は
か
な
げ
に
飛
び
ち
が
ふ
を
、

「
あ
り
と
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ず
見
れ
ば
ま
た
行
く
方
も
し
ら
ず
消
え
し

か
げ
ろ
ふ

あ
る
か
な
き
か
の
」
と
、
例
の
、
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
と
か
や
。

（
－
）

（
暗
蛤
⑥
二
七
五
）

「
も
の
は
か
な
げ
に
飛
び
ち
が
ふ
」
輯
蛤
を
見
て
宇
治
の
三
姉
妹
に
思
い
を
は

せ
た
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
傍
点
部
に
つ
い
て
は
今
西
祐
一
郎
氏
が
、
次
の

（5）

二
首
と
の
表
現
の
類
似
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
は
ら
や
ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
は
は
き
ざ
の
あ
り
と
は
み
え
て
あ
は
ぬ
き

み
か
な
（
r
新
古
今
集
」
巻
二
・
九
九
七
。
「
古
今
和
歌
六
帖
j
に
も
あ
り
）

数
な
ら
ぬ
伏
屋
に
生
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
帯
木

（
帯
木
①
二
二
）

今
西
氏
は
こ
こ
か
ら
空
蝉
と
宇
治
の
女
た
ち
の
「
中
の
品
」
　
の
女
で
あ
る
こ
と

の
共
通
性
を
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
浮
舟
に
限
っ
て
言
え
ば
、
「
も

の
は
か
な
さ
」
あ
る
い
は
「
行
く
方
も
し
ら
ず
」
男
性
の
も
と
か
ら
消
え
て
し

ま
う
と
い
う
点
に
お
い
て
、
次
の
空
蝉
巻
末
の
二
首
と
も
関
わ
り
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
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空
蝉
の
身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な

空
蝉
の
羽
に
お
く
露
の
木
が
く
れ
て
し
の
び
し
の
び
に
ぬ
る
る
袖
か
な

（
空
蝉
①
一
二
九
）

巻
名
だ
け
で
な
く
空
蝉
そ
の
人
の
呼
び
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
和
歌
で
あ
る
。

「
人
殻
」
（
＝
薄
衣
）
だ
け
を
残
し
光
源
氏
の
も
と
を
去
っ
た
は
か
な
い
女
性
の

象
徴
と
し
て
「
空
蝉
」
　
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
浮
舟
は
と
言
え
ば
、
自
身
が
入
水
前
に
、

か
ら
を
だ
に
う
き
世
の
中
に
と
ど
め
ず
は
い
づ
こ
を
は
か
と
君
も
う
ら
み
む

（
浮
舟
⑥
一
九
四
）

と
詠
み
、
入
水
後
の
世
界
に
お
い
て
も
、

内
に
も
、
泣
く
声
々
の
み
し
て
、
乳
母
な
る
べ
し
、
「
あ
が
君
や
、
い
づ

方
に
か
お
は
し
ま
し
ぬ
る
。
帰
り
た
ま
へ
。
む
な
し
き
骸
を
だ
に
見
た
て

ま
つ
ら
ぬ
が
、
か
ひ
な
く
悲
し
く
も
あ
る
か
な
。
」
　
　
（
輯
蛤
⑥
二
〇
五
）

「
亡
く
な
り
た
ま
へ
る
人
と
て
も
、
骸
を
置
き
て
も
て
あ
つ
か
ふ
こ
そ
世

の
常
な
れ
、
世
づ
か
ぬ
け
し
き
に
て
日
ご
ろ
も
経
ば
、
さ
ら
に
隠
れ
あ

ら
じ
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛸
蛤
⑥
二
一
〇
）

か
か
る
人
ど
も
の
言
ひ
思
ふ
こ
と
だ
に
つ
つ
ま
し
き
を
、
ま
し
て
、
も
の

の
聞
こ
え
隠
れ
な
き
世
の
中
に
、
大
将
殿
わ
た
り
に
、
骸
も
な
く
亡
せ
た

ま
へ
り
と
間
こ
し
め
さ
ば
、
か
な
ら
ず
恩
は
し
疑
ふ
こ
と
も
あ
ら
む
を

（
輯
蛤
⑥
二
一
三
）

と
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
骸
（
殻
）
」
す
ら
も
残
さ
ず
茄
の
も
と
を
去
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
は
か
な
さ
こ
そ
が
「
錆
蛤
」
に
喩
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
「
殻
」
を
残
し
て
は
か
な
く
去
っ
た
空
蝉
）
か
ら
（
「
骸
（
殻
）
」
も
残
さ
ず

は
か
な
く
去
っ
た
蛸
蛤
）
へ
。
喩
え
ら
れ
る
対
象
が
「
空
蝉
」
と
「
蛸
蛤
」
と

い
う
、
ど
ち
ら
も
は
か
な
い
虫
で
あ
る
と
こ
ろ
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
宇
治
十
帖
の
浮
舟
は
や
は
り
空
蝉
の
変
奏
と
し
て
造
型
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
二
人
と
も
に
尼
姿
と
な
っ
て
、
残
し
た
男
性
か
ら
の
働

き
か
け
を
受
け
る
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
後
の
物
語
も
ま
た
こ
の
変
奏
の

一
端
と
言
え
よ
う
か
。
主
題
性
と
い
う
点
に
お
い
て
空
蝉
と
浮
舟
が
共
通
し
て

（6）

く
る
の
は
手
習
巻
以
降
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
早
く
、
浮
舟
・
蛸
蛤
巻
に
お

い
て
す
で
に
そ
の
予
兆
は
示
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

空
蝉
は
先
述
の
和
歌
以
後
、
物
語
に
お
い
て
も
、

さ
て
、
か
の
空
蝉
の
あ
さ
ま
し
く
つ
れ
な
き
を
、
こ
の
世
の
人
に
は
違
ひ

て
思
す
に
、
お
い
ら
か
な
ら
ま
し
か
ば
、
心
苦
し
き
過
ち
に
て
も
や
み
ぬ

べ
き
を
、
い
と
ね
た
く
負
け
て
や
み
な
ん
を
、
心
吋
利
利
引
叫
利
男
到
U
。

（
夕
顔
①
一
四
四
）

か
の
空
蝉
を
、
引
慧
篇
引
訂
音
域
J
簑
可
賞
品
司

（
末
摘
花
①
二
六
六
）

か
の
空
蝉
の
、
う
ち
と
け
た
り
し
宵
の
側
目
に
は
、
い
と
わ
ろ
か
り
し
容

貌
ざ
ま
な
れ
ど
、
も
て
な
し
に
隠
さ
れ
て
口
惜
し
う
は
あ
ら
ざ
り
き
か

し
、
（
略
）
と
机
叫
叫
引
製
」
l
a
ば
ば
思
い
叫
で
　
（
末
摘
花
①
二
九
七
）

の
よ
う
に
「
か
の
空
蝉
」
と
呼
ば
れ
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
折
々
に
思
い
返
さ
れ
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る
。
こ
れ
に
対
し
浮
舟
が
宇
治
十
帖
に
お
い
て
「
輯
蛤
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は

な
い
。
し
か
し
「
山
路
の
露
」
は
空
蝉
か
ら
浮
舟
へ
の
変
奏
を
読
み
取
り
、
「
は

か
な
か
り
し
輯
蛤
」
の
こ
と
が
「
御
心
に
か
か
ら
ぬ
折
な
」
き
男
性
が
女
性
の

「
せ
う
と
の
童
」
で
あ
る
（
小
君
）
を
「
度
々
道
は
」
す
、
と
い
う
三
者
の
様

相
を
物
語
の
は
じ
め
に
配
置
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
空
蝉
と

光
源
氏
と
小
君
の
関
係
が
再
現
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
始
発
に

は
、
「
輯
蛤
」
と
い
う
呼
称
に
よ
る
浮
舟
と
空
蝉
と
の
二
重
写
し
が
あ
っ
た
。

薫
と
浮
舟
の
再
会
を
語
る
物
語
が
、
空
蝉
物
語
を
強
く
想
起
さ
せ
つ
つ
始
動
し

て
い
る
点
に
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。

二
　
『
山
路
の
露
』
に
お
け
る
小
君
の
役
割

そ
の
後
も
物
語
は
空
蝉
と
浮
舟
と
の
連
関
を
示
唆
し
っ
つ
展
開
す
る
。
『
山

路
の
露
」
に
お
け
る
小
君
の
動
き
に
は
空
蝉
の
弟
小
君
を
労
音
と
さ
せ
る
描
写

が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
小
野
に
向
か
い
浮
舟
と
対
面
し
た
場
面
。

浮
舟
に
対
し
、
B
小
君
は
煎
へ
の
返
事
を
催
促
す
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
原
岡

（7）

文
子
氏
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
空
蝉
と
小
君
と
の
対
面
に
お
い
て
、

ま
た
の
日
、
小
君
召
し
た
れ
ば
、
参
る
と
て
、
御
返
り
乞
ふ
。
「
か
か
る
御

文
見
る
べ
き
人
も
な
し
と
聞
こ
え
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
う
ち
笑
み
て
、

「
遠
ふ
べ
く
も
の
た
ま
は
ざ
り
し
も
の
を
、
い
か
が
さ
は
申
さ
む
」
と
言

ふ
に
、
心
や
ま
し
く
、
残
り
な
く
の
た
ま
は
せ
知
ら
せ
て
け
る
と
忠
ふ
に

つ
ら
き
こ
と
限
り
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
苗
木
①
一
〇
七
）

b
小
君
が
光
源
氏
へ
の
返
事
を
催
促
す
る
も
、
a
空
蝉
は
こ
ん
な
手
紙
を
受
け

取
る
べ
き
人
は
い
な
い
と
源
氏
に
伝
え
よ
と
言
う
場
面
と
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
薫
を
手
引
き
し
小
野
へ
と
向
か
う
場
面
。

暮
れ
ぬ
れ
ば
、
い
み
じ
う
忍
び
や
つ
し
た
る
女
車
の
さ
ま
に
て
お
は
す
べ

し
。
山
道
に
な
り
て
ぞ
御
馬
に
は
乗
り
移
り
給
ひ
け
る
。
夕
霧
た
ち
こ
め
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コ
の
ら
ざ
り
け
る
さ
ま
に
も
聞
こ
え
な
し
て
よ
」
と
、

の
た
ま
へ
ば
、
「
い

て
、
道
い
と
た
ど
た
ど
し
け
れ
ど
も
、
探
き
心
を
し
る
べ
に
て
、
急
ぎ
わ

た
り
給
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
六
頁
）

傍
線
部
の
よ
う
に
、
薫
と
そ
れ
を
案
内
す
る
小
君
の
道
程
が
、

と
難
し
」
と
思
へ
り
。
「
た
だ
、
か
く
憂
き
さ
ま
に
て
も
、
母
君
に
今
一

度
会
ひ
見
奉
ら
ん
と
思
ふ
。
こ
れ
を
忍
び
て
伝
へ
て
よ
」
と
て
、
几
帳
の

そ
ば
よ
り
文
を
取
り
出
で
て
、
さ
し
置
き
給
へ
ば
、
ふ
と
こ
ろ
に
引
き
入

れ
て
、
君
り
つ
る
御
返
り
な
く
て
は
、
い
か
に
の
た
ま
は
せ
ん
。
た
だ

一
く
だ
り
に
て
も
賜
は
り
て
、
帰
り
侍
ら
ん
」
と
言
へ
ば
　
（
二
七
一
頁
）

傍
線
部
A
「
あ
ら
ざ
り
け
る
さ
ま
」
人
違
い
で
あ
っ
た
と
柔
に
伝
え
よ
と
言
う

夕
や
み
は
道
た
ど
た
ど
し
月
待
ち
て
か
へ
れ
わ
が
せ
こ
そ
の
ま
に
も
み
ん

（
r
古
今
和
歌
六
帖
」
第
一
二
二
七
一
）

を
引
き
つ
つ
描
か
れ
る
。
そ
し
て
空
蝉
巻
に
お
い
て
も
、
光
源
氏
を
小
君
の
車

に
乗
せ
空
蝉
の
も
と
へ
こ
っ
そ
り
と
手
引
き
す
る
道
程
が
、

幼
き
心
地
に
、
い
か
な
ら
ん
を
り
と
待
ち
わ
た
る
に
、
紀
伊
守
国
に
下
り

な
ど
し
て
、
女
ど
ち
の
ど
や
か
な
る
夕
闇
の
道
た
ど
た
ど
し
げ
な
る
紛
れ



に
、
わ
が
車
に
て
率
て
た
て
ま
つ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
空
蝉
①
二
八
）

と
、
同
じ
く
「
夕
闇
は
・
・
」
歌
を
引
歌
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

H
向
福
氏
が
「
案
内
す
る
の
は
相
手
の
女
性
の
弟
で
名
も
同
じ
小
君
、
男
が
訪

ね
て
行
く
の
を
相
手
が
知
ら
ず
に
い
る
と
い
う
設
定
も
似
て
い
る
。
人
物
の
行

動
、
そ
の
背
景
な
ど
、
F
源
氏
」
　
に
擬
し
て
書
き
表
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
が

（8｝
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

小
君
は
、
要
所
要
所
で
空
蝉
の
小
君
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
動
い
て
い
く
。
そ

れ
は
（
浮
舟
－
小
君
－
煎
）
と
い
う
三
者
に
（
空
蝉
－
小
君
－
光
源
氏
）
の
関

係
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
物
語
が
進
行
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
こ
の
問

（9）

題
に
つ
い
て
原
同
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

確
か
に
最
終
的
に
な
お
結
ば
れ
ぬ
ま
ま
に
物
語
は
終
る
も
の
の
　
「
な
が
ら

へ
て
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
う
つ
つ
を
ば
た
だ
そ
の
ま
ま
の
夢
に
な
し
て
よ
」

の
歌
を
は
じ
め
、
浮
舟
は
薫
と
四
回
贈
答
を
交
し
て
い
る
。
「
つ
か
ず
は

（10）

な
れ
ず
」
　
の
空
蝉
源
氏
型
の
関
係
へ
の
移
行
と
、
空
蝉
小
君
像
の
導
入
は

相
関
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

空
蝉
小
君
像
の
導
入
を
こ
の
物
語
の
方
向
性
に
関
わ
る
一
方
法
と
し
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
点
、
首
肯
さ
れ
、
多
大
な
る
示
唆
を
得
た
。
し
か
し
、
確
か
に
r
源

氏
j
に
お
い
て
空
蝉
と
光
源
氏
は
「
つ
か
ず
は
な
れ
ず
」
の
関
係
が
続
く
の
で

あ
る
が
、
最
終
的
に
出
家
し
た
空
蝉
は
光
源
氏
に
よ
っ
て
二
条
東
院
へ
と
引
き

取
ら
れ
る
。
は
か
な
く
去
っ
た
女
性
は
結
局
の
と
こ
ろ
尼
姿
と
な
り
男
性
の
も

と
へ
と
戻
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
尼
と
い
う
点
に
お
い
て
、
も
は
や

男
性
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
尼
と
な
っ
た
後
、

「
松
が
浦
島
を
遥
か
に
思
ひ
て
ぞ
や
み
ぬ
べ
か
り
け
る
。
昔
よ
り
心
憂
か

り
け
る
御
契
り
か
な
。
さ
す
が
に
か
ば
か
り
の
睦
び
は
、
絶
ゆ
ま
じ
か
り

け
る
よ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
尼
君
も
も
の
あ
は
れ
な
る
け
は
ひ
に
て
、
「
刺

か
る
方
に
頼
み
き
こ
え
さ
す
る
L
も
な
む
、
浅
く
は
あ
ら
ず
思
ひ
た
ま
へ

知
ら
れ
は
べ
り
け
る
」
と
聞
こ
ゆ
。
　
　
　
　
　
　
（
初
音
③
一
五
六
）

と
、
互
い
に
浅
か
ら
ぬ
契
り
と
と
ら
え
て
い
る
点
は
注
意
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
r
山
路
の
露
」
は
、
は
か
な
く
去
っ
た
女
性
が
す
で
に
尼
姿
と

な
っ
て
物
語
の
始
発
に
置
か
れ
た
上
、
二
人
が
再
会
し
た
こ
と
も
明
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
の
「
蛸
蛤
」
呼
称
と
小
君
の
登
場
で
あ
り
、
そ
こ
か
一

ら
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
空
蝉
と
光
源
氏
の
場
合
の
よ
う
に
、
す
で
に
尼
と
　
2
9

な
っ
て
い
る
浮
舟
が
再
会
後
は
茄
の
庇
護
下
へ
と
移
り
、
浅
か
ら
ぬ
二
人
の
契
－

り
が
確
認
さ
れ
る
、
と
い
う
物
語
の
可
能
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
薫
に
よ
る
浮
舟
引
き
取
り
こ
そ
が
、
物
語
始
発
に
お
け
る
（
浮
舟
－
小
君

－
薫
）
と
（
空
蝉
－
小
君
－
光
源
氏
）
の
重
ね
合
わ
せ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
「
源
氏
」
　
に
お
い
て
は
、
い
か
に
し
て
空
蝉
が
光
源
氏
と
再
会

し
二
条
来
院
へ
と
引
き
取
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
に
対
し
r
山
路
の
露
」
は
あ
く
ま
で
浮
舟
と
茄
の
そ
の
後
を
描
く
こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
読
み
手
の
関
心
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
。
再
会

へ
の
経
緯
、
再
会
後
の
二
人
の
遣
り
取
り
に
こ
そ
、
r
山
路
の
露
J
　
の
本
領
が



発
揮
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
「
山
路
の
露
」
は
そ

こ
に
も
小
君
を
深
く
関
与
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小
野
へ
派
遣
さ
れ
た
小
君
は
、
少
し
ず
つ
空
蝉
の
小
君
と
異
な
る
様
相
を
見

l‖－

せ
は
じ
め
る
。
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
空
蝉
の
小
君
の
特
徴
の
ひ
と

つ
に
、
実
際
に
は
十
二
、
三
歳
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
（
幼
さ
）
が
強
調
さ

れ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

召
し
入
れ
て
、
い
と
な
つ
か
し
く
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。
童
心
地
に
い
と
め
で

た
く
う
れ
し
と
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帯
木
①
一
〇
六
）

か
か
る
こ
と
こ
そ
は
と
は
の
心
得
る
も
思
ひ
の
外
な
れ
ど
、
幼
心
地
に
深

く
L
も
た
ど
ら
ず
、
御
文
を
も
て
来
た
れ
ば
、
女
、
あ
さ
ま
し
き
に
涙
も

出
で
き
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帝
木
①
一
〇
六
）

そ
し
て
こ
の
小
君
の
幼
さ
は
、
光
源
氏
と
空
蝉
の
再
会
不
首
尾
に
も
つ
な
が
っ

て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

「
か
う
聞
き
奉
り
し
祈
、
や
が
て
も
聞
こ
え
ま
ほ
し
う
お
ぼ
え
L
を
、
大

将
殿
r
し
ば
し
は
人
に
漏
ら
す
な
j
と
、
返
す
が
へ
す
の
た
ま
ひ
し
か

君
は
、
い
か
に
た
ば
か
り
な
さ
む
と
、
ま
だ
幼
き
を
う
し
ろ
め
た
く
待
ち

臥
し
た
ま
へ
る
に
、
不
用
な
る
よ
し
を
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
あ
さ
ま
し
く
め
づ

ら
か
な
り
け
る
心
の
ほ
ど
を
、
「
身
も
い
と
恥
づ
か
し
く
こ
そ
な
り
ぬ
れ
」

と
、
い
と
い
と
ほ
し
さ
御
気
色
な
り
。
　
　
　
　
　
（
帯
木
①
二
　
二

小
君
を
遣
わ
し
た
光
源
氏
は
、
そ
の
幼
さ
ゆ
え
に
「
う
し
ろ
め
た
く
」
思
い
な

が
ら
待
っ
て
い
る
と
、
「
不
用
」
す
な
わ
ち
不
首
尾
の
報
告
が
も
た
ら
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
r
山
路
の
露
」
　
の
小
君
は
、

ば
、
え
聞
こ
え
侍
ら
ぬ
」
な
ど
、
幼
げ
に
言
ひ
居
た
り
。
　
（
二
七
一
貫
）

（12）

と
浮
舟
の
前
で
こ
そ
「
幼
げ
」
な
様
子
を
見
せ
る
が
、
薫
へ
の
対
応
と
な
る
と

一
転
、
そ
の
（
幼
さ
）
は
姿
を
消
す
。

「
急
ぎ
参
る
べ
く
の
た
ま
ひ
つ
る
に
、
い
か
が
泊
り
は
侍
る
べ
き
。
月
の

光
に
も
道
た
ど
た
ど
し
か
る
ま
じ
く
な
ん
」
と
て
、
立
つ
を
、
「
さ
も
、
お

よ
す
げ
て
」
と
、
う
つ
く
し
み
あ
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
二
頁
）

夜
が
更
け
た
こ
と
を
心
配
す
る
尼
君
た
ち
か
ら
宿
泊
を
勧
め
ら
れ
る
も
の
の
、

破
線
部
の
よ
う
に
、
茄
が
急
ぐ
よ
う
に
言
っ
た
か
ら
、
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て

そ
れ
を
断
る
。
そ
の
姿
は
「
お
よ
す
げ
」
た
梯
す
な
わ
ち
（
大
人
）
と
し
て
賞

賛
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
直
後
、
帰
京
し
た
場
面
で
も
、

夜
中
う
ち
過
ぐ
る
程
に
参
り
着
き
た
れ
ば
、
御
門
も
み
な
鎖
さ
れ
に
け

り
。
「
今
宵
は
、
さ
ら
ば
、
出
で
な
ん
」
と
恩
へ
ど
も
、
「
【
い
づ
く
へ
行

き
た
り
け
る
ぞ
」
な
ど
、
尋
ね
ら
れ
ん
も
、
む
つ
か
し
。
こ
の
御
こ
と
づ

て
に
、
r
か
く
」
な
ど
聞
こ
え
て
こ
そ
母
君
に
も
言
は
め
」
と
、
引

う
じ
き
心
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
二
頁
）

煎
邸
の
施
錠
を
知
っ
た
小
君
は
、
今
宵
は
退
出
し
よ
う
か
と
思
う
も
の
の
、
思

案
の
末
、
小
野
で
の
次
第
を
ま
ず
薫
に
報
告
し
ょ
う
と
決
め
る
。
浮
舟
か
ら
は

母
へ
の
伝
言
を
頼
ま
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
薫
を
優
先
す
る
、
そ
の
判
断
が
「
ら

う
ら
う
じ
き
心
」
と
し
て
思
慮
深
さ
を
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

30



そ
し
て
こ
の
よ
う
な
小
君
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
事
態
は
薫
に
と
っ
て
好
ま

し
い
方
向
へ
と
動
い
て
い
く
。

C

 

D

か
の
童
召
し
寄
せ
た
り
。
「
昨
夜
は
、
更
く
る
ま
で
こ
そ
待
ち
し
か
。
い

E

つ
程
に
も
の
し
つ
る
ぞ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
コ
の
り
つ
る
ま
ざ
れ
に
参
り

ア

つ
る
」
と
聞
こ
ゆ
。
「
増
か
豆
等
1
－
瑚
叫
印
q
呵
旦
叫
引
到
引
現
出
思
刃

こ
そ
、
か
ひ
な
け
れ
」
と
の
た
ま
ふ
に
も
、
「
さ
し
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
聞

こ
え
な
し
て
よ
」
と
て
、
ま
こ
と
に
憂
L
と
忠
ひ
給
へ
り
つ
る
人
の
御
面

影
、
あ
は
れ
に
心
苦
し
う
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
し
ば
し
た
め
ら
は
る
れ

ば
、
「
廿
．
叫
吋
曙
叫
到
れ
項
ん
瑚
机
の
l
ゆ
郎
射
1
耳
目
塔
叫
で
叫
み
い
利
男
叡

山
リ
ー
日
忠
訓
で
1
封
引
璃
別
封
引
1
㍊
封
が
出
師
霊
廟
　
（
二
七
四
頁
）

破
線
部
ア
い
つ
も
と
同
じ
さ
え
な
い
報
告
を
予
想
し
「
か
ひ
な
け
れ
」
と
嘆
く

茄
に
対
し
、
イ
小
君
は
、
結
局
は
わ
か
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
と
詳
細
に
浮
舟
の

様
子
を
報
告
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
空
蝉
の
小
君
が
、

こ
こ
で
の
小
君
の
対
応
が
、
帯
木
巻
で
は
e
顔
を
赤
ら
め
る
と
い
う
（
幼
さ
）

を
示
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
が
、
「
山
路
の
露
」
　
で
は
E
実
は
昨
夜
の
火
事
騒

動
の
際
に
帰
宅
し
て
い
た
こ
と
を
告
げ
る
、
と
い
う
差
異
を
も
っ
て
描
か
れ

る
。
先
に
見
た
よ
う
に
小
君
が
思
案
の
末
に
退
出
せ
ず
薫
へ
の
報
告
を
優
先
し

た
こ
と
が
こ
の
E
の
対
応
に
つ
な
が
る
の
で
あ
り
、
（
大
人
び
た
）
小
君
の
思

慮
の
結
果
と
し
て
、
（
幼
さ
〉
を
強
調
さ
れ
る
空
蝉
の
小
君
と
の
差
異
が
生
み

出
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
小
野
訪
問
に
際
し
、
浮
舟
の
心
中
を
思
い
や
り
つ
つ
も
茄
に
従
う

様
子
が
描
か
れ
、
到
着
後
も
ま
た
、

君
、
召
し
よ
せ
て
、
「
昨
日
待
ち
暮
ら
し
L
を
。
な
は
あ
ひ
思
ふ
ま
じ
き
な

め
り
」
と
怨
じ
た
ま
へ
ば
、
顔
う
ち
赤
め
て
ゐ
た
り
。
「
い
づ
ら
」
と
の

た
ま
ふ
に
、
し
か
じ
か
と
申
す
に
、
「
言
ふ
か
ひ
な
の
こ
と
や
。
あ
さ
ま

し
」
と
て
、
ま
た
も
賜
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帯
木
①
一
〇
八
）

と
「
言
ふ
か
ひ
な
」
き
働
き
ぶ
り
を
怨
じ
ら
れ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
こ
の
場
面
自
体
、
女
の
も
と
に
弟
小
君
を
遣
い
に
や
る
1
小
君
を
召
し

寄
せ
る
　
（
c
 
c
）
　
1
昨
夜
待
っ
て
い
た
の
に
と
詰
る
　
（
D
d
）
、
と
い
う
設
定

お
よ
び
表
現
の
対
応
か
ら
し
て
帯
木
巻
を
意
識
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
づ
、
か
の
童
を
入
れ
て
案
内
見
給
へ
ば
、
「
こ
な
た
の
門
だ
つ
方
は
鎖

し
て
侍
る
め
り
。
竹
の
垣
し
わ
た
し
た
る
所
に
、
通
ふ
道
の
侍
る
め
り
。

た
だ
入
ら
せ
給
へ
。
人
影
も
し
侍
ら
ず
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
「
し
ば
し
、

音
な
く
て
を
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
我
ひ
と
り
入
り
給
ふ
。
　
（
二
七
六
頁
）

の
よ
う
に
ま
ず
は
小
君
が
様
子
見
に
遣
わ
さ
れ
、
し
っ
か
り
と
報
告
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
薫
が
浮
舟
の
も
と
へ
と
向
か
う
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
空

蝉
の
小
君
が
こ
と
ご
と
く
光
源
氏
の
手
引
き
に
失
敗
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ

る
。
小
君
が
（
大
人
び
た
）
様
相
・
対
応
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
茄
と
浮
舟
と

の
再
会
を
実
現
す
る
様
は
、
ま
る
で
空
蝉
の
小
君
と
の
差
異
こ
そ
が
r
山
路
の

露
」
　
の
物
語
展
開
を
推
し
進
め
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

と
こ
ろ
が
二
人
の
再
会
後
、
途
端
に
小
君
は
（
幼
さ
）
を
強
調
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
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「
筑
波
山
（
＝
浮
舟
母
）
　
は
、
い
か
に
忠
ひ
惑
は
ん
。
あ
ま
り
心
を
さ
め

ざ
ら
ん
程
、
い
と
も
の
騒
が
し
か
ら
ん
。
こ
の
子
（
＝
小
君
）
は
、
い
と

奥
な
か
ら
ぬ
き
ま
し
た
れ
ど
、
な
は
も
ろ
と
も
に
行
き
て
、
こ
と
の
や
う

く
ほ
し
く
言
ひ
散
ら
す
ま
じ
う
、
ロ
固
め
て
ぞ
よ
か
る
べ
き
。
（
略
）
」
と

の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
九
頁
）

「
奥
な
か
ら
ぬ
き
ま
し
た
れ
ど
」
軽
率
な
様
子
で
は
な
い
け
れ
ど
、
と
断
り
は
入
る

も
の
の
、
右
近
が
一
緒
に
行
っ
て
口
止
め
し
ろ
と
柔
は
言
う
。
小
君
一
人
で
は

心
も
と
な
い
と
い
う
意
思
表
示
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
も
小
君
は
、

「
こ
ま
か
な
る
御
こ
と
の
心
は
、
こ
の
小
君
こ
そ
聞
こ
え
給
は
め
」
と
言

へ
ば
、
「
い
で
や
、
あ
こ
の
言
ふ
ら
ん
こ
と
は
、
は
か
ば
か
し
か
ら
じ
」
と

言
は
れ
て
、
う
ち
ほ
ほ
笑
み
て
、
「
を
こ
が
ま
し
」
と
忠
へ
る
気
色
に
て

（
二
九
一
頁
）

は
じ
め
よ
り
の
こ
と
ど
も
、
幼
け
れ
ど
も
、
言
ふ
か
ひ
な
か
ら
ず
語
り
な

せ
ば
、
い
み
じ
う
悲
し
く
て
、
さ
し
つ
ど
ひ
つ
つ
、
せ
き
か
ね
た
り
。

（
二
九
一
頁
）

「
ま
ろ
は
、
か
の
殿
の
、
あ
だ
に
も
の
の
た
ま
ふ
こ
と
だ
に
な
け
れ
ば
、

ま
し
て
さ
ば
か
り
も
の
思
し
た
る
な
ん
、
ま
だ
見
奉
ら
ざ
り
つ
る
。
（
略
）
」

な
ど
、
幼
き
心
に
ま
か
せ
て
言
へ
ば
、
「
さ
て
、
さ
て
」
と
、
さ
す
が
に

う
ち
笑
ま
れ
な
が
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
三
頁
）

と
（
幼
さ
）
が
頻
り
に
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
小
野
へ
浮
舟
母
と
右
近
を
案

内
し
た
後
、
物
語
か
ら
姿
を
消
す
。
母
お
よ
び
右
近
と
浮
舟
の
対
面
に
お
け
る

小
君
の
梯
子
は
語
ら
れ
ず
、
こ
れ
以
降
、
茄
の
使
者
も
小
君
以
外
に
任
さ
れ

る
。
あ
れ
ほ
ど
の
働
き
ぶ
り
を
示
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
小
君
は
何
の
役

割
も
与
え
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
（
大
人
び
た
）
小
君
は
、
あ
く
ま
で
茄
を
浮
舟

の
も
と
へ
と
導
く
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
物
語
の

冒
頭
以
来
、
小
君
に
よ
っ
て
空
蝉
物
語
を
髪
髭
と
さ
せ
そ
の
再
現
を
示
唆
し
て

き
た
物
語
が
、
こ
こ
に
来
て
、
空
蝉
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
宣
言
し
た
か

の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
転
機
は
明
ら
か
に
浮
舟
と
茄
の
再
会
に
あ
る
。
小
君
に
よ
っ
て
導
か
れ

た
茄
は
そ
の
胸
中
を
訴
え
、
「
か
ば
か
り
世
離
れ
た
ら
ぬ
所
に
移
ろ
は
せ
開
こ
一

え
ん
」
　
（
二
八
三
頁
）
と
小
野
か
ら
の
引
き
取
り
を
望
む
の
で
あ
る
が
、
浮
舟
　
3
2

は
受
け
入
れ
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
小
君
は
存
在
意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ー

る
。
こ
こ
ま
で
空
蝉
と
重
ね
合
わ
さ
れ
少
し
ず
つ
ず
ら
さ
れ
な
が
ら
展
開
し
て

き
た
が
ゆ
え
に
、
尼
姿
と
な
っ
て
も
男
性
に
引
き
取
ら
れ
な
い
浮
舟
、
引
き
取

ら
れ
る
こ
と
で
二
人
の
「
契
り
」
を
確
認
す
る
こ
と
を
拒
む
浮
舟
の
姿
は
よ
り

強
調
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

三
　
右
近
の
登
場
－
玉
髪
物
語
の
想
起
－

そ
し
て
小
君
の
退
場
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
入
れ
替
わ
り
に
物
語
に
登
場
す

る
の
が
右
近
で
あ
る
。
浮
舟
の
乳
母
子
で
あ
る
右
近
は
、
手
習
巻
以
降
、
浮
舟

に
回
想
さ
れ
る
も
の
の
直
接
に
は
物
語
に
登
場
せ
ず
、
r
山
路
の
露
j
に
至
っ



て
も
、
物
語
前
半
ま
っ
た
く
そ
の
存
在
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
薫
と
浮
舟
が
再
会
す
る
も
引
き
取
り
を
拒
ま
れ
、
浮
舟
母
へ
手
紙
を
渡
す

こ
と
に
な
っ
た
途
端
、

同
困
圃
園
と
言
ひ
し
は
、
侍
従
な
ど
も
程
な
く
后
の
宮
に
参
り
て
け
れ

ば
、
な
ほ
嘆
き
惚
れ
つ
つ
、
あ
や
し
き
所
に
隠
ろ
へ
て
あ
り
け
る
を
、
開

き
給
ひ
て
、
あ
は
れ
と
思
し
っ
つ
、
「
心
ざ
ま
な
ど
も
お
と
な
お
と
な
し

く
、
よ
か
り
し
も
の
を
」
と
見
置
き
給
ひ
け
れ
ば
、
忍
び
て
参
る
べ
く
の

た
ま
は
せ
て
、
衣
な
ど
つ
か
は
し
た
れ
ば
、
い
み
じ
う
よ
ろ
こ
び
て
参
り

け
る
を
、
も
て
な
し
・
あ
り
さ
ま
、
も
と
よ
り
ま
じ
ら
ひ
馴
れ
た
る
人
々

に
も
こ
よ
な
か
ら
ね
ば
、
君
　
（
＝
薫
）
　
も
め
や
す
L
と
思
し
け

か
の
夕
顔
の
右
近

は
、
「
煙
を
雲
」
と
の
た
ま
ひ
し
御
さ
し
い
ら
へ
だ

に
も
、
心
も
と
な
げ
な
り
L
を
、
こ
れ
は
い
と
若
や
か
に
て
、
憎
か
ら
ぬ

さ
ま
し
て
、
さ
や
う
の
方
も
つ
き
な
か
ら
ず
ぞ
あ
め
る
。
　
（
二
八
七
頁
）

と
、
「
か
の
右
近
」
と
し
て
物
語
に
呼
び
込
ま
れ
、
実
は
す
で
に
薫
が
邸
に
引

き
取
り
、
古
参
の
女
房
た
ち
に
も
劣
ら
ぬ
存
在
と
し
て
「
め
や
す
し
」
と
高
評

価
を
得
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
目
を
引
く
の
が
傍
線
部

「
か
の
夕
顔
の
右
近
」
と
明
記
さ
れ
た
一
文
で
あ
る
。
右
近
を
登
場
さ
せ
る
に

あ
た
り
、
物
語
は
わ
ざ
わ
ざ
夕
顔
の
乳
母
子
で
あ
る
右
近
を
引
き
合
い
に
出
す

（13）

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
二
郎
で
あ
る
。

空
の
う
ち
曇
り
て
、
風
冷
や
か
な
る
に
、
い
と
い
た
く
な
が
め
た
ま
ひ
て
、

と
、
独
り
ご
ち
た
ま
ヘ
ビ
、
え
さ
し
答
へ
も
聞
こ
え
ず
。
か
や
う
に
て
お

は
せ
ま
し
か
ば
と
思
ふ
に
も
胸
ふ
た
が
り
て
お
ぼ
ゆ
。
（
夕
顔
①
一
八
九
）

夕
顔
の
右
近
が
、
夕
顔
を
失
っ
た
光
源
氏
の
独
詠
に
対
し
「
え
さ
し
答
へ
も
聞

こ
え
ず
」
に
い
る
様
子
が
措
か
れ
て
い
る
。
「
山
路
の
露
」
は
、
こ
の
右
近
と

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
舟
の
右
近
の
性
格
付
け
を
行
う
の
で
あ
る
。
「
さ

や
う
の
方
」
す
な
わ
ち
和
歌
も
そ
れ
な
り
に
詠
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
め

や
す
」
き
存
在
と
し
て
、
主
人
に
対
し
て
当
意
即
妙
に
和
歌
の
受
け
答
え
も
で

（14）

き
る
と
い
う
評
価
と
読
め
よ
う
。
と
は
言
え
こ
の
後
、
物
語
に
お
い
て
右
近
の

和
歌
的
才
能
が
特
筆
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
小
野
で
浮
舟
と
贈
答
を
交
わ
す

が
、
そ
こ
で
も
取
り
た
て
て
和
歌
の
す
ば
ら
し
さ
あ
る
い
は
受
け
答
え
の
機
知

は
述
べ
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
当
該
場
面
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
「
夕
顔
の

右
近
」
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

r
源
氏
」
に
お
い
て
、
夕
顔
の
右
近
は
、
夕
顔
の
死
に
直
面
し
た
の
ち
、
光

源
氏
に
引
き
取
ら
れ
、
紫
の
上
付
き
の
女
房
と
な
る
。

右
近
は
、
何
の
人
数
な
ら
ね
ど
、
な
ほ
そ
の
形
見
と
見
た
ま
ひ
て
、
ら
う
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見
し
人
の
煙
を
雲
と
な
が
む
れ
ば
夕
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な

た
き
も
の
に
思
し
た
れ
ば
、
古
人
の
数
に
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
た
り
。

（
玉
覧
③
八
七
）

昔
か
ら
の
女
房
並
み
の
存
在
と
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
r
山
路
の
露
j

に
お
け
る
右
近
の
待
遇
も
こ
れ
に
通
じ
る
も
の
と
解
せ
よ
う
。
さ
ら
に
右
近
は

そ
の
後
、
夕
顔
の
遺
児
玉
宅
を
発
見
し
光
源
氏
の
も
と
へ
導
く
と
い
う
重
大
な

役
割
を
果
た
す
。
「
夕
顔
の
右
近
」
と
い
う
名
前
の
挿
入
か
ら
は
、
r
源
氏
」
に



お
け
る
夕
顔
物
語
と
玉
墜
物
語
の
二
つ
が
連
想
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

と
り
わ
け
こ
の
場
面
で
は
、
す
で
に
右
近
が
薫
邸
に
お
り
、
問
題
の
一
文
に

お
い
て
夕
顔
亡
き
あ
と
の
右
近
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
、
（
女
性
（
＝
浮
舟
）
を
手
元
に
引
き
取
る
こ
と
を
望
む
男
性
（
＝
薫
）
）
と

い
う
物
語
の
構
図
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
こ
で
よ
り
強

く
影
を
落
と
す
の
は
玉
墨
物
語
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
玉
髭
も
ま
た
、
先
の
空
蝉
と
同
様
に
、
宇
治
十
帖
に
お
い
て
浮
舟
の

造
型
に
深
く
関
わ
り
を
持
つ
女
性
で
あ
っ
た
。
山
田
利
博
氏
は
初
瀬
と
石
山
と

い
う
二
つ
の
観
音
を
基
軸
と
し
て
考
察
を
加
え
ら
れ
、
「
五
霞
物
語
を
発
展
的

（15）

に
把
え
直
し
た
も
の
が
浮
舟
物
語
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
松
田

豊
子
氏
は
育
っ
た
地
や
周
囲
の
人
物
と
の
関
わ
り
な
ど
か
ら
二
人
の
対
照
性
と

（16）

共
通
性
を
論
じ
ら
れ
、
そ
の
他
に
も
二
人
の
類
似
と
物
語
の
発
展
性
に
つ
い
て

は
さ
ま
ざ
ま
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
r
源
氏
」
浮
舟
物
語
の
構
築
に
お
い
て
玉
墨

が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

r
山
路
の
露
」
に
お
い
て
右
近
が
「
夕
顔
の
右
近
」
に
重
ね
合
わ
さ
れ
比
較

さ
れ
た
と
き
、
同
時
に
読
み
手
は
浮
舟
に
玉
憲
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
、
す
で
に
宇
治
十
帖
に
お
い
て
浮
舟
が
玉
宅
と

密
に
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
r
山
路
の
露
」
が
独
自

に
浮
舟
を
r
源
氏
」
の
登
場
人
物
に
重
ね
合
わ
せ
、
変
奏
し
て
い
く
こ
と
も
可

能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
F
山
路
の
露
」
は
、
あ
く
ま
で
r
源
氏
」

に
お
け
る
物
語
の
方
法
を
読
み
取
っ
た
上
で
、
そ
れ
に
寄
り
添
い
、
続
編
と
し

て
の
物
語
を
組
み
立
て
て
い
く
。
そ
れ
が
r
山
路
の
露
」
　
の
r
源
氏
j
に
対
す

る
姿
勢
で
あ
り
、
物
語
構
築
の
一
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四
　
『
山
路
の
露
』
　
に
お
け
る
右
近
の
役
割

で
は
、
右
近
と
浮
舟
を
玉
墨
物
語
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
連
想
さ
れ
る
物

語
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
夕
顔
の
右

近
は
、
玉
墨
を
発
見
し
光
源
氏
の
も
と
へ
導
く
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た

す
。
光
源
氏
を
基
軸
と
し
て
物
語
を
見
た
場
合
、
言
わ
ば
（
女
性
を
手
元
に
引

き
取
る
男
性
）
と
い
う
物
語
の
構
図
は
先
に
見
た
空
蝉
物
語
と
同
様
で
あ
る

が
、
玉
堤
が
空
蝉
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
そ
の
引
き
取
り
に
際
し
て
右
近
と

い
う
女
房
の
存
在
が
鍵
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
r
山
路
の
露
」
は
、
物
語
前
半
に
お
い
て
、
空
蝉
物
語
を
重

ね
合
わ
せ
な
が
ら
展
開
す
る
こ
と
で
薫
に
よ
る
浮
舟
の
引
き
取
り
を
示
唆
し
っ

つ
、
一
転
、
再
会
す
る
も
引
き
取
り
を
拒
ま
れ
る
と
い
う
状
況
を
描
い
た
。
も

は
や
薫
で
は
説
得
で
き
な
い
と
な
っ
た
時
、
す
な
わ
ち
空
蝉
物
語
と
展
開
を
異

に
す
る
こ
と
を
示
し
た
時
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
牽
引
役
と
も
言
え
る
小
君
が
退

場
、
入
れ
替
わ
り
に
右
近
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
の
右
近
の
登

場
と
　
「
か
の
夕
顔
の
右
近
」
と
の
比
較
、
そ
れ
に
伴
う
玉
堤
物
語
の
想
起
は
、

右
近
を
媒
介
と
し
て
浮
舟
を
薫
の
も
と
へ
と
引
き
取
る
と
い
う
、
次
な
る
物
語

の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

新
た
に
登
場
し
た
右
近
は
、
ま
さ
に
玉
宅
物
語
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
な
動
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き
を
見
せ
る
。
浮
舟
入
水
時
の
様
子
を
問
う
薫
と
の
長
い
遣
り
取
り
（
二
八
八

l
一
八
九
頁
）
は
、
晴
蛤
巻
に
お
い
て
薫
が
事
情
を
右
近
に
尋
ね
た
場
面
（
購

蛤
⑥
二
三
〇
～
二
三
五
）
を
想
起
さ
せ
る
と
同
時
に
、
夕
顔
亡
き
あ
と
の
光
源

氏
と
夕
顔
の
右
近
と
の
遣
り
取
り
（
夕
顔
①
一
八
三
～
一
八
九
）
を
も
思
い
起

こ
さ
せ
る
。
そ
の
光
源
氏
と
右
近
の
遣
り
取
り
の
最
後
に
配
さ
れ
た
の
が
、
先

述
の
「
見
し
人
の
煙
を
雲
と
…
」
詠
と
そ
れ
に
答
え
ぬ
右
近
の
姿
で
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
右
近
が
浮
舟
母
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
。

や
が
て
車
ひ
き
入
れ
さ
せ
つ
つ
、
急
ぎ
乗
り
て
出
づ
れ
ば
、
（
略
）
玉
の

這
ひ
隠
れ
さ
せ
給
は
ば
、
守
も
さ
だ
め
て
た
づ
ね
聞
こ
え
給
は
ん
ず
ら

ん
。
今
日
明
日
、
思
し
の
ど
め
て
、
例
の
、

初
瀬
詣
で
な
ど
作
り
な
し
給

台
の
日
移
し
、
い
と
ど
品
々
L
か
ら
ぬ
心
地
し
て
、
守
（
＝
常
陸
守
）
も

こ
こ
に
居
た
る
程
な
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
九
頁
）

「
玉
の
台
」
の
よ
う
な
薫
の
邸
に
比
べ
て
気
品
に
劣
る
と
感
じ
る
右
近
の
心
情

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
玉
墨
と
の
避
退
を
報
告
す
る
た
め
六
条
院
に
参
上
し
た
夕

顔
の
右
近
の
、

右
近
は
大
殿
に
参
り
ぬ
。
こ
の
こ
と
を
か
す
め
聞
こ
ゆ
る
つ
い
で
も
や
と

て
急
ぐ
な
り
け
り
。
御
門
引
き
入
る
る
よ
り
、
け
は
ひ
こ
と
に
広
々
と
し

て
、
ま
か
で
参
り
す
る
車
多
く
ま
よ
ふ
。
数
な
ら
で
立
ち
出
づ
る
も
、
ま

ば
ゆ
き
心
地
す
る
玉
の
台
な
り
。

（
玉
髭
③
一
一
八
）

ひ
て
、
明
後
日
ば
か
り
に
お
は
し
ま
さ
な
ん
は
、
よ
か
る
べ
き（

二
九
二
頁
）

浮
舟
母
の
小
野
訪
問
を
可
能
に
す
る
た
め
の
口
実
と
し
て
右
近
は
「
初
瀬
詣

で
」
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
源
氏
」
に
お
い
て
す
で
に
浮
舟
お

よ
び
そ
の
周
辺
人
物
と
初
瀬
が
分
か
ち
が
た
い
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え

（17）

て
の
提
案
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
、
あ
え
て
（
右
近
）

の
ロ
か
ら
初
潮
が
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
（
初
瀬
に
お
け
る
女
性
と
右

近
の
再
会
1
男
性
に
よ
る
引
き
取
り
）
と
い
う
玉
宣
物
語
が
改
め
て
重
ね
合
わ

さ
れ
、
初
瀬
の
代
わ
り
に
赴
い
た
小
野
l
1
－
－
初
瀬
に
見
立
て
ら
れ
た
場
　
－
　
で

の
再
会
と
そ
の
後
の
薫
に
よ
る
引
き
取
り
、
と
い
う
物
語
の
可
能
性
が
強
く
意

識
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

加
え
て
、
こ
の
訪
問
に
お
け
る
浮
舟
説
得
の
最
初
の
担
い
手
が
、
浮
舟
母
で

な
く
右
近
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。

同
困
凶
の
御
こ
と
も
語
り
出
で
て
、
「
中
朝
u
引
大
別
見
苦
苛
u
割
引
で

思
し
嘆
く
め
り
L
に
、
程
経
れ
ば
、
例
の
、
御
す
き
ご
と
ど
も
聞
こ
え
給

35

と
い
う
心
情
を
反
転
さ
せ
た
も
の
と
解
せ
る
。

そ
し
て
、
浮
舟
と
玉
葺
と
を
結
ぶ
も
っ
と
も
重
要
な
鍵
で
あ
る
初
瀬
も
ま

た
、
右
近
に
よ
っ
て
r
山
路
の
露
」
に
呼
び
込
ま
れ
る
。

さ
れ
ど
も
、
近
き
程
に
も
侍
ら
ざ
な
り
。
い
づ
く
と
な
く
て
、
に
は
か
に

ぷ
可
～
J
都
1
嶽
ば
紬
は
矧
拙
。
同
国
閻

の
、
た
と
し
へ
な
く
の
ど
か

に
、
ぬ
る
き
や
う
に
見
え
給
ひ
し
か
ど
も
、
忘
る
る
世
な
く
あ
は
れ
に
思

し
入
り
つ
つ
、
右
近
な
ど
ま
で
尋
ね
数
ま
へ
給
ふ
も
、
そ
の
御
ゆ
か
り
と

思
し
た
め
る
こ
そ
、
か
た
じ
け
な
く
見
奉
り
侍
れ
。
（
略
）
げ
に
こ
そ
あ
は



れ
に
見
奉
り
侍
り
ぬ
れ
」
な
ど
、
語
り
聞
こ
ゆ
れ
ば
（
二
九
九
頁
）

右
近
は
破
線
部
「
か
の
宮
」
匂
宮
と
実
線
部
「
か
の
殿
」
薫
と
を
比
較
し
、
ひ

た
す
ら
薫
を
賛
美
す
る
。
薫
に
よ
る
引
き
取
り
を
直
接
に
語
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
す
で
に
薫
本
人
か
ら
そ
の
意
思
を
訴
え
ら
れ
た
浮
舟
に
と
っ
て
は
、
薫
の

思
い
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
促
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
玉
電
巻
、

初
瀬
に
お
い
て
右
近
が
光
源
氏
を
称
揚
し
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

（
乳
母
ガ
）
「
（
略
）
父
大
臣
（
＝
頭
中
将
）
に
聞
こ
し
め
さ
れ
、
数
ま
へ

ら
れ
た
ま
ふ
べ
き
た
ば
か
り
思
し
棒
へ
よ
」
と
言
ふ
。
恥
づ
か
し
う
思
い

て
、
背
後
向
き
た
ま
へ
り
。
（
右
近
ガ
）
「
（
略
）
　
（
光
源
氏
ガ
）
　
「
我
い
か

で
尋
ね
き
こ
え
む
と
思
ふ
を
、
聞
き
出
で
た
て
ま
つ
り
た
ら
ば
」
と
な
む

の
た
ま
は
す
る
」
と
言
へ
ば
、
（
乳
母
ハ
）
「
大
臣
の
君
（
＝
光
源
氏
）
は
、

め
で
た
く
お
は
し
ま
す
と
も
、
さ
る
や
む
ご
と
な
き
妻
ど
も
お
は
し
ま
す

な
り
、
ま
づ
実
の
親
と
お
は
す
る
大
臣
（
＝
頭
中
将
）
　
に
を
知
ら
せ
た
て

ま
つ
り
た
ま
へ
」
な
ど
言
ふ
に
、
（
右
近
ハ
）
あ
り
し
さ
ま
な
ど
語
り
出

で
て
、
「
（
光
源
氏
ハ
夕
顔
ヲ
）
世
に
忘
れ
が
た
く
悲
し
き
こ
と
に
な
む
忠

し
て
、
『
か
の
御
か
は
り
に
見
た
て
ま
つ
ら
む
、
子
も
少
な
き
が
さ
う
ざ

う
し
き
に
、
わ
が
子
を
尋
ね
出
で
た
る
と
人
に
は
知
ら
せ
て
」
と
、
そ
の

昔
よ
り
の
た
ま
ふ
な
り
。
（
略
）
」
な
ど
う
ち
語
ら
ひ
つ
つ
、
日
一
日
、
昔

物
語
、
念
請
な
ど
し
つ
つ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
髭
③
二
五
）

玉
墨
の
乳
母
が
破
線
郡
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
実
父
頭
中
将
に
よ
る
引
き
取
り
を

望
む
の
に
対
し
、
右
近
は
実
線
部
の
よ
う
に
ひ
た
す
ら
光
源
氏
を
称
え
、
そ
ち

ら
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
の
正
当
性
を
語
る
の
で
あ
る
。
状
況
が
異
な
る
た
め

表
現
レ
ベ
ル
で
の
一
致
は
見
出
し
が
た
い
が
、
（
右
近
）
が
初
蘭
と
見
立
て
ら

れ
た
再
会
の
場
（
＝
小
野
）
　
に
お
い
て
他
の
男
性
と
比
較
し
っ
つ
優
位
性
を
語

る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
当
該
場
面
も
ま
た
玉
電
物
語
を
意
識
し
た
も
の
と

見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
玉
電
物
語
の
再
現
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
展
開
す
る
か
ら
こ

そ
、
ま
ず
浮
舟
母
で
は
な
く
右
近
が
説
得
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
物
語
の
可
能
性
は
他
な
ら
ぬ
浮
舟
本
人
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら

れ
る
。
右
近
の
訴
え
を
聞
い
た
浮
舟
は
、
「
現
心
の
色
濃
さ
は
、
さ
こ
そ
」
と

薫
の
思
い
の
深
さ
を
理
解
す
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
深
ま
っ
て
い
く
の
は
、

「
人
を
ば
何
か
憂
L
と
思
ひ
聞
こ
え
ん
。
身
の
あ
は
あ
は
し
く
、
さ
す
ら

ふ
べ
き
契
り
に
て
こ
そ
、
さ
る
乱
れ
も
あ
り
け
め
」
と
思
ふ
に
は
、
た
だ

遁
れ
が
た
き
身
の
憂
さ
ぞ
、
世
々
の
報
い
も
口
惜
し
く
思
ひ
知
ら
れ
給
ひ

け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
〇
頁
）

の
よ
う
に
我
が
身
の
「
契
り
」
　
へ
の
思
い
で
あ
り
、
「
た
だ
逃
れ
が
た
き
身
の

憂
さ
」
を
「
世
々
の
報
ひ
」
と
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
は
や
玉
蔓
物
語
の
再
現
す
な
わ
ち
右
近
を
媒
介
と
し
た
薫
に
よ

る
引
き
取
り
が
不
可
能
と
な
っ
た
と
き
、
最
後
の
手
段
と
し
て
浮
舟
母
が
説
得

に
あ
た
る
。

「
道
の
程
、
は
る
け
さ
も
、
同
じ
世
に
侍
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ぬ
所

へ
、
い
か
で
わ
た
し
侍
ら
ん
。
昔
、
か
の
時
々
隠
ろ
へ
給
へ
り
し
、
あ
や

し
の
宿
は
お
ぼ
え
給
ふ
や
。
所
は
い
と
広
く
侍
れ
ば
、
き
り
ぬ
べ
き
さ
ま
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に
つ
く
ろ
は
せ
な
し
て
、
わ
た
し
聞
こ
え
ん
と
思
ひ
侍
る
を
、
大
将
殿
の

い
み
じ
う
忍
ぶ
べ
く
の
た
ま
へ
ば
、
そ
れ
も
い
か
が
と
憧
ら
れ
侍
る
も
、

な
ど
か
人
の
知
る
べ
き
、
忍
び
て
こ
そ
は
と
忠
ひ
給
ふ
る
」
な
ど
、
泣
く

泣
く
聞
こ
ゆ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
〇
一
頁
）

大
将
殿
（
＝
薫
）
が
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
言
う
の
が
憧
ら
れ
は
す
る

が
、
ど
う
し
て
他
人
が
知
ろ
う
か
、
こ
っ
そ
り
と
私
が
引
き
取
ろ
う
、
と
母
は

涙
な
が
ら
に
説
得
す
る
。
こ
こ
に
至
り
、
も
は
や
薫
は
必
要
と
さ
れ
ず
、
む
し

ろ
浮
舟
引
き
取
り
の
障
壁
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
空
蝉
・

玉
髭
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
薫
に
よ
る
引
き
取
り
が
示
唆
さ
れ
て
き
た
だ
け

に
、
薫
の
無
力
さ
、
拒
否
す
る
浮
舟
の
姿
が
際
立
つ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

「
山
路
の
露
」
は
小
君
・
右
近
と
い
う
脇
役
二
人
に
よ
っ
て
『
源
氏
」
を
重

ね
合
わ
せ
つ
つ
、
新
た
な
物
語
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
。
す
で
に
宇
治
十
帖
に

お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
空
蝉
・
玉
宅
か
ら
浮
舟
へ
の
変
奏
を
的
確
に
読
み
取
り
、

利
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
君
と
右
近
の
登
場
・
退
場
の
仕
方
、
さ
ら

に
宇
治
十
帖
に
お
い
て
侍
従
や
浮
舟
乳
母
と
い
っ
た
他
の
脇
役
た
ち
が
存
し
た

中
あ
え
て
こ
の
二
人
の
み
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
点
を
考

え
合
わ
せ
れ
ば
、
き
わ
め
て
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。

r
源
氏
L
を
読
み
終
え
た
時
、
読
み
手
は
自
由
に
そ
の
後
を
想
像
す
る
。
読

み
手
の
数
だ
け
そ
の
後
の
展
開
も
ま
た
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
個
々
の

思
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
具
体
的
な
物
語
と
い
う
形
を
も
っ
て
表
れ
た
の
が
、
い

わ
ゆ
る
中
世
王
朝
物
語
の
類
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
物
語

の
淵
源
が
r
源
氏
」
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
物
語
に
と
っ

て
、
r
源
氏
」
　
－
　
さ
ら
に
限
定
し
て
言
え
ば
浮
舟
物
語
と
そ
の
結
末
I
が

創
作
に
向
か
わ
せ
る
ひ
と
つ
の
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
薫
に
よ
っ
て
浮
舟
が
引
き
取
ら
れ
る
、
と
い
う
物
語
展

開
の
可
能
性
を
追
い
、
そ
ん
な
展
開
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
語
っ
て
み
せ
た
の

が
F
山
路
の
露
」
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
夢
浮
橋
巻
に
お
い
て
二

人
が
対
話
す
る
こ
と
は
な
く
、
浮
舟
は
母
へ
の
思
い
に
揺
ら
ぎ
つ
つ
も
小
野
に

と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
薫
が
浮
舟
と
再
会
し
、
直
接
間
接
に
思
い
を

訴
え
た
と
し
て
も
、
浮
舟
が
小
野
を
杜
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
物

語
と
い
う
形
を
も
っ
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
r
源
氏
J
の
結
末
に

（18）

お
け
る
浮
舟
と
薫
の
あ
り
方
を
再
確
認
す
る
物
語
で
あ
る
と
も
解
せ
る
。
そ
の

物
語
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
源
氏
」
宇
治
十
帖
に
お
け
る
正
編
と
の
重

ね
合
わ
せ
・
変
奏
を
読
み
取
り
、
脇
役
の
造
型
に
意
を
用
い
た
点
に
、
r
山
路

の
露
」
　
の
特
色
が
兄
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）
r
山
路
の
露
」
の
引
用
は
、
稲
賀
敬
二
氏
校
訂
・
訳
注
「
中
世
王
朝
物
語
全
集
」
（
平

1
6
・
笠
間
書
院
）
　
に
よ
り
、
引
用
箇
所
の
頁
数
を
引
用
末
尾
の
　
（
　
）
内
に
記
す
。

引
用
に
際
し
、
傍
線
・
囲
み
等
は
私
に
付
し
た
。
以
下
、
同
じ
。

（
2
二
一
類
本
は
「
あ
り
し
せ
う
と
の
童
を
ば
、
そ
の
後
も
度
々
達
は
し
き
」
を
欠
く
。
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（
3
）
小
川
（
岡
）
「
r
山
路
の
露
」
に
お
け
る
浮
舟
の
呼
称
表
現
－
r
源
氏
物
語
」
続
編
と

し
て
の
物
語
の
方
法
－
」
（
r
古
代
中
世
国
文
学
」
第
2
0
号
　
平
1
6
・
1
）

（
4
）
r
源
氏
物
語
」
の
引
用
は
、
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
り
、
引
用
個
所
の
所

在
を
、
引
用
末
尾
の
（
　
）
内
に
、
巻
名
‥
ア
キ
ス
ト
の
巻
数
（
①
～
⑥
）
・
頁
数

の
順
に
記
す
。
和
歌
の
引
用
は
r
新
編
国
歌
大
観
」
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（
5
）
今
西
祐
一
郎
氏
「
「
宇
治
十
帖
」
管
見
」
（
r
国
語
と
国
文
学
」
第
6
1
巻
1
1
号
（
昭
5
9
・

1
1
）
、
の
ち
r
源
氏
物
語
覚
書
」
（
平
1
0
・
岩
波
書
店
）
所
収
）

（
6
）
山
田
利
博
氏
「
拒
否
す
る
女
性
・
空
蝉
－
そ
の
造
型
と
第
三
部
へ
の
発
展
性
－
」

（
r
中
古
文
学
論
放
し
第
四
号
（
昭
5
8
・
1
2
）
、
の
ち
r
源
氏
物
語
の
構
造
研
究
し
（
平

1
6
・
新
興
社
）
所
収
）

（
7
）
原
岡
文
子
氏
「
山
路
の
露
物
語
」
（
r
体
系
　
物
語
文
学
史
」
第
五
巻
　
平
3
・
有

精
堂
）

（
8
）
日
向
福
氏
「
r
山
路
の
露
」
の
引
歌
に
つ
い
て
」
（
【
相
模
国
文
」
第
1
2
号
　
昭
6
0
・
3
）

（
9
）
原
同
氏
前
掲
往
（
7
）
論
文
。

（
1
0
）
池
田
節
子
氏
「
山
路
の
露
」
（
「
研
究
費
料
日
本
古
典
文
学
①
物
語
文
学
」
昭
5
8
・
明

治
書
院
）

（
1
1
）
苦
海
直
人
氏
「
r
源
氏
物
語
」
「
小
君
」
致
－
童
と
継
子
課
の
視
点
か
ら
－
」
（
r
国
学

院
雑
誌
」
第
9
7
巻
第
5
号
（
平
8
・
5
）
、
の
ち
r
源
氏
物
語
の
新
考
察
－
人
物
と
表

現
の
虚
実
－
」
（
平
1
5
・
お
う
ふ
う
）
所
収
）
、
書
井
美
弥
子
氏
「
源
氏
物
語
の
ふ
た

り
の
小
君
」
（
【
源
氏
物
語
の
思
惟
と
表
現
」
平
9
・
新
興
杜
）
。
な
お
、
吉
井
氏
は

「
「
小
君
」
と
い
う
少
年
が
登
場
し
、
索
と
浮
舟
の
「
媒
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
、

光
源
氏
と
空
蝉
の
場
合
と
二
重
写
し
に
な
る
と
き
、
そ
の
後
の
展
開
ま
で
予
想
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
r
山
路
の
露
」
に
も
日
を
向
け
ら
れ
、

「
た
と
え
ば
、
薫
が
小
君
を
浮
舟
の
も
と
に
そ
の
後
も
た
び
た
び
遣
わ
す
、
と
い
う
設

定
を
し
た
「
山
路
の
霹
」
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
（
読
み
）
の
一
展
開
例
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
ほ
）
西
木
忠
「
池
田
良
子
氏
は
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
小
君
の
幼
さ
を
「
幼
く
て
い
ま

だ
十
分
な
使
者
と
し
て
の
役
目
を
果
た
せ
な
い
」
も
の
の
二
心
に
役
目
に
徹
し
ょ

う
と
す
る
け
な
げ
な
姿
」
と
解
さ
れ
、
「
作
者
に
は
「
女
性
」
を
想
定
す
る
の
が
よ
り

妥
当
で
あ
り
、
か
つ
、
弟
を
持
つ
女
性
（
姉
）
で
あ
る
と
い
え
そ
う
に
思
わ
れ
る
」
と

作
者
像
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
（
「
山
路
の
露
注
釈
（
三
）
」
「
樟
蔭
国
文
学
」
第
3
2
号

（
平
7
・
3
）
）
。
し
か
し
小
君
に
関
す
る
一
連
の
描
写
は
や
は
り
空
蝉
の
小
君
像
と
の

対
比
の
上
で
と
ら
え
、
作
者
と
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

（
曇
r
源
氏
」
に
お
い
て
（
右
近
）
と
い
う
女
房
が
夕
顔
関
連
と
宇
治
十
帖
に
登
場
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
稲
賀
敬
二
氏
「
夕
顔
の
右
近
と
宇
治
十
帖
の
右
近
－
作
者
の
構

想
と
読
者
の
想
像
カ
ー
」
（
r
源
氏
物
語
の
世
界
　
方
法
と
構
造
の
諸
相
」
平
1
3
・
風

間
書
房
）
　
に
指
摘
が
あ
る
。

（
1
4
）
な
お
、
引
用
さ
れ
て
い
る
夕
顔
巻
の
〓
即
は
、
現
代
で
は
「
源
氏
は
ひ
と
り
胸
中
の

悲
傷
を
詠
詞
し
た
の
で
あ
り
、
源
氏
と
対
等
の
立
場
に
な
い
右
近
は
、
返
歌
を
せ
ず
、

彼
の
独
詠
歌
の
鑑
賞
者
に
み
ず
か
ら
と
ど
ま
る
」
（
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
頭

注
（
平
6
・
小
学
館
）
）
の
よ
う
に
解
さ
れ
、
右
近
の
（
心
も
と
な
さ
）
の
表
出
と
は

と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
r
山
路
の
露
」
は
あ
く
ま
で
右
近
の
過
失
と
読
ん

で
い
る
か
ら
こ
そ
当
該
場
面
の
よ
う
な
比
較
表
現
に
結
び
つ
く
の
で
あ
り
、
作
者
の

r
源
氏
」
理
解
の
一
端
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
。

（
望
山
田
利
博
氏
「
r
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
初
瀬
と
石
山
－
玉
掌
物
語
と
浮
舟
物
語
を

め
ぐ
っ
て
ー
」
（
r
国
文
学
研
究
し
第
8
7
集
（
昭
6
0
・
1
0
）
、
の
ち
前
掲
注
（
6
）
書

所
収
）

（
1
6
）
松
田
豊
子
氏
「
源
語
東
国
の
表
現
映
像
－
玉
髪
の
西
国
と
浮
舟
の
常
陸
－
」
（
r
源
氏

物
語
の
探
究
」
第
1
3
輯
　
昭
6
3
・
風
間
書
房
）

（
2
宇
治
十
帖
に
お
け
る
浮
舟
お
よ
び
周
辺
人
物
と
初
瀬
の
関
わ
り
、
r
山
路
の
露
」
へ

の
継
承
と
利
用
に
つ
い
て
は
、
小
川
（
岡
）
「
「
山
路
の
露
」
二
類
本
独
自
本
文
の
生

成
と
そ
の
性
格
」
（
r
中
古
文
学
」
第
m
号
　
平
1
5
・
5
）
で
論
じ
て
い
る
。
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（
1
8
）
r
山
路
の
露
」
が
「
源
氏
」
に
お
け
る
浮
舟
・
薫
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
を
ど
う
解
し

て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
r
山
路
の
露
」
と
い
う
新
た
な
物
語
に

位
置
付
け
て
い
っ
た
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
稲
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

［
付
記
］

本
稿
は
、
平
成
1
7
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
春
季
研
究
集
会
（
平
成
1
7
年
6
月
2
6

日
　
於
広
島
大
学
学
士
会
館
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
）
　
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
改
題
、
加

筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
位
藤
邦
生
先
生
、
妹
尾

好
信
先
生
、
井
上
新
子
先
生
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

－
お
が
わ
・
よ
う
こ
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
修
了
－




