
本
居
宣
長
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
発
展
過
程

四　三　二　一

:
'
蝣
'
-
>
め
こ

蝣
-
K
-
f
-
 
-
_
i
*
'
蝣
正
-
J
I
U
,
l
^

「
欲
」
と
「
情
」

あ
は
れ
を
し
る

も
の
の
あ
は
れ
を
し
る

お
わ
り
に

は
じ
め
に

宣
長
は
'
次
の
著
作
に
お
い
て
'
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。「

あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
」
　
一
七
五
七
年
(
二
十
七
才
)
ゥ
・

「
{
;
'
;
:
J
5
?
i
:
r
L
　
「
八
蝣
蝣
:
v
v
i
 
L
 
l
七
五
八
i
:
J
-
C
二
十
九
才
)
t
>
*
b
は
・
_
.
-
r
.

る
。

「
柴
文
顎
領
」
　
一
七
六
三
年
(
三
十
四
才
)
な
る
o

●
′

「
石
上
私
淑
言
　
上
・
一
「
」
一
七
六
一
二
年
(
三
十
四
才
)
な
る
。
「
石
上
私

淑
言
　
巻
三
」
?

「
三
拝
問
」
　
l
七
九
三
年
(
六
十
四
才
)
習
き
は
じ
め
る
。

「
狩
氏
物
語
三
の
小
欄
」
　
一
七
九
六
年
(
六
十
七
才
)
な
る
.

「
初
山
踏
」
　
一
七
九
八
年
〓
ハ
十
九
才
)
な
る
。

「
あ
し
わ
け
を
ぷ
ね
」
　
「
石
上
私
坦
冨
」
は
、
主
と
し
て
歌
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
o
 
T
V
'
^
y
i
'
d
川
」
「
3
7
v
K
品
;
k
h
;
q
-
^
悶
一
蝣
i
-
4
'
洞
.
〆
　
　
　
に
つ
い
て

論
じ
っ
つ
'
物
語
鈴
を
庄
開
し
て
い
る
。
ト

「
物
の
あ
は
れ
を
し
ろ
よ
り
外
に
物
語
な
く
覇
道
な
し
」
　
(
本
居
宣
長
全
莞

K
一
二
付
　
E
T
五
八
-
E
W
九
べ
　
「
U
'
-
f
^
t
己
　
E
p
競
い
　
店
　
日
下
「
+
J
r
只

全
集
」
と
略
す
。
)

と
し
て
'
宣
長
自
身
は
'
歌
も
物
語
も
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
-

本
質
に
お
い
て
は
変
わ
り
な
い
と
考
え
で
一
'
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
を
展
開
し

て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
'
右
に
記
し
た
㌫
著
作
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
も
の
の

あ
は
れ
」
論
は
'
韻
文
に
も
散
文
に
も
通
じ
る
文
学
本
質
論
と
み
な
し
て
い
い

と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
'
宣
長
に
お
け
る
文
学
論
と
し
て
の
「
も
の

¥r,5



の
あ
は
れ
」
諭
は
'
「
瀕
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
に
お
い
て
、
そ
の
最
終
的
な
展

開
を
元
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
'
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
諭
の
糞
尿
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に

よ
っ
て
へ
そ
の
問
題
点
を
検
討
し
'
特
質
を
究
明
し
た
い
O

T
　
和
歌
革
画
情
之
~
道
一
也

宣
長
は
'
気
侯
・
地
勢
の
お
だ
や
か
な
伊
勢
の
枚
阪
に
生
ま
れ
た
O
二
十
一
ニ

∴
・
∴
、
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
∴
　
-
'
'
-
'
I
'
,
し

て
'
契
沖
の
学
問
及
び
著
書
に
差
し
た
ら
し
い
。
朱
子
学
派
と
は
対
立
す
る
古

V
笹
　
小
の
甘
-
・
*
0
-
-
*
"
.
-
J
-
"
'
に
も
ふ
れ
た
よ
う
で
あ
る
　
(
蝣
」
~
)

ま
た
へ
宣
長
は
'
四
季
お
り
お
り
の
風
情
を
楽
し
み
な
が
ら
の
学
習
を
し
て

い
る
。「

十
九
日
、
景
山
先
生
と
東
山
の
花
見
に
ま
か
り
ぬ
O
高
責
寺
に
ま
か
り
て

見
得
る
に
'
天
神
の
か
た
は
ら
な
る
花
へ
盛
ち
か
-
見
え
た
り
O
大
か
た
、
廿

日
す
ぎ
に
は
盛
な
る
べ
し
。
こ
ゝ
に
て
し
ば
し
や
す
み
侍
る
O
景
山
先
生
の
苫

よ
み
給
へ
る
o

み
よ
し
野
の
お
-
ゆ
か
し
さ
も
咲
つ
ゞ
く
花
を
み
や
こ
の
山
に
わ
す
れ
て

や
つ
が
れ
か
へ
し

わ
す
る
て
ふ
富
野
の
お
く
は
し
ら
ぬ
み
に
み
や
こ
の
山
ぞ
花
は
め
で
た
き

富
野
を
わ
す
る
と
よ
み
拾
ひ
し
は
'
け
ふ
道
す
が
ら
物
語
に
、
筏
年
、
か
の
所

の
花
見
に
お
は
せ
し
折
の
物
語
し
拾
ひ
て
、
其
お
り
し
も
'
盛
の
花
を
見
し

夜
'
園
は
げ
し
く
ふ
き
て
'
満
山
の
花
ち
り
け
る
あ
り
さ
ま
お
し
き
物
か
ら
へ

た
ぐ
ひ
な
き
な
が
め
也
け
る
よ
し
へ
恩
ひ
出
て
か
た
り
給
ひ
し
ゆ
へ
な
り
け
ら

.

.

・

し

　

こ

、

・

.

-

"

　

I

'

I

 

I

・

　

～

1

.

i

∵

"

　

i

'

蝣

'
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・

r

・

・

‥

記
」
宝
暦
六
年
三
月
十
九
日
)

こ
の
よ
-
に
し
て
'
景
山
の
も
と
で
、
宣
長
の
情
操
が
豊
か
に
育
っ
て
い
っ

た
で
あ
ろ
-
こ
と
が
憩
侍
さ
れ
る
。

二
十
三
、
四
才
こ
ろ
へ
宣
長
は
、
自
己
の
蕪
性
を
自
由
に
伸
ば
す
生
活
を
征

な
り
に
論
理
化
し
て
'
き
ま
じ
め
な
一
人
の
友
人
に
次
の
よ
-
な
手
紙
を
送
っ

て
い
る
。

「
足
下
非
]
]
:
鐸
好
〓
和
歌
一
〇
　
農
亦
私
非
=
足
下
好
7
倍
。
是
何
則
儒
也
老
聖
人
之

遺
也
。
聖
人
之
道
も
篤
ゾ
閉
治
]
I
天
t
L
J
安
レ
民
之
遺
也
。
非
丁
所
〓
以
私
有
白
楽
1
者
上

也
　
　
　
　
　
こ
け
n
S
^
i
^
v
^
C
;
^
　
　
　
二
桁
見
1
耐
蝣
>
/
y
;
㌔
i
-
i
」
-

部
K
S
2
-
止
　
　
　
せ
E
U
j
崇
　
」
　
(
」
.
'
山
　
七
　
「
苫
∵
こ
.
・
-
;
r
-
i
,
;
~

・
=
こ
E
J
-
K
べ
-
^
-
r
"
*
T
i
:
ユ
'
m
誓
こ

こ
の
あ
と
'
宣
長
は
'
「
和
歌
情
語
也
」
と
も
言
っ
て
い
る
o

「
私
有
白
楽
」
を
求
め
る
自
分
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
主
張
し
て
い
る
O
　
こ

こ
に
は
'
す
で
に
、
宣
長
が
、
の
ち
に
花
立
し
て
い
っ
た
他
界
親
の
基
本
的
な

性
柏
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
o

・
I
J
の
l
 
i
i
t
　
人
e
H
Q
も
り
O
'
/
i
f
i
O
は
㍑
^
i
-
1
H
す
る
　
　
　
で
も
る
。
そ

の
二
は
'
あ
り
の
ま
ま
の
性
情
を
表
甥
す
る
も
の
が
和
歌
(
つ
ま
り
文
学
)
で

あ
る
と
す
る
ナ
蝣
S
'
i
l
†
t
r
i
V
A
る
。
そ
S
l
i
i
i
i
、
J
^
-
t
.
 
"
.
 
*
J
L
*
n
:
f
.
T
l
i
誉
h
J
の
た
め

に
人
間
に
形
式
的
な
生
班
を
要
求
す
る
儒
学
の
排
撃
で
あ
る
O

汀
　
　
　
沖
(
・
八
　
　
九
　
「
い
r
j
∴
ド
r
S
・
"
-
/
-
」
　
f
'
'
」
K
l
l
>
)
四
〇
一
I

F
j
〇
二
べ
　
-
s
n
U
v
S
i
汁

二
　
「
欲
」
と
「
情
」

lSti



「
あ
し
わ
け
を
ぷ
ね
」
は
'
宣
長
の
京
都
遊
学
時
代
に
著
わ
さ
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
(
荏
-
)
　
二
十
八
の
問
い
に
答
え
る
と
い
う
形
式
で
論
が
進
め
ら

れ
,
約
八
十
項
目
に
わ
た
っ
王
思
兄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
(
注
2
)

「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
-
こ
と
に
'
正
接
に
ふ
れ
て
い
る
の
は
'
次
の
二
か

所
で
あ
る
。

頭
注
に
「
○
事
の
道
は
誓
悪
の
ぎ
ろ
ん
を
す
て
ゝ
、
も
の
ゝ
あ
は
れ
と
云

こ
と
を
し
る
べ
し
,
　
○
源
氏
物
語
の
一
部
の
趣
向
此
所
を
以
て
買
得
す
べ

し
,
外
に
仔
細
な
し
」
と
あ
り
へ
本
文
に
「
す
べ
て
此
道
は
風
雅
を
む
ね
と
し

.

・

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

∴

∵

一

∵

・

一

　

・

'

t

i

'

・

'

・

　

∴

し

す
る
述
べ
方
に
は
,
す
で
に
文
学
の
本
質
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
で
あ
る
と
気

づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
へ
ま
だ
、
文
学
論
と
し
て
の
「
も
の
の

あ
は
れ
」
諭
を
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
O
　
け
れ
ど
も
へ
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
は
,
の
ち
の
ち
,
「
も
の
の
あ
は
れ
」
請
の
性
相
を
方
向
づ
け
た
と
恩
わ

れ
る
「
欲
」
と
「
惜
」
に
関
す
る
宣
長
の
見
餌
で
あ
る
o

宣
長
は
'
「
欲
と
情
と
の
差
別
あ
り
」
　
(
本
居
全
莞
第
三
冊
　
四
二
ペ
「
あ

し
わ
け
を
ぷ
ね
」
)
と
し
て
、
欲
と
情
の
価
値
を
分
け
て
考
え
て
い
た
O

「
韻
は
情
よ
り
い
づ
る
も
の
な
れ
ば
、
欲
と
は
別
也
'
欲
よ
り
い
づ
る
こ
と
も

㍑
に
蝣
A
づ
か
れ
・
f
,
'
*
7
ム
る
也
」
　
C
2
B
)

歌
は
情
に
か
か
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
欲
に
は
か
か
わ
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

(
,
1
日
に
恩
ふ
こ
と
」
に
は
価
値
に
お
い
て
下
位
に
あ
る
「
欲
」
と
上
位
に
あ
る

「
惜
」
が
あ
る
.
「
欲
」
か
ら
発
す
る
「
心
に
恩
ふ
こ
と
」
も
「
情
」
ま
で
高

め
ら
れ
た
は
あ
い
に
は
歌
に
な
る
t
と
い
う
.
「
欲
」
の
み
で
は
歌
に
な
ら
な

い
'
つ
ま
り
'
文
学
に
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

∵

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

∵

　

*

　

'

*

-

-

.

.

 

'

I

∵

*

-

*

.

-

'

l

-
i
i
-
い
す
る
蝣
蝣
.
蝣
-
o
也
」
　
C
S
G
)
で
◆
'
i
K
'
-
f
j
ら
O

宣
長
に
よ
れ
ば
'
欲
と
情
を
区
別
す
る
も
の
は
'
感
慨
あ
る
い
は
慨
歎
で
あ

る
。
「
心
に
思
ふ
こ
と
」
を
一
定
つ
き
は
な
し
て
、
見
る
、
あ
る
距
既
を
お
い

て
感
じ
な
お
す
と
き
「
椿
」
が
現
わ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
充
足
を
求
i
5
る

寓
動
的
な
も
の
、
近
接
的
な
も
の
へ
あ
ら
わ
な
も
の
は
、
荘
接
的
'
あ
ら
わ
な

る
が
故
に
捷
霞
さ
れ
へ
　
し
り
ぞ
け
ち
れ
る
O

の
ち
に
、
「
古
事
記
」
を
研
究
し
て
'
本
能
の
お
も
む
く
ま
ま
に
お
お
ら
か

に
生
き
た
古
代
人
の
生
き
方
を
し
っ
た
宣
長
は
、
日
常
の
生
活
に
お
け
る
欲
望

の
充
足
を
肯
定
し
て
い
る
。

「
う
ま
き
物
く
は
ま
は
し
く
へ
よ
き
ゝ
ぬ
き
ま
は
し
く
、
よ
き
家
に
す
ま
ゝ

ほ
し
く
へ
　
た
か
ら
え
ま
ほ
し
-
'
人
に
た
ふ
と
ま
れ
ま
ほ
し
く
へ
　
い
の
ち
な
が

マ
ゴ
n
p

l
ら
ま
ほ
し
く
す
る
は
、
み
な
人
の
真
心
也
'
然
る
に
こ
れ
ら
を
皆
よ
か
ら
ぬ

事
に
L
t
ね
が
は
ざ
る
を
い
み
じ
き
こ
と
に
し
て
、
す
べ
て
は
し
か
ら
ず
'
わ

が
は
ぬ
か
は
す
る
も
の
ゝ
'
よ
に
お
は
か
る
は
'
例
の
-
る
さ
き
い
つ
は
り
な

り
'
」
　
(
本
居
全
霊
　
第
一
冊
　
二
二
九
～
二
一
二
〇
ペ
　
「
三
隅
問
」
)

に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
こ
の
人
間
硯
を
文
学
論
の
惟
界
に
ま
で
は
茨
ほ
さ
な

^
*

_
>「

顎
の
本
然
は
何
事
に
て
も
、
心
に
恩
ふ
ほ
ど
の
こ
と
よ
み
出
ら
れ
ず
と
云
こ

と
な
し
へ
さ
れ
ど
も
風
雅
を
椅
ぶ
置
な
れ
ば
、
不
風
雅
を
き
ら
ひ
て
'
詠
ぜ
ぬ

ま
で
の
こ
と
也
へ
封
の
遺
の
せ
ば
き
に
あ
ら
ず
、
よ
む
人
の
情
に
し
た
が
ふ
」

(
辛
"
i
-
Z
'
r
'
^
㍑
　
　
三
桁
　
H
i
ニ
べ
　
「
も
し
わ
け
V
'
l
h
」
)

「
欲
」
と
「
惜
」
を
差
別
す
る
文
学
的
価
値
判
断
の
基
準
は
、
風
雅
な
の
で

あ
る
。
「
心
に
思
ふ
こ
と
」
も
風
雅
の
範
顕
に
お
い
て
歌
に
な
り
え
る
の
で
あ

る
。こ

の
立
場
は
'
「
石
上
私
坦
吉
」
に
お
い
く
'
さ
ら
に
明
確
に
な
る
o
　
そ
こ

-157-



で
は
'
「
欲
」
が
歌
に
な
ら
な
い
理
由
を
'

「
欲
は
き
た
な
き
恩
ひ
に
て
あ
は
れ
な
ら
ざ
る
故
也
」
　
(
本
居
全
宍
　
第
三

冊
　
二
五
五
ペ
　
「
石
上
私
些
言
　
下
」
)

と
い
っ
て
'
「
あ
は
れ
」
を
風
雅
な
美
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
源
氏
物
語
玉
の
小
欄
」
に
お
い
て
は
'
次
の
よ
う
に
比
倫
を
用
い

て
説
明
し
て
い
る
。

「
語
を
-
ゑ
て
め
で
む
と
す
る
人
の
'
粘
り
て
き
た
な
く
は
あ
れ
ど
も
へ

ヒ
ヂ
r
I
ヅ

泥
水
を
た
く
は
ふ
る
が
ど
と
し
へ
物
語
に
不
発
な
る
懸
を
守
る
も
へ
そ
の
に
ご

れ
る
泥
を
、
め
で
ゝ
に
は
あ
ら
ず
、
物
の
あ
は
れ
の
花
を
さ
か
せ
ん
料
ぞ
か
し
、
」

(
増
補
本
居
宣
長
全
集
　
第
七
　
四
八
<
ペ
　
「
源
氏
物
語
玉
の
小
柄
」
　
吉

川
弘
フ
/
!
-
:
　
~
1
「
'
こ
　
　
　
　
ニ
i
r
>
J
f
r
'
-
i
"
)

泥
水
は
'
「
欲
」
に
あ
た
り
'
語
の
花
は
'
隅
に
あ
た
る
。
宣
長
の
文
学
的

価
値
基
準
は
'
恋
そ
の
も
の
の
形
象
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
恋
の
も
た
ら
す

.
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
花
に
あ
っ
た
。
距
離
を
お
い
て
眺
め
る
と
美
し
い
'
恋

す
る
心
情
を
純
粋
化
し
た
「
風
雅
」
な
面
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(
注
3
)

宣
長
は
'
文
学
の
冊
昇
か
ら
「
欲
」
を
追
放
し
た
こ
と
に
な
る
。
彼
が
友
人

に
送
っ
た
手
紙
に
「
和
歌
夢
色
情
之
遺
)
也
」
と
い
っ
た
と
き
の
性
情
に
は
'

こ
の
よ
-
な
制
約
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
O
性
情
と
い
っ
て
も
'
そ
れ

は
「
風
雅
」
の
て
の
ひ
ら
で
す
く
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
人
間

の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
「
生
」
へ
そ
の
苦
し
み
'
悶
え
か
ら
身
を
か
わ
し
た
と

こ
ろ
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
鈴
が
諭
と
し
て
の
純
粋
性
を
保
ち
え
た
原
因
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

注
-
佐
々
木
信
編
著
「
増
訂
賀
茂
真
淵
と
本
居
宣
長
」
　
二
四
八
ペ
　
吉
川
弘

文
・
I
-
牀
照

け
れ
ど
も
'
山
本
嘉
持
氏
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
十
四
日
の
和
歌
文
学

に
お
い
て
'
「
宣
長
が
著
わ
し
た
と
み
る
の
は
坑
わ
し
い
。
」
と
す
る
諭

壬
;
,
:
!
3
さ
れ
人
∵
こ
し
J
*
-
-
1
H
i
'
-
y
十
亮
s
r
!
-
f
.
-
i
T
お
・
r
か
か
い
し
た
。
「
y
-
i
r
文
.

汁
,
'
:
:
k
八
川
r
-
'
n
t
s
r
^
;
1
讃
'
S
'
d
-
」
に
は
t
r
l
C
一
よ
う
に
も
る
0

「
l
^
L
r

r
-
汁
を
-
i
-
S
J
l
は
'
蝣
j
'
-
'
i
斗
‥
へ
た
が
平
和
に
T
F
L
人
'
.
・
&
判
じ
で

あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
s
x
詔
で
あ
る
o
こ
の
書
は
'

守
k
V
v
f
c
'
i
想
十
巾
に
'
:
-
.
・
'
.
〇
柄
H
=
!
I
に
間
f
j
t
-
.
蝣
-
'
蝣
Z
i
^
l
、
:
T
へ
人
1
-
蝣
-
'

-
V
:
学
説

を
、
宣
長
が
笠
録
し
た
も
の
で
あ
る
O
」

い
ま
は
'
宣
長
著
作
説
に
し
た
が
っ
て
論
を
進
め
た
.
「
も
の
の
あ
は

ヽ
ヽ
ヽ

れ
」
論
の
考
え
方
を
問
芯
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
O
景
山
の
論
述
で
あ

れ
'
宣
長
の
著
作
で
あ
れ
へ
完
長
が
'
こ
こ
に
捕
ら
れ
て
い
る
「
も
の
の
あ

は
れ
」
鈴
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

2
「
あ
し
わ
け
を
ぷ
ね
」
を
要
約
す
る
と
へ
次
の
よ
-
な
内
容
で
あ
る
。

歌
は
'
「
た
ゞ
心
に
恩
ふ
こ
と
を
い
ふ
よ
り
外
な
し
」
な
の
で
'
政
治

的
・
道
徳
的
な
有
用
性
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
'
琶
悪

教
誠
の
た
め
に
付
会
し
て
解
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
古
今
伝
授
な
ど
の
作

歌
上
の
禁
制
法
式
は
'
自
由
な
表
現
を
は
ば
む
も
の
で
あ
る
か
ら
守
る
必
要

は
な
い
o
つ
い
で
「
う
た
」
の
吾
桑
を
述
べ
へ
歌
は
人
間
の
欲
と
情
の
う

ち
へ
情
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
O
後
半
は
'
万
葉
の
時
代
か
ら

宗
祇
、
契
沖
ま
で
の
歌
の
照
史
を
述
べ
つ
つ
'
前
半
の
諸
古
見
の
正
し
さ
を

具
体
的
に
証
明
し
て
い
る
。

3
坪
内
.
g
迄
も
、
そ
の
「
小
説
神
位
」
に
お
い
て
へ
こ
の
考
え
方
に
し
た

が
っ
て
い
る
。

「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
へ
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
o
人
情
と
は
い
か

な
る
も
の
を
い
ふ
や
。
日
く
、
人
情
と
は
人
間
の
情
欲
に
て
'
所
謂
百
八
煩

-158-



悩
是
れ
な
り
.
」
と
言
い
き
り
な
が
ら
も
、
徹
底
し
き
れ
ず
'
「
さ
は
と

く
t
 
t
i
j
ト
ハ
'
:
蝣
I
*
-
-
t
i
わ
た
れ
る
　
情
j
'
-
j
だ
i
>
a
和
し
い
た
せ
よ
し
し
い
ふ
に
-
」
;
^

ず
。
至
し
小
説
は
美
術
な
る
か
ら
、
彼
の
音
楽
に
鄭
態
を
忌
み
へ
悟
空
に
投

こ

と

ほ

　

　

　

　

　

　

に

-

距
の
恨
i
-
'
¥
:
1
ひ
へ
　
ま
⊥
J
*
蝣
'
-
∴
訊
巨
'
.
代
l
l
E
Z
-
i
仏
る
吉
;
蝣
J
"
p
-
-
t
^
t
ふ
る
こ
と
一
霊
　
び

に
く

が
如
く
に
'
部
指
を
語
る
を
悪
の
ば
な
り
。
」
と
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
宣

長
の
「
江
の
花
を
-
-
」
を
引
用
し
て
、
「
す
こ
ぶ
る
小
説
の
主
旨
を
厨
し

て
'
よ
く
物
語
の
性
質
を
ば
説
き
あ
き
ら
埼
た
る
も
の
と
い
ふ
べ
L
o
」

へ
鞘
代
目
木
耳
学
;
:
¥
'
-
'
"
r
I
 
s
c
泣
造
・
二
M
H
-
E
]
:
S
u
r
.
九
一
～
九
五
べ

筑
㌫
　
蝣
)
J
J
H
　
-
て
い
る
。
?
蝣
-
<
貯
7
j
m
:
:
;
;
-
強
さ
を
ま
ざ
i
K
V
j
-
サ
J
,
f

る
思
い
で
あ
る
。

三
　
あ
は
れ
を
L
る

「
も
の
の
あ
も
ま
れ
」
が
歌
の
本
質
で
あ
る
と
把
捉
し
た
宣
長
は
'
　
「
あ
は

れ
」
の
用
例
を
古
典
の
中
に
探
し
て
い
る
。
そ
の
使
わ
れ
ざ
ま
か
ら
「
あ
ほ

れ
」
の
意
味
す
る
も
の
を
帰
納
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
「
安
波
柑
打
」
で
あ

る
。そ

こ
で
は
'

°

「
大
方
寄
道
ハ
ア
ハ
レ
ノ
一
言
ヨ
-
外
二
飴
童
ナ
シ
へ
　
仲
代
ヨ
-
今
二
至

i
X
Z
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
H
m
^
^
H
1
.
　
1
1

-
'
末
惟
無
窮
二
茨
プ
マ
デ
へ
　
ヨ
ミ
出
ル
所
ノ
和
談
ミ
ナ
'
ア
ハ
レ
ノ
二
言
二

矧
オ
'
サ
レ
バ
比
遺
ノ
極
意
ヲ
タ
ヅ
ヌ
ル
こ
、
又
ア
ハ
レ
ノ
三
冒
リ
外
ナ
シ

伊
~
財
源
氏
ソ
ノ
外
ア
ラ
ユ
ル
物
語
マ
デ
モ
、
又
ソ
ノ
本
意
ヲ
タ
ヅ
ヌ
レ
バ
ヘ
ア

ハ
レ
ノ
一
-
.
1
1
1
　
コ
t
∵
隅
=
∵
t
へ
・
.
.
.
]
　
(
Y
.
-
 
'
S
-
箔
　
　
的
=
1
ニ
S
.
H
六
　
-
H

六
七
ペ
　
「
・
:
小
ヽ
'
r
^
'
Z
¥
)
と
し
て
'
　
記
も
古
　
拾
遺
、
K
^
^
S
v
‥
l

巻
へ
貫
之
集
、
住
ま
物
語
な
ど
の
例
が
責
め
ら
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。

l

こ
れ
ら
の
用
例
に
あ
た
り
な
が
ら
の
思
m
の
結
果
'
を
揖
文
論
へ
散
文
論
と
し

て
ま
と
助
た
も
の
が
'
「
石
上
私
淑
言
」
全
一
二
巻
で
あ
り
'
「
紫
文
覇
餌
」
で

あ
る
。「

石
上
私
坦
言
」
は
'
「
歌
と
は
い
か
な
る
も
の
を
い
ふ
ぞ
や
」
の
問
い
に

は
じ
ま
っ
て
、
「
短
歌
は
い
か
に
」
ま
で
の
大
小
9
6
項
の
問
い
に
答
え
る
形
式

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
(
注
-
)

「
あ
し
わ
け
を
ぷ
ね
」
で
は
'
ほ
ん
の
一
行
ば
か
り
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に

ふ
れ
て
い
た
宣
長
は
'
本
吉
に
お
い
て
、
そ
れ
を
中
心
に
論
究
し
て
い
る
O

「
古
今
集
」
の
真
名
序
・
仮
名
序
を
、
そ
の
お
お
す
じ
に
お
い
て
認
埼
て
'

部
分
的
な
批
判
を
し
な
が
ら
へ
　
「
も
の
の
あ
は
れ
」
諭
を
文
学
論
と
し
て
,
述
べ

て
い
る
。

ま
ず
、

「
苛
は
'
英
物
の
あ
は
れ
を
し
る
事
の
探
き
中
よ
り
い
で
く
る
也
」
　
(
本
居

全
袋
　
第
三
冊
一
六
六
ペ
　
「
石
上
私
坦
言
上
」
)

と
し
て
'
「
あ
は
ま
れ
」
と
「
あ
は
れ
を
し
ろ
」
を
説
明
し
て
い
く
O

「
・
・
-
・
さ
て
か
く
の
如
く
阿
波
渡
と
い
ふ
言
斑
は
'
さ
ま
!
-
い
ひ
か
た
は

か
に
;
た
-
r
-
-
*
・
*
-
・
*
'
^
X
〔
蕊
蝣
t
#
'
?
.
-
s
に
て
'
止
る
H
t
 
ち
,
 
J
j
す
わ
ざ

t
l
ふ
れ
て
'
情
の
決
く
感
ず
る
事
を
い
ふ
也
。
俗
に
は
た
ゞ
悲
哀
を
の
み
あ
は

れ
と
心
得
た
れ
共
、
さ
に
あ
ら
ず
'
す
べ
て
-
れ
し
共
、
お
か
し
共
'
た
の
し

共
へ
懸
し
共
へ
情
に
感
ず
る
串
は
み
な
阿
波
起
也
。
さ
れ
は
お
も
.
し
ろ
き
専
'

お
か
し
き
事
な
ど
を
も
あ
は
れ
と
い
へ
る
こ
と
お
は
し
」
　
(
同
前
l
七
E
I
ペ
)

「
あ
は
れ
」
と
は
'
情
の
動
き
す
べ
て
を
い
-
。
つ
ま
り
感
動
l
蚊
で
あ

a
s

「
た
と
へ
ば
う
れ
し
か
る
べ
き
w
に
あ
ひ
て
-
れ
し
く
思
ふ
は
'
共
-
れ
し

か
る
べ
き
轟
の
心
を
わ
き
ま
へ
し
る
故
に
う
れ
し
き
也
。
又
か
な
し
か
る
べ
き

159



事
に
あ
ひ
て
か
な
し
く
思
ふ
は
、
　
其
悲
し
か
る
べ
き
事
の
心
を
桝
へ
し
る
故

に
へ
か
な
し
き
也
。
さ
れ
ば
事
に
ふ
れ
て
'
其
-
れ
し
-
か
な
し
き
郡
の
心
を

わ
き
ま
へ
し
る
を
へ
物
の
あ
は
れ
を
し
る
と
い
ふ
な
り
。
其
事
の
心
を
し
ら
ぬ

時
は
.
-
れ
し
き
章
も
な
-
'
か
な
し
き
事
も
な
け
れ
ば
'
心
に
思
ふ
等
な
し
。

恩
ふ
頚
な
-
て
は
'
召
は
い
で
こ
ね
也
O
」
　
(
同
前
一
六
五
ペ
)

宜
技
に
よ
れ
ば
'
感
動
を
感
動
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
「
も
の
の
あ
は
れ

を
し
る
」
　
こ
と
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
'
悲
し
き
こ
と
も
う
れ
し
き
こ
と
も
、
そ
の
心
を
「
わ
き
ま
へ
し
り
」

て
「
悲
し
く
」
あ
る
い
は
「
う
れ
し
-
」
心
の
動
く
の
を
「
あ
は
れ
を
し
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
'
「
あ
ほ
れ
」
と
発
す
る
瞬
間
的
な
感
動
か
ら
一

-
^
m
ア
ー
:
z
い
て
t
 
i
t
?
,
N
L
,
三
し
い
一
.
T
-
J
^
'
j
O
^
態
k
J
さ
し
て
い
る
ー
4
>
'
&
-

+
:
ら
一
小
言
1
"
 
-
-
 
*
*
"
'
∴
‥
,
 
!
い
て
'
わ
き
V
-
.
'
f
∴
葦
]
崩
を
1
Z
:
-
J
r
O
蝣
こ
t
 
r
.
・
つ
　
し
・
f
 
"
)
る
べ

き
」
こ
と
か
否
か
を
理
性
的
に
判
断
し
て
後
に
「
-
れ
し
か
る
べ
き
」
こ
と
を

し
っ
て
「
あ
は
れ
を
し
ろ
」
の
で
あ
る
O
「
あ
は
れ
j
に
恩
-
こ
と
と
「
あ
は
れ

を
し
る
」
こ
と
は
'
　
時
間
的
に
は
瞬
問
の
固
さ
で
は
あ
ろ
う
が
t
 
m
蒜
日
に
よ

る
対
象
の
「
う
れ
し
か
る
べ
き
」
こ
と
か
否
か
を
弁
別
(
わ
き
ま
へ
し
る
)
す

る
作
用
が
あ
る
の
で
あ
る
O
　
「
わ
き
ま
へ
し
ろ
」
と
い
う
知
的
な
行
馬
に
よ
っ

て
餌
葬
的
な
感
動
を
意
識
化
し
'
整
理
す
る
の
で
あ
る
O
か
-
V
.
宕
識
化
さ

れ
'
整
理
さ
れ
て
「
詞
」
に
表
現
さ
れ
た
「
心
の
う
ど
き
」
が
歌
で
あ
り
'
物

語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

宣
長
が
'
文
学
作
品
の
形
象
過
程
に
「
あ
は
れ
」
と
感
嘆
す
る
こ
と
と
「
あ

は
れ
を
し
ろ
」
こ
と
に
よ
る
対
象
把
最
の
問
に
段
閏
を
認
め
た
こ
と
は
'
「
石

上
T
T
∵
X
i
|
-
‖
」
こ
　
け
∴
薫
H
、
M
/
'
-
J
-
-
 
'
;
?
¥
'
L
も
二
.
 
)
と
思
う
。

け
れ
ど
も
、
「
う
れ
し
か
る
べ
き
」
　
「
た
の
し
か
る
べ
き
」
と
「
べ
き
」
を

付
し
て
論
ず
る
と
こ
ろ
に
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
諭
の
問
題
が
あ
る
と
恩

わ
れ
I
*
"

宣
長
に
と
っ
て
は
、
「
あ
は
れ
」
と
感
只
し
た
あ
と
へ
「
あ
は
れ
を
し
ろ
」

ま
で
に
は
一
つ
の
「
あ
は
れ
」
と
し
て
し
る
べ
き
か
い
な
か
の
価
値
判
断
の
基

準
が
あ
る
。
そ
の
「
べ
き
」
も
の
の
範
図
に
は
い
る
心
の
「
う
'
こ
き
」
の
み
が

「
あ
は
れ
」
と
し
て
し
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

環
境
や
事
象
と
の
対
応
関
係
に
よ
っ
て
へ
「
あ
は
れ
」
を
「
し
る
」
の
で
は

な
く
、
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る
「
あ
は
れ
」
の
感
覚
や
韻
念
に
合
致
す

る
も
の
を
鑓
境
や
事
象
の
中
に
お
い
て
「
し
る
」
の
で
あ
る
。
み
わ
け
'
兄
い

だ
す
の
で
あ
る
。

*
-
i
A
は
w
の
よ
う
に
い
-
0

「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
と
い
ひ
t
L
ら
ぬ
と
い
ふ
け
ぢ
め
は
へ
た
と
へ
め
で

た
き
花
を
見
'
さ
や
か
な
る
月
に
む
か
ひ
て
、
あ
は
れ
と
情
の
感
く
'
則
是
物

の
あ
は
れ
を
し
る
な
り
.
是
某
月
花
の
あ
は
れ
な
る
お
も
む
き
を
、
心
に
わ
き

ま
へ
L
i
c
v
|
"
:
>
)
'
-
'
蝣
'

.
'
?
.
蝣
蝣
=
-
也
。
そ
の
・
も
は
れ
な
わ
蝣
v
r
,
(
し
ら
-
盟
.
.
:
-

j
は
'

い
か
に
め
で
た
き
花
見
て
も
'
さ
や
か
な
る
月
に
む
か
ひ
て
も
煩
く
こ
と
な

し
。
是
即
'
物
の
あ
は
れ
を
し
ら
ぬ
也
。
」
(
同
前
一
七
六
ペ
)

「
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
環
境
や
事
象
を
美
的
に
認
識
す
る
基

準
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
つ
づ
け
て
'

「
月
花
の
み
に
あ
ら
ず
'
す
べ
て
世
中
に
あ
り
と
あ
る
事
に
ふ
れ
て
'
其
お

も
む
き
心
ば
へ
を
わ
き
ま
へ
し
り
て
'
-
れ
し
か
る
べ
き
事
は
う
れ
し
く
、
お

か
し
か
る
べ
き
巧
は
お
か
し
-
t
か
な
し
か
る
べ
き
事
は
か
な
し
-
'
こ
ひ
し

か
る
べ
き
串
は
こ
ひ
し
-
'
そ
れ
そ
れ
に
情
の
感
く
が
物
の
あ
は
れ
を
し
る

也
。
」
(
同
前
一
七
六
ペ
)

と
い
う
と
き
、
~
そ
れ
は
、
文
学
的
認
識
論
と
い
う
よ
り
へ
世
間
一
役
の
生
活
者 -ICG-



の
認
識
論
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
と
思
う
。
「
し
る
」
と
い
う
作
用
の
強

調
は
、
文
学
形
象
に
お
け
る
借
的
作
用
よ
り
も
'
理
知
的
な
作
菜
を
思
わ
せ

る
。そ

し
て
'
こ
の
葛
輩
は
'
人
間
の
心
の
動
き
を
「
欲
」
と
「
惜
」
と
に
分
け
て

「
情
」
の
み
に
価
値
を
与
え
た
「
あ
し
わ
け
を
ぶ
ね
」
の
風
雅
現
と
ま
っ
た
く

同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

宣
長
は
、
情
の
動
き
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
石
上
私
淑
言
」
に
お
い

て
、
「
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
-
熟
語
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

論
理
的
に
説
明
し
え
た
の
で
あ
っ
た
o

こ
の
よ
-
な
f
も
の
の
あ
は
れ
」
論
に
立
っ
て
「
石
上
私
淑
言
　
上
、
下
、
竜

三
」
に
お
い
て
は
'
次
の
三
つ
の
論
点
が
と
く
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
恩

s
a
i

そ
の
一
は
'
感
動
を
茨
甥
す
る
に
は
必
ず
技
巧
を
生
む
t
と
す
る
論
点
で
あ

る
。
(
注
2
)

「
決
き
あ
は
れ
は
'
た
ゞ
の
詞
に
い
ひ
て
は
あ
き
た
ら
ず
、
同
じ
〓
昌
も
長
く

あ
や
を
な
し
て
い
へ
は
心
は
る
ゝ
等
こ
よ
な
し
」
　
(
同
前
　
八
一
ペ
)

感
動
は
'
日
常
の
「
た
だ
の
詞
」
に
よ
る
表
現
に
描
足
せ
ず
'
「
長
-
あ
や

を
な
し
て
」
い
-
。
同
時
に
そ
-
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
動
を
十
全
に
表
現
し

-
る
の
で
あ
る
と
い
-
O

さ
ら
に
「
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
か
ら
表
現
へ
の
過
程
に
他
者
を
意
識
す
る

こ
と
を
認
め
た
宣
長
は
'
他
者
を
感
動
さ
せ
る
た
め
に
も
鼓
巧
が
必
要
で
あ

る
t
　
と
い
-
0

「
苛
と
い
ふ
物
は
人
の
閏
て
あ
は
れ
と
お
も
ふ
所
が
大
事
な
れ
ば
'
其
詞
に

あ
や
を
な
し
、
堂
を
ほ
ど
よ
く
長
め
て
う
た
ふ
が
顎
の
本
然
に
し
て
'
神
代
よ

り
し
か
あ
る
等
也
.
」
　
(
同
前
一
<
五
ペ
)

l

人
間
が
も
の
に
ふ
れ
て
「
あ
は
れ
と
恩
ふ
」
こ
と
そ
の
ま
ま
の
表
現
で
は
十

全
な
歌
で
は
な
い
。
「
あ
や
」
あ
り
へ
　
「
ほ
ど
よ
く
長
め
て
」
表
現
し
え
て
は

じ
め
て
、
他
者
を
感
動
の
中
へ
引
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ

る
。他

者
を
意
識
し
た
こ
と
は
'
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
に
後
妙
な
変
化

を
も
た
ら
し
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
自
己
の
「
心
の
動
き
」
・
感
動
そ
の
も

の
よ
り
も
'
他
者
の
「
心
を
動
か
す
」
た
め
の
技
巧
を
優
先
す
る
考
え
方
を
導

い
て
い
く
結
某
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
技
巧
故
と
さ
き
に
あ
げ
た
風
雅
班
が
あ
る
か
ら
こ
そ
'
宣
長

は
'
「
神
な
が
ら
の
遺
」
の
甥
実
態
と
し
て
古
代
を
理
想
的
に
み
て
い
な
が
ら

も
へ
中
世
の
「
新
古
今
和
歌
賃
」
を
、
わ
が
国
最
高
の
歌
集
で
あ
る
と
み
な
す

の
で
あ
る
Q
　
(
注
3
)

そ
の
二
は
'
文
学
の
自
得
性
を
説
き
'
し
か
も
そ
の
自
律
性
に
文
学
の
効
用

を
兄
い
だ
す
/
-
江
で
小
C
l
¥
<
~
t
-

宣
長
抹
'
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
が
文
学
の
本
質
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
見
抜
く
こ
と
に
よ
.
っ
て
、
儒
教
の
倫
理
や
仏
教
の
教
え
を
さ
と
す
た
め

に
文
学
を
付
会
し
て
偏
す
る
こ
と
を
つ
ね
に
排
し
て
き
た
。

そ
し
て
'

「
寄
は
す
ぢ
こ
と
な
る
串
に
て
'
必
信
仰
の
教
に
そ
む
か
じ
と
す
る
わ
ざ
に

も
あ
ら
ね
ば
'
そ
の
し
わ
ざ
の
よ
き
あ
し
き
な
ど
は
'
と
か
く
い
ふ
べ
き
に
あ

ら
ず
。
た
ゞ
物
の
あ
ほ
れ
を
む
ね
と
し
て
'
心
に
恩
ひ
あ
ま
る
事
は
い
か
に
も

7
1
よ
み
出
る
遺
也
。
」
　
(
同
二
六
〇
ペ
　
「
石
上
私
淑
言
　
下
」
)

と
し
て
'
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
自
体
に
文
学
の
存
在
価
値
を
兄
い

だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
f
T
;
;
'
r
.
ユ
:
j
R
,
¥
r
^
i
'
封
t
,
[
的
た
-
f
-
.
-
*
-
J
.
子
i
:
.
ケ
㌣
]
:
H
亡
、
そ
の
中
で

-161-



合
理
的
に
生
き
て
い
く
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
来
世
に
安
住
の
地
を
求
め

る
仏
教
は
、
現
世
に
お
け
る
欲
望
充
足
を
「
迷
い
」
と
し
て
否
定
し
て
い
た
o

そ
れ
ら
に
対
し
て
'
素
朴
な
感
動
自
体
を
文
学
の
本
質
と
み
な
す
宣
長
の
考
え

は
,
文
学
を
と
お
し
て
の
人
間
の
自
然
な
感
情
の
解
放
の
き
っ
か
け
を
兄
い
だ

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
宣
長
は
'
そ
の
文
学
の
自
得
性
を
強
硬
に
お
し
通
す
こ
と

を
し
な
か
っ
た
O
あ
る
い
は
へ
甥
契
否
定
よ
り
も
現
実
享
楽
の
姿
勢
の
漬
か
っ

∵
∵
　
　
　
,
-
-
I
.
'
∴
　
　
　
　
∴
、
.
.
'
-
-
V
'
-
-

き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
し
か
ら
ば
、
歌
は
を
の
れ
7
1
が
思
ふ
尊
い
ひ
の
ぶ
る
ま
で
に
て
。
さ
し
て

位
に
は
益
な
き
わ
ざ
か
」
　
(
同
　
二
空
ハ
ペ
　
「
石
上
私
淑
言
　
肇
1
1
J
)

と
功
利
的
な
立
場
か
ら
開
い
つ
や
ら
れ
た
と
き
、
宣
長
は
'
文
学
の
自
得
性
の

中
に
そ
の
功
利
性
の
あ
る
こ
と
を
説
く
。

「
よ
ろ
づ
の
事
に
。
そ
の
木
の
あ
る
や
う
と
。
そ
れ
を
閉
る
う
へ
の
功
徳
と
の

り
*
f
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
,
-
　
　
　
　
　
　
<
蝣
-
ヤ
ウ
　
　
　
　
.
.
　
.
‥
ィ

一
∴
　
　
　
　
　
　
い
‥
　
　
　
　
　
　
小
、
・
∴
.
-
'
.
"
.
・
,
'
'
i
:
'
'
-
～

だ
物
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
よ
み
い
づ
る
よ
り
外
な
し
。
さ
き
ざ
き
も
く
ほ
し

く
い
ふ
が
ど
と
し
。
さ
て
そ
れ
を
用
る
に
つ
き
て
わ
れ
に
も
人
に
も
益
ほ
お

ヤ
ウ

は
き
也
。
こ
れ
用
と
い
ふ
も
の
也
。
」
　
(
同
前
　
二
七
六
ペ
)

と
す
る
体
用
論
で
あ
る
。

歌
の
体
は
、
「
物
の
あ
は
れ
を
よ
み
い
づ
る
よ
り
外
な
し
」
で
あ
る
。
そ
の

円
は
「
益
」
で
あ
る
。

'
そ
し
て
へ
　
そ
の
益
を
'

「
兼
用
中
納
言
の

A

-

ォ

・

人
の
お
や
の
心
は
闇
に
あ
ら
わ
共
子
を
お
も
ふ

員
に
蝣
"
蝣
'
.
'
-
^
」
ひ
ね
る
か
な

(
中
略
∵
-
-
ま
ず
右
の
歌
な
ど
を
聞
て
.
羽
の
子
を
お
も
ふ
情
を
を

フ
ケ
l
ソ

し
は
か
り
な
は
。
そ
の
恩
を
し
り
て
を
の
づ
か
ら
不
孝
の
ふ
る
ま
ひ
は
す
ま
じ

!
&
?
蝣
由

き
物
に
恩
ひ
な
り
ぬ
べ
し
'
o
そ
の
外
も
こ
れ
に
唯
へ
て
お
も
ふ
べ
L
o
此
外
な

は
物
の
あ
は
れ
を
し
ら
す
る
に
つ
き
て
。
そ
の
益
お
は
か
る
べ
き
物
ぞ
。
」

(
同
前
　
二
七
八
-
二
七
九
ペ
)

と
ま
で
広
げ
て
具
体
化
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
儒
教
的
遺
徳
の
解
説
の
た
め
に
も

文
学
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
く
な
る
。

宣
長
の
体
用
論
は
、
少
な
く
と
も
へ
文
学
の
自
律
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
て

展
開
さ
れ
な
が
ら
'
結
果
に
お
い
て
'
そ
の
自
律
性
を
み
ず
か
ら
否
足
し
か
ね

な
い
論
理
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
三
は
'
歌
道
に
神
道
の
心
情
は
伝
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
視
点
で
あ

る
。宣

長
は
'
儒
仏
の
規
範
を
排
し
'
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
な
人
間
を
求
め
た
。

そ
し
て
、
彼
は
そ
の
聖
和
心
的
人
間
生
活
を
古
代
人
に
兄
い
だ
し
た
O
宣
長
に
よ

る
と
古
代
に
は
'
人
間
は
'
自
然
の
所
与
に
捕
足
し
て
調
和
的
に
苧
さ
て
い
た

162

の
で
あ
る
。

O
S

「
直
情
径
行
即
チ
中
正
を
得
て
道
は
お
の
づ
か
ら
借
り
た
る
」
　
(
増
補
全
債
k
J

第
五
　
五
〇
九
`
へ
　
「
く
ず
花
　
下
」
)

そ
こ
で
は
、
感
情
の
流
れ
る
ま
ま
に
生
き
て
お
り
へ
し
か
も
中
正
が
保
た
れ

て
い
た
。

x
w
*
a
山
　
　
　
　
　
　
　
玩
　
デ
　
辺
ほ
ほ
L
j
j
m
a
i
j
B
i
a
軌
i
j
圧
E
S
s
E
X
Q
n
l
u
庄

「
蝣
p
?
志
　
　
　
　
志
迦
誹
-
!
;
-
登
的
略
称
㌣
心
r
.
-
'
-
r
m
心
」
　
C
-
f
'
、
;
:
.
1

全
賃
　
第
十
三
冊
　
四
九
五
ペ
　
「
王
鉾
百
首
」
)

こ
の
動
く
心
が
ま
ど
こ
ろ
で
あ
り
'
ま
ど
こ
ろ
の
ま
ま
に
生
き
る
の
が
神
代

の
遺
な
の
で
あ
る
。

宣
長
に
よ
れ
ば
、
こ
の
動
く
こ
こ
ろ
を
「
う
ご
く
こ
こ
ろ
と
し
て
し
ろ
」
こ



と
が
「
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
何
等
も
'
心
の
-
ご
き
て
-
れ
L
と
も
か
な
し
と
も
深
く
恩
ふ
は
、
み
な

感
ず
る
な
れ
ば
'
是
が
即
物
の
あ
は
れ
を
し
る
也
」
　
(
本
居
全
集
　
第
三
冊

一
六
六
ペ
-
一
六
七
ペ
　
「
石
上
私
淑
言
　
上
」
)

「
あ
は
れ
を
し
ろ
」
こ
と
に
よ
っ
て
歌
が
生
ま
れ
る
o
　
神
代
の
「
ま
ど
こ

ろ
」
と
訳
の
心
意
は
ま
っ
た
-
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
。
(
注
4
)

こ
の
よ
う
に
琴
見
る
と
'
古
代
的
な
神
代
の
遠
が
、
そ
の
ま
ま
い
つ
の
時
代

に
お
い
て
も
歌
の
遠
に
現
わ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
O

「
寓
R
X
鷺
の
謡
も
今
の
も
大
か
た
の
心
は
へ
ほ
さ
ら
に
か
ほ
る
事
な
し
.
さ

れ
ば
此
道
の
み
ぞ
今
も
な
は
神
の
御
国
の
心
は
へ
を
う
し
な
は
ぬ
と
は
い
ふ

也
o
」
　
(
同
前
　
三
〇
四
ペ
　
「
石
上
私
些
首
　
巻
三
」
)

か
く
て
へ
宣
長
は
'
「
石
上
私
淑
言
」
に
お
い
て
'
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し

る
」
と
い
う
こ
と
を
媒
介
項
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
神
代
の
道
と
歌
の
道
と

を
質
的
に
同
一
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
【
ま
ど
こ
ろ
」
と
「
も

の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
の
中
核
に
、
人
間
の
自
然
な
「
こ
こ
ろ
の
-
ど

き
」
が
あ
る
こ
と
を
兄
い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
へ
神
道
と
歌
道
と
を
パ
ラ
レ
ル

な
も
の
と
し
て
重
ね
あ
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

注
1
　
9
7
攻
め
の
「
反
歌
は
い
か
に
」
に
は
'
「
答
」
と
い
-
字
が
記
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
'
あ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
-
宣
長
は
、
こ
の
あ
と

も
冒
き
つ
い
で
い
-
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
く
墾
二
は
そ
の
ョ
味
で
未
完

成
の
稿
本
で
あ
る
O
上
、
下
は
坂
に
付
さ
れ
て
広
く
流
布
し
て
い
た
o

㍗
.
　
「
.
.
.
.
f
c
了
'
/
.
;
・
ォ
や
　
　
八
;
^
y
L
」
は
何
で
あ
る
か
'
ま
蝣
i
'
-
S
Q
性
質
は

ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
所
に
、
宣
長
の
扱
哲
な
る
立
場
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

り
へ
而
も
こ
の
こ
と
を
封
立
的
に
見
ず
に
調
和
せ
し
め
た
所
に
'
宣
長
の
最

l

も
卓
見
と
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
自
分
は
考
へ
て
居
る
O
」
　
(
久
校
港
一
著

「
日
本
文
学
評
論
史
　
近
世
最
近
世
鯛
」
八
九
七
～
八
九
八
ペ
)

3
　
晩
年
の
票
「
初
山
踏
」
に
お
い
て
宣
長
は
'
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い

る
。「

そ
も
7
-
1
上
代
よ
り
今
の
世
に
い
た
る
ま
で
を
、
お
し
わ
た
し
て
t
等

マ
サ
カ
リ

の
た
ら
ひ
侍
り
た
る
へ
苔
の
真
盛
は
、
古
今
集
と
も
い
ふ
べ
け
れ
ど
も
'
又

此
所
古
今
に
く
ら
べ
て
思
へ
ば
へ
古
今
作
光
も
な
お
、
た
ら
は
ず
そ
な
は
ら
ざ

る
事
あ
れ
ば
'
新
古
今
を
真
盛
と
い
け
ん
も
た
が
ふ
べ
か
ら
す
」
　
(
増
補
全

蛮
　
筋
九
　
五
〇
一
ペ
　
「
初
山
踏
」
)

4
　
清
水
文
雄
先
生
は
'
「
初
山
踏
」
を
踏
ま
え
ら
れ
て
、
次
の
よ
-
に
い

わ
れ
て
い
る
。

「
そ
の
神
の
道
に
日
本
文
化
の
伝
統
精
神
を
見
出
し
へ
　
そ
の
精
神
を
宣
揚
顕

彰
す
る
こ
と
に
'
被
の
日
に
於
け
る
の
が
れ
ら
れ
ざ
る
苛
筋
を
感
じ
た
の
で

あ
ろ
う
0
そ
こ
で
は
文
塾
の
精
神
が
同
時
に
日
本
文
化
の
精
神
と
し
て
自
覚

さ
れ
た
。
と
い
ふ
の
は
、
彼
の
古
道
挟
求
の
志
は
'
儒
仰
忠
恕
に
歪
曲
さ
れ
た

近
世
o
t
r
a
-
÷
破
却
L
t
　
*
*
r
1
-
.
小
の
文
化
性
を
'
-
A
-
i
訳
し
て
'
中
　
　
L
'
K
ま
な

び
』
を
志
し
た
中
に
自
ら
に
導
か
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
o
」
　
(
浴

水
文
星
r
u
e
的
カ
ー
I
I
*
　
う
ひ
山
:
H
.
年
,
'
i
?
　
　
n
　
「
L
i
:
漂
蝣
i
l
i
文
H
こ

1
6
巻
1
0
号
　
三
五
七
ペ
)

四
　
も
の
の
為
は
れ
を
L
る

宜
長
は
'
皐
倍
八
年
二
七
五
八
年
二
一
十
九
才
)
の
六
日
か
ら
桧
阪
に
お

い
て
'
同
好
の
士
を
集
め
て
源
氏
物
語
の
講
読
を
閃
い
て
い
る
o
桐
壷
巻
か
ら

は
じ
ま
っ
て
、
窯
暦
十
三
年
二
七
六
三
年
二
二
十
四
才
)
の
五
月
廿
九
日
に
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は
、
竹
川
巻
の
講
読
を
終
わ
っ
て
い
る
O
　
(
注
-
)
　
「
紫
文
頭
領
」
の
奥
容
に

は
、
「
嬰
暦
十
三
年
六
月
七
日
」
と
書
か
れ
て
い
る
o
宣
長
が
'
五
年
間
に
わ

た
る
講
読
の
問
に
調
べ
'
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
て
体
釆
的
に
記
述
し
た
も
の

が
「
紫
文
要
領
」
で
あ
ろ
-
と
考
え
ら
れ
る
。

「
も
の
の
あ
は
れ
」
諭
は
'
主
と
し
て
'
「
大
岩
之
事
　
上
へ
下
」
に
展
開

さ
れ
て
い
る
。
(
注
2
)

ま
ず
'
宣
長
は
'
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
物
語
論
が
語
ら
れ
て
い
る

「
壁
巻
」
の
注
皆
を
す
る
.
そ
し
て
そ
こ
か
ら
'
物
語
の
本
質
は
「
も
の
の
あ

は
れ
を
し
る
」
こ
と
に
あ
り
'
源
氏
物
語
は
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と

の
実
際
を
虚
構
を
と
お
し
て
巧
み
に
描
き
出
し
て
い
る
と
説
く
。

つ
づ
い
て
'
帯
木
巻
晶
定
の
文
の
解
釈
を
し
な
が
ら
へ
　
「
も
の
の
あ
は
れ
を

し
る
こ
と
」
の
意
義
を
説
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
と
お
し
て
'
宣
長
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と

に
つ
い
て
次
の
よ
-
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

「
世
の
中
に
あ
り
と
し
あ
る
事
の
さ
ま
ぐ
を
目
に
見
る
に
つ
け
耳
に
き
-

に
つ
け
へ
身
に
ふ
る
ゝ
に
つ
け
て
其
よ
ろ
づ
の
覇
を
心
に
あ
ぢ
は
へ
て
'
そ
の

よ
ろ
づ
の
巧
の
心
を
わ
が
心
に
あ
き
ま
へ
し
ろ
、
是
章
の
心
を
し
ろ
也
'
物
の
心

を
し
ろ
也
、
物
の
京
を
し
る
な
り
、
」
　
(
本
居
全
集
第
一
二
　
三
八
九
ペ
　
「
紫

文
辞
悶
」

そ
し
て
'
こ
の
「
も
の
の
心
を
し
ろ
」
と
「
事
の
心
を
し
る
」
を
分
け
て
具

体
的
に
説
明
し
て
い
る
。

「
た
と
へ
ば
い
み
じ
く
め
で
た
き
接
の
盛
に
さ
き
た
る
を
見
て
へ
　
坊
で
た
き

花
と
見
る
は
物
の
心
を
し
る
也
」
　
(
同
前
　
三
八
九
ペ
)

「
人
の
お
も
き
う
れ
へ
に
あ
ひ
て
、
い
た
く
か
な
し
む
を
見
聞
て
、
さ
こ
そ

か
な
し
か
ら
め
と
を
し
け
か
る
は
t
　
か
な
し
か
る
べ
き
事
を
し
る
ゆ
へ
也
、
是

事
の
心
を
し
る
也
」
　
(
同
前
三
八
九
ペ
)

こ
こ
で
い
う
物
と
は
物
象
の
世
界
を
さ
し
'
事
と
は
人
間
に
関
す
る
等
象
を

さ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宣
長
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
物
象
や
詔
象
の
本
質

(
心
)
を
わ
き
ま
え
し
る
こ
と
が
「
物
の
京
を
し
ろ
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
械
陀
を
物
象
・
事
象
の
認
識
力
と

し
て
把
捉
す
る
と
、
そ
れ
は
も
う
文
学
の
耽
界
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
'
広
-
悲

会
一
般
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
で
き
ご
と
を
判
断
し
、
対
処
し
て
い
-
認
識
方
法

に
な
っ
て
し
号
っ
0
　
「
石
上
私
淑
言
」
に
み
ら
れ
た
、
文
学
的
認
識
方
法
か
ら

社
会
一
般
の
認
識
方
法
へ
の
傾
斜
は
'
「
紫
文
事
餌
」
に
お
い
て
'
は
っ
き
り
と

柱
　
的
槌
=
:
'
'
蝣
'
;
蝣
'
の
た
め
の
叫
　
　
叫
誉
L
ま
で
f
l
i
Z
i
 
'
‥
-
'
-
J
l
け
た
こ
L
J
に
な
る
。

こ
の
「
紫
文
事
領
」
の
考
え
は
'
当
然
の
帰
結
と
し
て
、

「
樫
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
章
に
、
み
な
そ
れ
-
ぐ
I
に
物
の
京
あ
る
也
」
　
(
同
前

三
九
〇
ペ
)

と
な
る
の
で
あ
る
。

「
故
に
請
木
巻
に
は
'
う
し
ろ
み
の
方
は
物
の
あ
は
れ
し
り
す
ぐ
L
と
い
へ

り
'
さ
れ
ば
家
内
の
世
相
む
き
の
世
話
す
る
中
に
も
'
物
の
京
と
い
ふ
串
は
あ

る
也
、
そ
れ
は
い
か
や
う
の
串
な
ら
ん
と
い
ふ
に
へ
ま
づ
世
帯
を
も
ち
て
た
と

へ
ば
,
!
-
:
S
の
つ
お
へ
な
る
串
な
ど
の
あ
ら
ん
に
'
こ
れ
は
つ
ゐ
へ
そ
と
い
ふ

事
を
わ
き
ま
へ
し
る
ほ
'
苛
の
心
を
し
る
也
、
其
つ
ゐ
へ
な
る
と
い
ふ
事
を
'

わ
が
心
に
あ
ゝ
是
は
つ
ゐ
へ
な
る
串
か
な
と
岱
ず
る
と
こ
ろ
は
'
是
等
の
串
に

も
あ
る
也
こ
'
れ
を
う
し
ろ
み
の
方
に
つ
き
て
、
塾
の
心
を
し
り
物
の
京
を
し
る

な
り
、
無
益
の
買
あ
れ
共
'
そ
れ
を
何
共
思
は
ず
へ
　
み
だ
り
に
財
賢
を
つ
ゐ
や

す
は
,
是
つ
ゐ
え
ぞ
と
い
ふ
顎
を
心
に
成
竃
ぬ
な
れ
ば
'
う
し
ろ
み
の
方
の
物

の
哀
し
ら
ね
也
」
　
(
同
前
　
1
1
!
九
〇
～
一
二
九
一
ペ
)

と
'
家
計
肘
納
の
判
断
に
ま
で
「
も
の
の
あ
ほ
れ
を
し
る
」
　
こ
と
が
必
要
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に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
家
医
経
済
の
世
界
に
ま
で
「
も
の
の
も
は
れ
を
し
ろ
」

こ
と
を
拡
張
す
る
と
、
文
学
の
世
界
に
お
け
る
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
の

自
律
的
機
舵
は
主
張
し
え
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
'
宣
長
は
'

「
さ
れ
共
其
う
し
ろ
み
の
方
の
物
の
京
も
、
物
の
京
の
一
端
に
し
て
'
冥
想

は
か
は
ら
ね
共
'
物
語
の
本
意
と
す
る
物
の
哀
は
さ
や
う
の
事
に
は
あ
ら
ず
'

同
じ
物
の
京
な
れ
共
へ
そ
の
事
と
物
と
に
よ
り
て
、
其
趣
か
は
る
故
也
'
さ
れ

ば
か
の
う
し
ろ
み
の
方
の
物
の
哀
し
れ
る
を
ば
'
物
の
哀
し
ら
犯
人
に
い
へ

り
'
」
　
(
同
前
　
三
九
一
ペ
)

と
A
に
は
α
と
a
と
が
含
ま
れ
'
α
と
a
と
は
異
な
る
と
い
う
ふ
う
な
奇
妙
な

弁
的
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

矢
は
、
宜
長
が
こ
の
よ
う
に
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
の
機
能
を
拡

張
解
釈
し
た
原
因
は
'
挿
木
S
に
お
け
る
次
の
文
の
誤
解
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。「

こ
と
が
中
に
'
な
の
め
な
る
ま
じ
き
へ
人
の
後
見
の
方
は
'
『
物
の
あ
は

れ
知
り
す
ぐ
L
t
　
は
か
な
き
つ
い
で
の
惜
あ
り
へ
　
を
か
し
き
に
進
の
る
方
へ
な

-
て
も
よ
か
る
べ
し
』
と
見
え
た
る
に
'
又
'
ま
め
ま
め
し
き
す
ぢ
を
た
て

街
ォ
」
」

ゝ
、
耳
は
さ
み
が
ち
に
真
相
な
き
家
刀
自
の
'
ひ
と
へ
に
'
う
ち
と
け
た
る
後

見
ば
か
り
を
し
て
、
・
-
‥
」
　
(
日
本
古
典
文
学
大
罪
1
4
　
源
氏
物
語
一
六
三

-
六
四
ペ
)

左
民
の
頭
が
「
妻
に
す
る
は
あ
い
'
あ
ま
り
に
風
流
を
好
み
す
ぎ
る
女
は
載

り
な
い
し
'
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
家
事
に
か
ま
け
て
'
身
だ
し
な
み
を
か
え
り

み
な
い
女
も
困
る
-
-
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

宣
長
I
r
次
の
よ
う
に
解
す
る
.

◆

「
さ
て
こ
と
が
中
に
な
の
め
な
る
ま
じ
き
人
と
は
、
上
品
の
人
に
し
て
へ
　
い

ふ
こ
と
す
る
こ
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
中
に
'
な
の
め
な
る
誹
は
有
ま
じ
き
は
づ

の
人
也
、
さ
や
う
の
人
は
'
た
ゞ
-
し
ろ
み
の
方
計
に
て
も
い
と
口
お
し
き
と

也
」
　
(
同
前
一
二
七
七
～
一
二
七
八
ペ
)

「
な
の
め
な
る
ま
じ
き
」
を
「
人
」
に
か
け
て
「
上
品
の
人
」
と
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
c
t
　
「
な
の
め
な
る
ま
じ
き
人
」
す
な
わ
ち
「
も
の
の
あ
は
れ
し
り

す
'
V
す
」
と
解
し
た
た
め
「
後
見
の
方
」
の
よ
う
な
経
済
的
な
こ
と
ま
で
'
「
も

の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

「
源
氏
物
語
三
の
小
切
」
で
は
へ
　
こ
の
部
分
を
'
次
の
よ
う
に
附
し
て
い
る
。

「
な
の
め
な
る
ま
じ
き
と
試
て
、
人
の
う
し
ろ
み
の
と
'
つ
ゞ
け
て
よ
む
べ

し
'
人
の
う
し
ろ
み
と
は
、
夫
の
-
し
ろ
み
す
る
を
い
ふ
'
夫
の
う
し
ろ
み
を

す
る
方
の
轟
は
'
女
の
よ
ろ
づ
の
等
の
中
に
'
殊
に
な
の
坊
に
て
は
え
あ
る
ま

じ
き
、
第
一
の
わ
ざ
を
い
へ
り
」
　
(
増
補
全
莞
折
七
　
六
一
八
べ
　
「
源
氏
物

語
玉
の
小
磁
」
)

つ
ま
り
'
「
な
の
妙
な
る
ま
じ
き
」
を
「
う
し
ろ
み
の
方
」
に
か
け
て
「
よ

い
か
け
ん
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
o
」
　
(
日
本
古
典
文
学
大
系
s
 
m
　
六
三

t
へ
)
の
意
に
解
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
解
す
る
と
'
「
な
の
妙
な
る
ま
じ
q
J
後
見
の
方
」
は
「
物
の
あ
は
れ
を

し
り
す
ぐ
」
し
と
ま
っ
た
-
反
対
の
こ
と
が
ら
と
な
る
。
つ
ま
り
'
家
計
を
軽

ん
じ
な
い
こ
と
と
趣
味
を
解
す
る
こ
と
と
は
'
直
接
に
は
関
係
が
な
く
な
る
の

で
あ
る
。

こ
C
'
-
H
う
に
蝣
U
-
:
'
^
h
し
て
r
f
て
'
-
-
J
.
.
V
は
'
「
i
f
ナ
j
:
&
豆
」
の
よ
う
に
i
八
計
り

計
算
に
ま
で
へ
　
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
ろ
」
こ
と
の
機
能
を
拡
張
す
る
こ
と
の

誤
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
-
。
「
紫
文
要
領
」
と
ほ
ぼ
同
じ
形
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式
で
論
述
し
た
「
源
氏
物
語
玉
の
小
栢
」
　
(
注
3
)
に
お
い
て
は
、
糞
巻
に
つ

づ
-
、
「
苗
木
巻
品
珪
」
の
部
分
を
踏
ま
え
て
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
は
削

除
し
て
い
る
。
(
注
4
)

「
源
氏
物
語
三
の
小
欄
」
で
は
'
そ
れ
ま
で
に
考
え
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
を

最
終
的
に
整
理
し
'
「
あ
ほ
れ
」
と
「
あ
は
れ
を
し
る
」
と
を
分
け
て
説
明
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
'

z
a
c

「
物
と
い
ふ
は
、
言
を
物
い
ふ
'
か
た
る
を
物
語
'
文
物
等
っ
で
物
見
物
い

み
t
　
な
ど
い
ふ
た
ぐ
ひ
の
物
に
い
ふ
と
き
に
添
る
こ
と
ば
な
り
」
　
(
同
前
　
四

九
一
べ
)

と
、
広
く
す
べ
て
の
事
物
を
含
み
こ
み
'
し
か
も
あ
る
固
定
的
な
対
象
が
存
在

す
る
と
き
に
は
'
一
個
具
体
を
も
さ
し
う
る
詔
と
,
し
て
、
「
物
」
を
説
明
し
て

い
る
o
　
(
注
o
]

か
く
て
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
は
'

「
感
す
べ
き
事
に
あ
た
り
て
感
ず
べ
き
こ
こ
ろ
を
し
り
て
'
感
ず
る
を
も
の

の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
諭
へ
と
収
れ
ん
す
る
の
で
あ
る
。

宣
長
に
よ
れ
ば
'
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
ろ
」
こ
と
に
文
学
の
本
質
が
あ

る
O
創
作
へ
の
契
機
も
'
作
品
の
内
容
も
'
鑑
賞
の
目
的
も
そ
こ
に
あ
る
の
で

あ
る
。

T
^
1
-
1
　
H
u
-
.
T
-
t
L
J
_
 
∴
・
)
コ
や
K
^
J
九
七
～
九
九
.
へ
　
3
r
'
-
昌
:
捕
　
山
*
r
思

2
　
そ
の
内
容
は
'
(
上
巻
)
作
者
之
覇
、
述
作
由
来
の
事
へ
妊
々
の
事
'

謀
鍔
の
事
へ
大
意
の
事
上
へ
　
(
下
巻
)
大
意
之
事
下
へ
歌
人
此
物
語
を
見
る

心
は
へ
の
事
、
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
石
上
私
淑
言
」
に
は
'

「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
覇
は
、
紫
文
頚
領
に
も
く
ほ
し
く
い
へ
り
O
」

(
+
a
:
?
圭
n
蠎
　
f
=
三
旧
　
二
ハ
七
べ
)

と
書
か
れ
て
い
る
の
で
'
時
間
的
に
は
、
「
石
上
私
塾
冨
」
の
方
が
後
に
ヨ

か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
'
「
も
の
の
あ
は
れ
」
諭
と
し
て

は
'
「
紫
文
要
領
」
の
方
が
、
よ
り
徹
底
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

3
　
そ
の
内
容
は
、
す
べ
て
の
物
語
書
の
事
'
此
源
氏
の
物
語
の
作
り
ぬ

L
t
紫
式
部
が
こ
と
、
つ
く
れ
る
ゆ
ゑ
よ
し
'
作
れ
る
時
世
'
此
物
語
の
名

の
率
へ
准
損
へ
-
冒
,
′
川
＼
の
串
'
謀
賢
引
歌
と
い
ふ
も
の
ゝ
響
湖
月
抄

の
事
、
大
む
ね
、
な
ほ
お
は
む
ね
'
改
め
正
し
た
る
年
立
の
図
、
(
各
巻
注

釈
)
へ
　
と
な
っ
て
い
る
。

4
　
頂
校
信
弘
氏
は
'
次
の
よ
う
怒
述
べ
ら
れ
、
注
さ
れ
て
い
る
O

「
玉
の
小
概
で
は
紫
文
要
領
に
'
可
な
り
の
改
訂
を
加
へ
て
ゐ
る
。

大
む
ね
の
条
に
記
す
る
所
の
趣
意
も
、
は
ぽ
要
領
と
異
な
ら
な
い
が
'
或
い

は
物
の
あ
は
れ
の
語
義
を
精
説
L
t
或
い
は
要
領
の
誤
謬
を
除
き
二
)
、

そ
の
i
d
'
7
.
止
k
'
3
-
V
…
L
t
　
　
し
た
O
」
　
(
絹
八
.
小
信
黙
T
H
「
㌣
~
'
>
!
¥
i
.
-
*
t
i
'
v
詔

研
究
史
」
三
四
一
。
へ
)

註
二
)
　
「
例
へ
は
紫
文
要
領
で
は
、
諦
木
の
『
こ
と
が
中
に
'
な
の
め

な
る
ま
じ
き
人
の
う
し
ろ
み
の
か
た
は
、
物
の
哀
し
り
す
ぐ
L
へ
は
か
な

き
つ
い
で
の
な
さ
け
あ
り
、
云
々
』
の
解
説
で
'
「
物
の
京
し
り
す
ぐ

し
」
を
「
-
し
ろ
み
の
方
は
」
に
付
け
て
'
う
し
ろ
み
を
十
分
に
よ
-
つ

と
め
る
志
と
'
誤
解
し
て
力
説
し
た
が
'
小
柄
は
こ
の
部
を
除
き
'
又
後

の
註
釈
で
『
物
の
哀
』
の
一
文
を
下
に
つ
づ
け
て
正
し
く
解
釈
し
て
い

る
。
」
　
(
同
前
　
三
五
二
べ
)

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

L
L
?
　
「
『
も
の
』
は
意
味
と
物
と
の
す
べ
て
を
含
ん
だ
一
役
的
な
'
限
定
せ

ヽ

　

ヽ

ら
れ
ざ
る
『
も
の
』
で
あ
る
。
限
定
せ
ら
れ
た
何
物
で
も
な
い
と
共
に
'
ま

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

た
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
す
べ
て
で
あ
る
。
究
党
の
E
S
で
あ
る
と
共
に
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A
〓
e
仏
で
あ
る
。
」
　
(
和
辻
哲
郎
著
「
改
訂
日
本
精
神
史
研
究
」
二
四
〇
-

二
四
一
t
へ
)

お
わ
リ
に

宣
長
は
'
信
仰
の
教
誠
か
ら
文
学
を
解
き
放
つ
こ
と
を
厭
っ
て
'
文
学
の
本

質
を
「
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
し
た
O

け
れ
ど
も
へ
そ
の
思
考
が
'

「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
と
い
ふ
こ
と
を
お
し
ひ
ろ
め
な
は
へ
身
を
1
さ
め
,

家
を
も
国
を
も
治
む
べ
き
道
に
も
わ
た
り
ぬ
べ
き
也
'
人
の
お
や
の
,
子
を
恩

ふ
心
し
わ
ざ
を
、
あ
は
れ
と
恩
ひ
し
ら
ば
'
不
孝
の
子
は
よ
に
あ
る
ま
じ
く
,

民
の
い
た
つ
き
へ
奴
の
つ
と
め
を
'
あ
は
れ
と
お
も
ひ
し
ら
む
に
は
,
よ
に
不

仁
の
君
は
あ
る
ま
じ
き
を
'
不
仁
な
る
宕
不
孝
な
る
子
も
'
よ
に
あ
る
は
,
い

ひ
も
て
ゆ
け
ば
'
も
の
ゝ
あ
は
れ
を
し
ら
ね
ば
ぞ
か
し
へ
さ
れ
ば
物
語
は
'
物

の
あ
は
れ
を
見
せ
た
る
ふ
み
ぞ
と
い
ふ
こ
と
を
さ
と
り
て
'
そ
れ
を
む
ね
と
し

て
見
る
時
は
'
お
の
づ
か
ら
教
誠
に
な
る
べ
き
串
は
'
よ
ろ
づ
に
わ
た
り
て
'

お
は
か
る
べ
き
を
、
は
じ
め
よ
り
教
誠
の
告
ぞ
と
心
得
て
見
た
ら
む
に
は
'
中

々
の
も
の
ぞ
こ
な
ひ
ぞ
あ
り
ぬ
べ
き
」
　
(
同
前
　
五
一
三
-
五
一
四
べ
)

と
い
う
と
こ
ろ
へ
至
り
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
'
宣
長
が
終
生
否
足
し

∴
*
-
*
　
-
　
　
-
I
　
_
-
.
"
,
'
-
*
"
'
∴
∵
∴
f
j
∵

天
下
の
恩
恵
を
そ
の
ま
ま
と
り
こ
ん
で
き
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
撰
念
で
は
排
堪
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
あ
と
の
空
白
に
充
釦
す
べ
き
文
学
の
内

容
'
い
い
か
え
れ
ば
'
文
学
の
持
つ
べ
き
批
評
精
神
の
災
体
を
創
造
し
え
な
か

っ
た
点
に
こ
の
よ
-
な
地
す
べ
り
の
起
っ
た
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

宣
長
と
し
て
は
、
信
仰
の
数
の
誠
排
撃
に
訪
め
る
と
と
も
に
「
自
己
の
論

◆

B
U
J
を
創
造
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
両
面
作
業
を
強
い
ら
れ
る
苦
し

み
に
生
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
充
鎮
す
べ
き
実
体
と
し
て
,
宣
長
は
、
古

今
集
序
に
帰
り
へ
源
氏
物
語
の
再
発
見
を
行
な
い
へ
神
代
の
生
き
方
を
撃
見

た
o
し
か
し
な
が
ら
'
そ
れ
は
'
つ
い
に
む
な
し
い
過
去
志
向
の
思
想
以
上
に

は
出
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
'
「
こ
こ
ろ
の
動
き
」
を
「
欲
」
と
「
情
」
と
に

分
け
'
「
惜
」
の
み
を
と
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
を
純

粋
化
し
'
体
預
化
す
る
こ
と
は
な
し
え
た
が
へ
現
実
の
混
濁
と
し
た
あ
る
が
ま

ま
の
人
間
を
把
捉
L
へ
形
象
化
す
る
論
理
を
生
み
山
す
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

∵
∴
7
.
.
.
・
・
.
∵
、
-
蝣
.
.
/
'
.
'
.
蝣
・
;
m

そ
の
秩
序
に
の
み
こ
ま
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」

論
の
特
質
が
あ
っ
た
と
思
う
。
(
一
九
六
三
へ
四
,
二
六
,
)

(
i
S
Q
大
v
T
-
r
.
r
t
r
*
サ
凸
)
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