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匂
宮
と
慕
大
将
は
'
源
氏
物
語
に
お
け
る
幾
組
か
の
人
物
と
同
様
に
t
は
ぼ

対
照
的
に
設
定
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
す
で
に
、
両
者
の
性
格
的
・
人
物
的
比

較
は
、
か
な
り
精
細
に
考
察
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
成
果

が
あ
る
の
に
、
そ
の
上
に
言
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
'

私
は
、
二
人
の
会
話
文
を
主
要
な
材
料
に
し
て
、
そ
の
人
物
像
の
違
い
へ
ひ
い

て
は
煎
大
将
の
人
物
像
に
つ
い
て
述
べ
て
ネ
た
小
。

甲
　
　
斐
　
　
睦
　
　
朗

私
が
二
人
の
会
話
文
を
主
な
資
料
と
し
て
'
そ
こ
か
ら
何
か
を
帰
納
す
る
立

場
を
と
っ
て
い
る
上
か
ら
'
作
者
の
人
物
造
型
意
識
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
作
者
は
、
匂
宮
と
班
大
将
を
そ
れ
ぞ
れ
個
性
の
異
w
っ
た

人
物
と
し
て
描
い
た
o
さ
ら
に
、
意
識
し
て
　
-
　
無
意
識
で
も
い
い
が
必
然
的

に
I
二
人
の
記
し
こ
と
ば
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
人
物
の
も
の
と
し
て
古
き
分

け
た
。
例
え
ば
'
匂
宮
の
会
話
文
を
見
れ
ば
、
内
容
は
当
然
で
あ
る
が
、
外
見

か
ら
も
決
し
て
他
の
人
物
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
区
別
し

て
書
い
た
o
私
は
'
会
話
文
を
い
-
つ
か
の
角
度
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
こ
の

前
提
を
ほ
ぼ
成
り
立
つ
と
考
え
へ
　
そ
こ
か
ら
、
匂
宮
と
薫
大
将
の
人
物
像
を
帰

納
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
に
は
'
先
行
作
品
と
同
様
に
会
話
が
数
多
-
押
入
さ
れ
て
い
る

が
、
先
行
作
品
は
会
話
を
無
定
見
に
取
り
入
れ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。
例
え
ば
'

宇
津
保
物
語
で
は
、
会
話
文
の
使
用
が
源
氏
物
語
に
校
べ
て
か
な
り
多
く
へ
不

必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
が
少
な
-
な
い
。
ま
た
へ
会
話
文
が
地
の
文
に
そ
の
ま

ま
移
行
す
る
(
源
氏
物
語
に
お
け
る
'
地
の
文
と
会
話
文
の
融
合
と
は
異
な
る
)

筒
所
が
か
な
り
見
ら
れ
、
会
話
文
が
疎
略
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
O
落
寝
物
語
に
も
日
常
会
話
の
無
造
作
な
投
入
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
、
源
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氏
物
語
で
は
、
会
満
と
物
語
に
お
け
る
意
義
を
認
め
た
上
で
、
的
確
に
、
効
果

的
に
駆
使
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
o

源
氏
物
語
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
地
の
文
は
比
較
的
よ
-
検
討
さ
れ
'
論
じ

ら
れ
て
い
る
の
に
'
会
話
文
は
あ
ま
り
調
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
私
は
会
話
文
に

つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
検
討
し
た
い
と
思
う
が
、
視
点
に
お
い
て
も
方

法
に
お
い
て
も
新
し
さ
を
創
造
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
ば
ら
く
は
、
先

人
の
示
し
て
い
る
道
に
従
い
な
が
ら
へ
会
話
文
の
特
徴
を
知
る
手
だ
て
を
求
め

て
行
き
た
い
と
思
う
。

私
は
、
会
話
文
を
中
心
と
し
て
'
源
氏
物
語
の
文
章
に
つ
い
て
、
`
次
の
章
を

立
て
て
考
え
た
。

1
'
源
氏
物
語
に
お
け
る
会
話
文
の
概
念
規
定

二
'
源
氏
物
語
に
お
け
る
地
の
文
と
会
話
文
の
関
係

三
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
会
話
文
の
役
割

四
'
匂
宮
と
武
大
将
の
会
話
文
の
分
析
と
考
察

五
、
誼
大
将
の
人
物
像
を
把
握
す
る
た
め
に

本
稿
は
、
的
を
、
題
を
変
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
何
は
脚
の
考
察
を

基
と
し
て
い
る
。

使
用
テ
キ
ス
ト
は

源
氏
物
語
全
七
冊
(
日
本
古
典
全
書
)
池
田
亀
鑑
著
で
、
本
文
引
用
も
そ
れ

に
従
っ
た
。

-
'
独
言
を
通
し
て

〔
例
の
〕
幼
心
地
に
は
の
聞
き
給
ひ
し
郡
の
、
折
々
い
ぶ
か
し
う
、
お
ぼ
っ

か
な
-
思
ひ
渡
れ
ど
、
問
ふ
べ
き
人
も
な
し
。
官
に
は
、
こ
と
の
気
色
に
て

も
'
知
り
け
り
、
と
お
ぼ
さ
れ
む
'
か
た
は
ら
い
た
き
筋
な
れ
ば
'
世
と
と

も
の
心
に
か
け
て
、
『
い
か
な
り
け
る
事
に
か
は
。
何
の
夷
に
て
、
か
う
安

か
ら
ぬ
思
ひ
添
ひ
た
る
身
に
L
も
な
り
出
で
け
む
。
善
巧
太
子
の
わ
が
身
に

間
ひ
け
る
悟
を
も
得
て
L
が
な
』
と
ぞ
'
ひ
と
り
ど
た
れ
拾
ひ
け
る
。

お
ぼ
っ
か
な
誰
に
問
は
ま
し
い
か
に
し
て

は
じ
め
も
は
て
も
知
ら
ぬ
わ
が
身
ぞ

答
ふ
べ
き
人
も
な
し
。

(
匂
宮
へ
巻
五
　
1
三
九
ペ
ー
ジ
)

茄
が
'
1
人
前
の
、
自
我
を
嘩
見
た
市
年
と
し
て
半
場
す
る
、
源
氏
物
語
節

三
部
に
お
い
て
'
ま
ず
初
め
て
ロ
を
開
く
の
が
こ
の
例
川
で
あ
る
。

物
語
に
お
け
る
会
話
文
の
役
割
と
は
'
簡
単
に
言
え
ば
、
地
の
文
で
物
語
が

進
め
ら
れ
て
い
る
問
は
'
干
場
人
物
は
読
者
か
ら
か
け
離
れ
た
次
元
の
異
な
る

世
界
に
住
み
'
第
三
者
的
存
在
と
し
て
読
者
に
眺
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
物
語

に
会
話
文
が
出
て
く
る
と
、
発
場
人
物
は
初
め
て
現
前
化
し
、
読
者
と
等
質
の

存
在
に
な
る
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
義
は
'
例
の
の
会
話
文
に
よ
っ
て
初
め

て
生
の
婆
を
読
者
の
前
に
現
わ
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
設
味
で
、
こ
の
例
の
に
引
い
た
会
話
文
は
重
要
な
位
置
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
会
話
文
は
そ
れ
以
外
に
も
見
落
と
し
て
は

な
ら
な
い
怒
味
を
持
っ
て
い
る
O
そ
れ
は
、
こ
の
会
話
文
が
'
茄
の
す
べ
て
の

会
詣
文
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
「
と
ぞ
、
ひ
と
り
'
'
U
た
れ
給
ひ
け
る
」

と
、
ひ
と
り
ご
と
を
言
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
の
に

あ
る
歌
も
同
じ
-
ひ
と
り
ご
と
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
独
詠
と
言

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
に
は
、
他
の
物
語
と
は
違
っ
て
、
こ
の
ひ
と
り
ご
と
を
言
う
場
面
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が
多
い
。
例
え
ば
,
「
溌
氏
物
語
大
成
」
の
索
引
岩
に
よ
れ
ば
、
「
ひ
と
り
ご

つ
」
の
用
例
が
三
十
五
例
も
あ
る
。
作
者
は
、
源
氏
物
語
で
ひ
と
り
ご
と
を
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
物
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
0
苦
が
そ
の
1
人
で
あ
る
〇

三
十
五
例
の
う
ち
八
例
の
「
ひ
と
り
ど
つ
」
を
善
が
占
め
て
お
り
へ
某
の
会
話

文
三
〇
七
の
う
ち
、
ひ
と
り
ご
と
(
独
言
と
独
詠
)
と
見
な
さ
れ
る
も
の
が
二

十
1
例
あ
る
0
匂
宮
の
よ
う
に
、
ひ
と
り
ご
と
に
相
当
す
る
も
の
が
1
例
も
兄

い
だ
さ
れ
な
い
人
物
が
普
通
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
薫
は
こ
こ
で
す
で
に
創
ら
れ

た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

物
語
に
は
、
人
物
の
心
理
を
托
接
話
法
で
述
べ
る
手
法
　
-
　
い
わ
ゆ
る
心
と

か
心
詞
と
呼
ば
れ
る
も
の
　
-
が
あ
る
の
で
、
物
語
の
方
法
と
し
て
は
、
戯
曲

の
よ
う
な
独
白
は
必
要
と
し
な
い
。
そ
こ
で
、
茄
の
ひ
と
り
P
.
U
と
は
、
物
語

展
開
上
の
必
要
か
ら
で
は
な
く
茄
と
い
う
人
物
そ
の
も
の
の
造
型
に
関
す
る

こ
と
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
吾
は
ひ
と
り
ご
と
を

言
う
性
癖
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
次
の
例
に
よ
っ
て
も

明
ら
か
に
な
る
。

〔
例
㈱
〕
あ
や
し
う
つ
ら
か
り
け
る
契
ど
も
を
'
つ
-
づ
く
と
忠
ひ
っ
づ
け

な
が
め
給
ふ
夕
ぐ
れ
、
蛸
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
ゆ
-
へ
も
し
ら
ず
消
え
し
鯖

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

蛤
あ
る
か
な
き
か
の
』
と
、
例
の
、
ひ
と
り
ご
ち
給
ふ
と
か
や
」

(
蛸
蛤
　
巻
七
　
1
五
〇
ペ
ー
ジ
)

こ
の
例
榊
の
「
と
、
例
の
、
ひ
と
り
ど
ち
給
ふ
」
の
「
例
の
」
は
、
普
通
逆

用
修
飾
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
へ
薫
の
ひ
と
り
'
こ

と
を
言
う
性
癖
が
端
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

謀
の
ひ
と
り
.
'
U
と
を
言
う
癖
は
'
薫
と
い
う
人
物
を
理
解
す
る
上
で
ヘ
ビ
の

よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
か
が
次
に
問
題
化
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者

は
、
ど
う
い
う
意
図
で
'
茄
に
ひ
と
り
ご
と
を
亭
っ
癖
を
与
え
た
か
t
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
別
の
両
か
ら
述
べ
て
み
た
い
。

ひ
と
り
ご
と
と
性
質
上
近
似
し
て
い
る
も
の
に
前
が
あ
る
0
話
は
、
古
来
の

詩
歌
の
1
節
を
吟
罰
す
る
悲
味
で
あ
る
が
、
二
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
1
つ
は
、
宴
席
な
ど
「
は
れ
」
の
場
で
'
琵
琶
や
琴
な
ど
を
弾
き
な
が
ら

吟
謁
す
る
も
の
で
あ
り
・
他
の
1
つ
は
、
自
分
の
現
在
の
心
境
と
同
じ
内
容
の
詩

歌
を
訳
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
気
持
ち
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
O
さ
て
、

前
に
該
当
す
る
も
の
は
、
匂
宮
に
一
例
へ
鷺
に
六
例
あ
る
が
'
心
境
を
述
べ
る

働
き
と
し
て
の
前
は
茄
の
五
例
だ
け
で
あ
っ
て
、
匂
官
は
独
言
と
同
?
く
除
外

さ
れ
る
o
こ
こ
か
ら
も
'
独
言
と
同
じ
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
O

茄
は
何
か
心
に
㌍
潰
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
折
は
'
人

知
れ
ず
古
歌
を
翫
し
、
自
分
と
同
じ
境
地
の
古
人
に
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

*

サ

・

」

自
分
を
救
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
「
訊
ず
」
は
吟
諒
と
言
い

換
え
持
て
も
、
独
言
と
同
じ
く
ひ
そ
や
か
な
行
為
で
あ
る
か
ら
'
「
な
が
む
」

程
度
で
あ
ろ
う
。
低
吟
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

心
に
節
税
し
た
思
い
が
あ
る
か
ら
'
苦
は
ひ
と
り
ご
と
を
言
い
、
あ
る
い
は

「
荊
じ
」
た
り
す
る
と
す
れ
ば
、
心
に
重
-
の
し
か
1
る
思
い
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
例
川
の
中
の
「
何
の
契
に
て
、
か
う
安
か

ら
ぬ
思
ひ
添
ひ
た
る
身
に
L
も
な
り
山
で
け
む
」
と
い
う
こ
と
ば
で
噴
不
さ
れ

る
、
出
世
へ
の
疑
藷
や
'
背
負
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
宿
命
に
つ
い
て
の
意

識
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
思
い
が
吾
を
さ
い
な
み
へ
茄
は
一
方
で

は
耐
え
よ
う
と
し
な
が
ら
も
へ
他
方
で
は
そ
れ
ら
か
ら
脱
出
し
た
い
と
照
っ
て

い'C'J例
的
の
独
言
の
文
末
が
、
「
悟
を
も
村
て
L
が
な
」
と
あ
り
へ
　
「
が
な
」
と
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い
う
、
1
殻
に
、
か
な
え
ら
れ
な
い
も
の
を
希
求
す
る
と
き
に
使
川
さ
れ
る
願

望
の
終
助
詞
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
態
昧
深
い
も
の
が
あ
る
。

匂
宮
と
慕
の
希
求
表
現
を
調
べ
る
と
、
茄
の
方
が
は
る
か
に
多
い
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
O
心
に
満
た
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
り
'
そ
れ
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す

る
欲
求
が
ひ
と
り
ご
と
と
い
う
発
想
で
あ
り
、
希
求
表
現
で
あ
る
。
そ
う
い
う

自
己
充
足
の
欲
求
に
韮
い
て
ひ
と
り
ご
と
が
行
な
わ
れ
る
と
考
冬
ら
れ
る
。

例
の
の
中
で
、
慕
は
ま
ず
自
分
の
過
去
・
将
来
に
対
す
る
不
安
な
思
い
を
そ

っ
と
つ
ぶ
や
き
'
次
に
万
感
の
思
い
を
こ
め
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
歌
を

受
け
る
の
が
'
「
さ
ら
に
答
ふ
る
も
の
な
し
」
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
普
通
の
受

け
こ
と
ば
と
は
違
っ
て
'
歌
と
の
問
に
大
き
な
懸
隔
が
あ
る
。
蔦
の
歌
を
暗
櫓

と
し
た
無
限
の
空
間
に
つ
き
放
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
薫
は
、
心
に
重
苦
し
い

悩
み
を
抱
き
1
そ
れ
は
み
だ
り
に
人
に
問
う
べ
き
も
の
で
も
語
り
間
か
せ
る

も
の
で
も
な
い
I
人
知
れ
ず
歌
に
し
て
詠
む
。
と
こ
ろ
が
そ
の
問
い
は
茄
を

お
し
包
む
問
に
消
え
て
行
-
ど
こ
ろ
か
、
大
き
な
反
皆
を
伴
っ
て
自
己
に
振
り

か
か
っ
て
-
る
0
そ
れ
ゆ
え
責
は
一
段
と
そ
の
苦
悩
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら

」ft」源
氏
物
語
の
時
代
で
は
'
歌
は
相
手
に
詠
み
か
け
る
の
が
普
通
で
、
こ
の
よ

う
な
独
詠
は
特
殊
な
働
き
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
0
詠
み
か
け
る
相
手
が
い
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
薫
の
孤
独
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
'
し
か
も
な
お
歌
を
詠

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
心
の
苅
さ
、
詠
み
終
わ
っ
た
と
4
.
J
の
問
の
反
響
は

京
の
孤
独
感
を
1
屑
強
め
て
行
-
の
で
あ
る
0

歌
と
「
さ
ら
に
答
ふ
る
も
の
な
し
」
の
間
の
癖
附
の
空
間
と
は
、
歌
を
詠
み
、

そ
の
歌
が
闇
に
消
え
、
再
び
善
に
の
し
か
1
つ
て
へ
薫
の
孤
独
感
を
強
め
る
、

そ
う
い
う
や
り
き
れ
な
さ
'
頚
苦
し
さ
を
認
識
し
ょ
う
と
す
る
態
詔
の
拡
が
り

を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
へ
会
話
文
の
外
見
を
通
し
て

匂
官
の
会
話
の
回
数
は
三
三
回
で
あ
る
の
に
対
し
'
苦
の
そ
れ
は
三
〇
七

回
と
著
し
く
多
い
。
普
通
に
源
氏
物
語
を
読
む
と
、
吾
よ
り
匂
官
の
方
が
か
な

り
印
象
的
で
強
烈
で
あ
る
の
に
会
託
の
回
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
ケ
か
o
会
話
文
の
性
格
等
に
違
っ
た
特
徴
が
あ
る
の
で

あ
ろ
ケ
か
。
作
者
の
人
物
造
型
の
方
法
を
会
話
文
の
外
見
か
ら
検
討
し
、
二
人

の
人
物
係
を
探
り
出
し
た
い
。

匂
官
と
茄
の
会
話
を
見
る
と
、
匂
宮
の
会
謡
は
比
較
的
短
い
の
に
苦
の
は
長

い
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
長
さ
の
這
い
は
ど
こ
か
ら
生
じ

て
い
る
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
ま
ず
セ
ン
テ
ン
ス
の
数
に
よ
っ
て
二
人
の
会
話

を
分
期
し
た
い
.
会
話
の
中
か
ら
、
特
殊
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
消
息
文
、
歌
へ

歌
の
準
え
こ
と
ば
'
古
歌
の
一
節
の
引
用
を
除
い
た
、
い
わ
ば
普
通
の
会
話
文

(
対
話
文
)
だ
け
に
限
定
し
て
分
類
し
た
の
が
次
の
真
の
で
あ
る
.
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豪打)センテンスの数による

会話文の分類

注1センテンスは使用テキ

ストに従った。

表
の
の
比
率
の
欄
を
見
る
と
、

一
文
と
二
文
で
は
二
人
の
比
率
が
逆
転
し
、

匂
宮
の
方
が
1
セ
ン
テ
ン
ス
の
文
が
多
-
、
1
文
と
二
文
の
合
計
で
も
匂
宮
の

方
が
多
い
こ
と
か
ら
、
匂
官
の
会
話
の
方
が
セ
ン
テ
ン
ス
数
が
比
敬
的
少
な
い
、



と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
四
文
と
五
文
以
上
の
会
話
の
比
率
を
見
る

と
、
あ
ま
り
差
は
な
く
へ
僅
か
に
茄
の
方
が
多
い
と
い
え
る
程
度
で
し
か
な
い
。

源
氏
物
語
を
読
み
進
め
て
行
く
と
'
匂
宮
の
会
話
は
短
い
の
に
、
何
と
薫
の

は
長
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
が
あ
る
.
匂
宮
の
会
話
で
一
節
長
い
と
思
わ
れ

る
も
の
を
苦
の
会
話
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
伍
か
三
文
か
四
文
で
な
る
会
話

で
あ
る
.
こ
れ
は
、
匂
宮
の
場
合
、
セ
ン
テ
ン
ス
数
が
多
-
て
も
、
各
セ
ン
テ

ン
ス
の
長
さ
が
薫
の
に
較
べ
る
と
短
い
、
す
な
わ
ち
匂
宮
の
会
話
は
短
い
セ
ン

テ
ン
ス
か
ら
成
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
す
べ
て

の
会
話
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
そ
の
字
数
で
調
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
へ
　
そ
の

傾
向
を
見
る
た
め
に
、
一
セ
ン
テ
ン
ス
の
会
話
を
字
数
で
調
べ
て
み
た
い
。

拍>jvyi

短
　
い

僻
隈

合
　
計

セ
ン
　
テ
ン

ス
の
数

表
的
、
一
セ
ン
テ
ン
ス
の
会
話
の
字
数
に

よ
る
分
期

注
-
、
字
数
は
使
用
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て

調
査
し
た
が
'
挟
字
は
ひ
ら
が
な
に

直
し
て
数
え
へ
読
点
も
含
め
た
O

注
-
'
ひ
ら
が
な
に
前
す
際
「
源
氏
物
語

大
成
」
を
参
照
し
た
。

注
皿
'
「
御
」
は
慣
用
読
み
以
外
は
「
お

の
t
番
長
い
の
が
六
九
字
で
あ
る
。
京
の
1
セ
ン
テ
ン
ス
の
会
話
で
長
い
も
の

は
匂
宮
の
三
文
か
四
文
の
会
話
に
相
当
す
る
。
・
こ
こ
か
ら
、
匂
宮
の
会
話
に
は

四
文
以
上
が
比
較
的
あ
る
が
、
長
さ
か
ら
す
れ
ば
茄
の
会
話
の
二
文
か
三
文
程

度
の
も
の
で
あ
る
t
　
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
匂
宵
の
会
話
は
'
セ
ン
テ
ン
ス
数
が
少
な
-
、
各
セ

ン
テ
ン
ス
も
短
い
も
の
が
多
い
の
で
、
簡
潔
な
も
の
が
多
い
の
に
対
し
'
葺
の

会
話
は
、
セ
ン
テ
ン
ス
数
が
多
く
、
各
セ
ン
テ
ン
ス
も
長
い
も
の
が
多
い
、
し

か
も
会
話
の
回
数
も
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

茄
の
会
話
文
は
、
匂
宮
の
に
駁
べ
て
複
雑
な
構
文
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と
が
、

以
上
か
ら
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
吾
の
人
物
係
と
ど
う
結
び
つ
け
た
ら
い

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
も
、
別
の
両
か
ら
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ん
」
で
通
し
た
。

注
Ⅳ
、
分
類
規
準
を
仮
に
次
の
よ
う
に
定
め
た
o

特
に
短
い
H
 
m
字

短
　
　
い
　
s
-
8
字

普
　
　
通
c
v
I
 
C
o
亭

長
い
。
。
,
-
,
。
。

c
o
o
字

特
に
長
い
6
9
字
以
上

:　　　∴

文,文灰罪,文
1　1
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表
3
　
1
セ
ン
テ
ン
ス
の
会
託
の
性
質
に

よ
る
分
類

注
I
t
平
叙
文
は
断
定
文
と
推
定
文
に
分

か
れ
る
が
、
識
別
の
困
難
で
あ
る
も

の
が
あ
る
の
で
一
つ
の
項
目
と
し
た
。

注
I
、
推
定
表
現
の
も
の
で
、
疑
問
文
に

入
れ
た
も
の
が
匂
宮
に
2
例
あ
る
。

注
皿
、
上
記
の
分
類
は
'
亀
井
孝
氏
の
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こ
の
字
数
に
よ
る
分
類
表
は
'
分
類
規
準
が
仮
の
も
の
で
あ
る
の
で
'
大

ざ
っ
ぱ
な
も
の
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
か
ら
で
も
'
薫
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
方
が
長

い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
一
番
長
い
セ
ン
テ
ン
ス
が
二
七
四
字
で
、
匂
宮

「
概
説
文
語
文
法
」
を
参
考
に
し
た
。

表
S
の
分
類
を
見
る
と
、
匂
宮
に
は
感
嘆
文
、
命
令
文
が
多
-
て
'
薫
に
は

希
求
文
、
疑
問
文
、
平
叙
文
が
多
い
t
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
へ
　
こ
こ
で
く
わ
し
く
述
べ
る
余
裕
が
な
い
の
で
'
こ
こ
で
は
疑
問
文
を

取
り
上
げ
て
み
た
い
。
疑
問
文
は
'
匂
宮
に
十
例
、
吾
に
十
八
例
あ
っ
て
'
誼



の
方
が
比
率
か
ら
も
多
い
の
だ
が
、
さ
ら
に
く
わ
し
く
見
る
と
、
匂
官
の
疑
問

文
に
は
,
直
接
相
手
に
尋
ね
る
も
の
や
、
疑
問
の
形
で
は
あ
る
が
感
想
を
述
べ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
の
に
対
し
、
茄
の
疑
問
文
に
は
'
直

接
相
手
に
尋
ね
な
い
で
'
他
の
人
か
ら
間
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
(
間
接
的
な

疑
問
解
決
方
法
を
取
る
)
や
、
疑
い
の
程
度
の
深
い
も
の
が
多
く
、
ま
た
、
自

分
に
対
す
る
疑
問
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
疑
い
の
程
度
は
'
頭
な
る
日
常
会

話
と
し
て
の
疑
問
と
'
深
い
疑
惑
か
ら
の
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
前
者
の

方
に
は
匂
宮
の
疑
問
文
が
相
当
数
該
当
す
る
。
こ
れ
は
場
面
の
中
に
お
い
て
判

断
し
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
'
た
と
え
ば
へ
疑
問
詞
に
さ
ら
に
疑
問
の
助
詞
の

琴
与
ら
れ
た
「
い
か
で
　
か
」
の
よ
う
な
用
例
は
匂
宮
に
は
な
く
、
吾
に
六

例
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
o

さ
て
,
匂
官
に
感
嘆
文
と
命
令
文
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
匂
宮
が
率
直
で

陽
性
で
,
し
か
も
行
動
型
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
露
は
匂
官

の
そ
う
い
う
面
に
乏
し
か
っ
た
.
疑
問
文
'
希
求
文
、
平
叙
文
が
多
い
の
で
'

逆
に
,
自
省
的
で
あ
り
、
思
索
的
で
静
的
な
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
.
そ
し
て
ま
た
へ
疑
問
的
発
恕
に
お
い
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
O
た
と
え
ば
へ
薫
の
こ
と
で
中
君
を
祝
っ
た
と
き
の
'
匂
宮
の
態
度
と
そ

の
転
変
ぶ
り
と
、
他
方
、
匂
宮
と
の
こ
と
で
浮
舟
を
疑
っ
て
葺
が
雷
き
送
っ
た

波
こ
ゆ
る
こ
ろ
と
も
し
ら
ず
末
の
松

待
つ
ら
む
と
の
み
思
ひ
け
る
か
な

・

>

-

-

I

-

'

と
を
比
較
す
る
と
'
い
か
に
茄
の
性
格
・
発
想
が
屈
折
し
、
複
雑
で
あ
り
絶
望

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
。
浮
舟
を
死
に
追
い
や
る
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
性
格

な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
1
i
S
囚
・
理
由
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

三
へ
消
息
文
を
通
し
て

泰
的
　
表
現
形
憩
に
よ
る
分
数

注
-
、
前
は
対
話
'
消
息
、
独
言
と
は
次

元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
'
必
要

上
か
ら
、
同
じ
範
暗
に
含
め
た
.

往
-
、
前
は
正
し
-
は
対
話
、
独
言
に
属

す
る
。

敬

表
㈹
　
表
現
手
段
に
よ
る
手
紙
の
分
類

注
I
、
手
紙
が
こ
と
ば
と
歌
と
で
構
成
さ

れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
順
序
は
無
視

し
た
。

荏
-
、
こ
と
ば
と
添
え
こ
と
ば
の
区
別

は
、
新
た
に
用
件
を
切
り
出
し
て
い

る
か
に
つ
い
て
特
に
考
放
し
、
次
に

長
さ
を
見
た
。

注
Ⅲ
、
手
紙
の
途
中
に
地
の
文
が
あ
っ
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て
'
手
紙
が
二
分
さ
れ
て
い
て
も
1
通
の
扱
い
と
し
た
。

匂
宮
と
鯖
の
手
紙
の
数
は
'
裏
H
で
わ
か
る
よ
う
に
'
十
六
通
、
十
八
迫
と

近
似
し
て
い
る
が
'
比
率
で
見
る
と
、
匂
宮
の
が
十
二
%
を
占
め
て
い
る
の
に

対
し
、
菖
の
は
伍
か
六
%
に
し
か
相
当
し
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
茄
の
手
紙
の

数
は
会
話
数
に
較
べ
て
非
常
に
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
O
木
文
に
は
'
内
容
の

表
記
さ
れ
て
い
な
い
手
紙
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
取
り
上
げ



て
い
な
い
。
仮
に
含
め
る
と
す
れ
ば
、
匂
宮
の
方
が
増
加
す
る
と
思
わ
れ

る
。次

に
、
二
人
の
手
紙
を
表
現
手
段
に
よ
っ
て
分
類
し
た
の
が
表
鯛
で
あ
る
が
'

こ
の
裏
で
最
も
朗
著
な
こ
と
は
、
こ
と
ば
だ
け
に
よ
る
手
紙
は
薫
に
十
通
あ
っ

て
匂
宮
の
二
倍
の
数
値
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
歌
は
匂
宮
に
十
1

首
あ
る
の
に
対
し
て
八
首
し
か
な
い
。
当
時
の
手
紙
の
形
式
は
'
源
氏
物
語
か

ら
　
す
る
と
へ
　
こ
と
ば
と
歌
'
歌
だ
け
、
あ
る
い
は
こ
と
ば
だ
け
な
ど
多
様
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
源
氏
物
語
で
は
'
こ
と
ば
を
省
略
し
て
歌
だ
け
F
を
記
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
歌
を
省
略
し
て
こ
と
ば
だ
け

を
記
し
て
い
る
も
の
は
、
二
、
三
の
例
外
の
除
く
と
、
な
い
よ
う
で
あ
る
。
歌

は
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
宮
中
で
歌

の
会
が
あ
っ
た
、
ど
れ
も
古
め
か
し
い
歌
ば
か
り
な
の
で
、
こ
こ
に
は
1
々
記

さ
な
い
、
と
作
者
が
断
わ
り
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解

さ
れ
る
。

こ
と
ば
だ
け
で
記
さ
れ
て
い
る
手
紙
は
'
歌
が
省
か
れ
て
い
な
い
の
だ
と
考

え
る
と
、
茄
の
手
紙
に
は
い
か
に
も
歌
が
少
な
す
ぎ
る
O
と
い
う
の
は
、
吾
は

全
部
で
五
八
首
の
歌
を
詠
ん
で
い
て
'
匂
宮
の
二
四
首
に
-
ら
べ
る
と
'
会

話
数
の
比
率
(
1
三
二
に
対
し
て
三
〇
七
)
と
は
ぼ
同
率
で
あ
る
の
に
、
手
紙

の
中
の
歌
数
は
ま
っ
た
く
追
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
逆
に
、

こ
と
ば
だ
け
の
十
通
の
手
紙
は
多
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
'
薫
の
人
物

像
を
手
が
け
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

匂
宮
の
こ
と
ば
だ
け
に
よ
る
手
紙
に
は
、
浮
舟
に
送
っ
た
、
手
紙
と
思
わ
れ

る
'
「
い
か
に
い
か
に
」
と
か
'
「
か
-
な
む
思
ふ
。
ゆ
め
ゆ
め
」
と
い
う
よ

う
に
、
断
片
的
で
あ
っ
た
り
、
要
約
さ
れ
て
い
た
り
す
る
も
の
(
上
記
の
、
例
外

に
属
す
る
)
も
含
め
て
あ
る
か
ら
'
こ
れ
ら
を
仮
に
除
外
す
る
と
、
蔀
の
と
の

差
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
。

そ
の
間
越
を
考
え
る
た
め
に
、
手
紙
の
内
容
の
点
か
ら
調
べ
て
み
る
と
、
只

の
手
紙
に
は
、
用
件
の
伝
達
を
主
と
す
る
実
用
書
輪
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。

?
Z
-
T
.
{
t
に
よ
る
手
」
Q
*
H

た
と
え
ば
、
吾
が
中
君
に
出
し
た
手
紙
は
四
通
で
、
匂
宮
の
中
君
に
宛
て
た

も
の
と
同
数
で
あ
る
の
に
、
吾
の
場
合
、
用
件
を
伝
え
る
も
の
が
半
数
を
占
め

て
い
る
。
そ
の
二
通
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
「
す
-
よ
か
」
に
書
い
た
も
の
で
'

罪
三
者
で
あ
る
匂
宮
に
、
「
よ
く
も
つ
れ
な
-
」
書
い
て
い
る
と
あ
き
れ
さ
せ

る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
.
内
容
ば
か
り
で
は
な
く
へ
紙
も
'
形
式
も
す
べ
て
無

骨
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

葺
は
'
匂
宮
に
そ
う
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
中
君
に
平
静
な
心
を
抱
い
て
い
る
の

で
は
な
い
。
自
分
の
感
情
の
お
も
む
く
ま
ゝ
に
は
行
動
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

性
格
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
高
ぶ
っ
た
感
情
を
抑
え
、
あ
る
い
は
高
ぶ
っ
た
感

情
が
収
ま
っ
て
初
め
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
愛
す
る
女
性
に
対
し
て
は

理
性
的
行
動
を
と
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。

中
君
に
愛
惜
を
吐
露
し
た
-
て
も
'
平
素
は
'
「
す
-
よ
か
」
で
「
つ
れ
な

き
」
手
紙
し
か
讃
け
ず
'
そ
れ
も
で
き
る
だ
け
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
だ

か
ら
、
そ
れ
に
、
会
っ
て
も
親
密
な
話
し
合
い
が
許
さ
れ
な
い
間
柄
で
あ
る
の

で
、
荘
接
会
っ
て
親
し
く
詔
を
続
け
て
い
-
う
ち
に
、
万
来
の
思
い
抑
え
が
た
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く
、
つ
い
数
し
い
感
情
に
か
ら
れ
、
愛
惜
を
告
白
し
て
し
ま
う
。
苦
は
生
来
情

熱
的
で
あ
る
の
だ
が
へ
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
中
君
は
吾
の
転
変
ぶ
り
に
当
惑

す
る
。
こ
れ
が
薫
の
行
動
の
1
つ
の
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
次
の
脚
で
く
わ
し
く
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
〇

四
'
「
例
の
」
を
通
し
て

源
氏
物
語
に
は
、
人
事
や
自
然
に
つ
い
て
、
「
例
.
の
」
と
か
「
例
な
ら
ず
」

と
い
っ
た
言
い
方
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
郎
に
限
っ
て

見
る
と
'
自
然
の
描
写
や
季
節
の
移
り
変
わ
り
'
あ
る
い
は
匂
宮
や
浮
舟
の
行

動
や
態
度
・
性
格
等
に
つ
い
て
の
表
現
に
も
割
合
多
-
使
わ
れ
て
い
る
が
'
特

に
茄
に
対
し
て
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、

溝
の
性
格
と
か
人
物
像
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
抜
き
出
し
て
み
た

い
。イ

'
例
の
若
き
人
に
似
ぬ
御
心
な
め
る
を
(
栢
姫
5
-
2
3
7
)

ロ
、
い
で
あ
な
事
々
し
0
例
の
お
ど
ろ
-
-
I
し
き
撃
言
葉
見
果
て
て
し
が

な
。
(
橋
姫
^
-
2
3
9
)

ハ
'
「
・
略
-
」
と
召
き
て
見
せ
奉
り
給
へ
ば
'
例
の
と
う
る
さ
け
れ
ど
'

(
総
角
6
-
1
6
)

ニ
'
例
の
を
か
し
-
な
つ
か
し
き
さ
ま
に
語
ら
ひ
て
明
か
し
給
ひ
っ
。
(
舵

角<x>-co;

ホ
、
例
の
'
事
に
触
れ
て
す
さ
ま
じ
げ
に
も
て
な
す
と
'
憎
く
お
ぼ
す
。
(
総

・

角

6

-

5

3

)

へ
、
例
の
い
か
に
ぞ
や
覚
ゆ
る
心
の
添
ひ
た
る
ぞ
怪
し
き
や
。
(
早
炭
6
-

i**>:

ト
、
人
づ
て
な
ら
ず
承
り
な
が
ら
、
例
の
心
の
癖
な
れ
ば
、
い
そ
が
し
く
む

覚
え
ず
、
(
宿
木
<
*
>
-
1
3
7
)

チ
'
例
の
寝
覚
が
ち
な
る
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
'
(
宿
木
6
-
1
6
8
)

-
'
例
の
を
こ
が
ま
し
の
心
や
t
と
思
ヘ
ビ
、
(
宿
木
c
d
-
1
7
7
)

ヌ
'
例
の
、
う
は
べ
は
い
と
け
ぎ
ゃ
か
な
る
立
文
に
て
.
(
宿
木
<
0
-
1
7
8
)

ル
'
例
の
押
れ
7
1
し
げ
に
近
づ
き
寄
り
給
ふ
が
い
と
苦
し
け
れ
ば
、
わ
り

な
し
と
忠
ひ
て
、
(
宿
木
=
0
-
1
9
0
)

ヲ
、
女
君
'
例
の
む
つ
か
し
善
事
も
こ
そ
、
と
苦
し
く
思
せ
ど
、
(
宿
木
6

-
2
0
4
)

ワ
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
'
そ
な
た
ざ
ま
に
は
心
も
い
ら
で
、
こ
の
御
事
の
み

い
と
は
し
う
忠
し
教
か
る
。
(
村
木
t
0
-
2
1
1
)

カ
、
例
の
御
物
語
い
と
な
つ
か
し
げ
に
問
え
給
ふ
。
(
東
屋
<
0
-
2
6
0
)

ヨ
、
と
、
例
の
た
は
ぶ
れ
に
い
ひ
な
し
て
'
(
栗
鼠
<
r
>
-
2
6
1
)

タ
、
と
て
、
例
の
涙
ぐ
み
し
給
へ
り
0
　
(
東
屋
6
-
2
8
7
)

レ
、
例
の
い
と
の
ど
け
さ
過
ぎ
た
る
心
か
ら
な
る
べ
し
。
(
浮
舟
　
-
1
5
)
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以
上
十
七
の
用
例
を
記
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
「
例
の
」
を
物
語
に

使
用
す
る
こ
と
は
、
物
語
を
円
滑
に
展
開
さ
せ
て
行
く
上
で
の
'
1
つ
の
便
法

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
理
解
さ
れ
る
.
た
と
え
ば
、
用
例
間
の
「
例
の
心

の
癖
な
れ
ば
」
で
は
、
苦
が
ど
う
い
う
思
い
を
し
て
い
る
か
を
-
ど
-
ど
述
べ

る
代
わ
り
に
、
既
に
語
っ
て
い
る
こ
と
を
「
例
の
」
で
示
し
、
簡
略
化
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
例
の
」
に
は
そ
う
い
う
働
き
が
あ
っ
て
'
物
語
で

は
数
多
く
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
、
「
例
の
」
の
作
用
に
は
.

作
者
の
'
人
物
創
造
に
お
け
る
あ
る
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
こ
と
を
見
の
が

し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
意
識
と
は
、
作
意
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
が
'
干
場



人
物
を
概
念
化
へ
あ
る
い
は
典
型
化
し
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
。
逆
に
言
え

ば
、
「
例
の
」
に
は
、
新
し
-
創
造
さ
れ
た
人
物
を
'
あ
る
方
向
に
引
っ
ぼ
っ

て
い
こ
う
と
す
る
'
つ
ま
り
'
傾
向
づ
け
る
働
き
が
あ
っ
て
、
作
者
は
そ
れ
を
意

識
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
0
そ
こ
で
、
「
例
の
」
が
'
源
氏
物
語
第
三
部
に
お

い
て
、
特
に
茄
に
数
多
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
'
茄
の
人
物
像
を

理
解
す
る
上
で
の
'
作
者
の
苦
に
対
す
る
意
識
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。さ

て
'
の
か
ら
S
ま
で
の
用
例
を
逐
1
見
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
、
菜
と
は

こ
れ
こ
れ
の
人
物
で
、
性
格
は
こ
う
だ
と
説
か
れ
て
き
た
、
い
-
つ
か
の
人
物

把
握
の
概
念
と
合
致
す
る
も
の
が
か
な
り
見
ら
れ
へ
逆
に
ま
た
、
1
兄
へ
矛
盾

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
細
述

す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
'
こ
れ
ら
の
用
例
に
従
っ
て
へ
改
め
て
へ

薫
の
人
物
像
を
求
め
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
地
の
文
だ
け
で

は
な
く
'
匂
宮
の
こ
と
ば
も
あ
る
L
t
地
の
文
で
も
'
大
君
や
中
君
の
心
詞
(
心

中
の
思
い
を
直
接
話
法
で
語
る
部
分
)
も
あ
る
が
、
作
者
の
'
茄
と
い
う
人
物

の
造
型
の
意
識
は
'
そ
れ
ら
に
係
り
な
-
表
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

右
に
挙
げ
た
十
七
節
の
用
例
か
ら
'
1
人
の
人
物
の
'
性
格
な
い
し
は
行
動

と
し
て
統
一
さ
れ
た
概
念
を
即
座
に
導
き
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
の
で
'
ま

ず
'
表
現
内
容
に
従
っ
て
用
例
を
分
類
し
'
そ
こ
か
ら
茄
の
人
物
像
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
。

〔
1
〕
　
匂
宮
と
対
照
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の

a
t
T
聖
言
葉
」
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
'
男
女
の
係
り
な

ど
か
ら
超
然
と
し
て
い
る
態
度
な
い
し
は
性
格
的
な
も
の
。

(
ィ
、
ロ
へ
　
ホ
、
ヌ
、
ー
、
レ
)

b
t
誠
実
で
'
親
し
み
深
い
慨
心
虻
や
性
格
。

(
ニ
、
カ
)

〔
I
〕
　
茄
の
人
間
的
な
面
を
示
し
て
い
る
も
の

C
、
嫉
妬
心
'
寝
覚
が
ち
な
こ
と
、
苦
悩
な
ど
吉
の
暗
い
面
を
示
し
て
い

る
も
の
。

(
へ
、
チ
、
-
、
タ
)

d
、
愛
惜
の
強
い
表
出
な
ど
'
薫
の
女
性
に
対
す
る
積
極
的
な
面
を
示
し

て
い
る
も
の
。

(
ハ
'
ル
、
ヲ
、
ワ
)

〔
Ⅲ
Ue

へ
道
化
た
態
度
で
本
心
を
紛
ら
そ
う
と
す
る
も
の
。

(
ヨ
)

的
か
ら
3
ま
で
を
、
以
上
の
よ
う
に
、
大
き
く
三
種
に
分
け
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
を
a
I
e
の
五
つ
に
分
け
た
.
こ
の
分
類
は
便
宜
上
の
も
の
で
あ
る
が
'
貰

当
か
ど
う
か
不
安
感
が
あ
る
。
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。

〔
I
〕
の
榊
に
示
さ
れ
る
藷
の
態
度
は
、
本
文
に
は
'
「
中
_
将
は
、
世
の
中

を
~
深
-
あ
じ
き
な
き
も
の
に
忠
ひ
す
ま
し
た
る
心
な
れ
ば
」
・
(
匂
宮
l
0
-
1
4
4
)

と
あ
っ
て
'
責
が
意
識
し
て
と
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
ま
ず
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、

「
な
か
な
か
心
と
ど
め
て
'
行
き
離
れ
難
き
恩
や
残
ら
む
、
な
ど
忠
ふ
に
、
わ

ず
ら
は
し
き
恩
ひ
あ
ら
む
あ
た
り
に
か
か
づ
ら
は
む
は
、
つ
つ
ま
し
-
な
ど
忠

ひ
棄
て
給
ふ
」
と
続
け
ら
れ
て
い
る
。
「
わ
ず
ら
は
し
き
思
ひ
」
と
は
、
「
女

に
心
を
と
ど
め
て
生
じ
る
苦
悩
」
と
か
い
う
こ
と
で
あ
り
'
「
忠
ひ
棄
て
給
ふ
」

ま
で
は
、
薫
が
わ
ず
ら
わ
し
い
男
女
の
係
り
か
ら
超
越
し
よ
う
と
思
い
き
る

心
的
過
程
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
O
　
こ
の
こ
と
は
、
茄
の
立
場
か
ら
主
題

を
考
え
て
ゆ
-
上
で
、
非
常
に
意
味
深
い
問
題
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
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る
0
　
こ
ん
な
決
意
を
し
て
、
女
性
に
近
寄
ら
な
け
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
大
君
'

中
君
、
浮
舟
へ
そ
の
他
数
人
の
女
性
と
係
り
合
っ
て
、
あ
る
い
は
近
寄
ろ
う
と

し
て
'
小
宰
相
の
君
は
例
外
で
あ
る
が
、
そ
の
皮
に
苦
悩
を
1
身
に
背
負
い
こ

む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
t
 
n
I
〕
の
軸
で
示
さ
れ
る
鶏
の
態
度
は
'
用
例
㈱
の
、
「
あ
な
事
々
し
0

例
の
お
ど
ろ
!
1
し
き
撃
吉
光
見
果
て
て
L
が
な
」
と
か
へ
肘
の
「
例
の
'
事

に
触
れ
て
す
さ
ま
じ
げ
に
も
て
な
す
」
と
か
で
表
わ
さ
れ
る
'
匂
宮
か
ら
の
皮

肉
や
、
あ
い
入
れ
合
わ
な
い
た
め
の
憎
し
み
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
'

こ
れ
は
決
し
て
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
は
な
い
。
生
得
的
な
性
格
で
は
な
-
I

苦
が
成
長
し
て
い
く
過
程
で
身
に
つ
け
て
い
-
も
の
、
あ
る
い
は
、
身
に
つ
け

て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
O
初
め
は
そ
れ
を
態
識
し
て
保
持
し
て
い
る

が
、
後
に
は
、
深
-
刻
み
込
ま
れ
て
、
人
生
観
の
よ
う
に
ま
で
深
化
し
て
、
半

ば
性
格
的
な
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

〔
I
〕
の
伽
の
、
態
蛇
や
性
格
は
、
「
ま
め
や
か
さ
」
で
代
表
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
叫
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲
'
伽
と
も

に
、
匂
宮
に
は
備
わ
っ
て
い
な
い
t
と
い
う
点
で
は
l
致
す
る
が
、
伽
は
'
生

ま
れ
つ
き
誼
に
備
わ
っ
た
性
質
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
o

伽
は
生
来
的
な
性
質
で
'
軸
は
責
の
意
識
な
い
し
は
志
向
の
結
果
に
よ
る
、

と
い
う
こ
と
か
ら
、
残
り
の
〔
I
〕
'
〔
Ⅲ
〕
が
自
然
に
理
解
さ
れ
て
く
る
。

苦
が
大
君
に
心
引
か
れ
る
の
は
ど
-
自
然
の
成
り
行
き
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
が
、
あ
る
時
期
ま
で
は
、
苦
と
大
君
は
、
父
八
宮
を
中
に
し
て
'
相
互
に
尊

敬
し
合
う
'
精
神
的
な
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
。
謀
は
常
に
ま
め
や
か
な
態
度
で

接
し
'
ま
た
、
叫
の
態
度
を
と
り
へ
　
そ
の
考
え
方
を
披
避
し
て
い
た
。
軸
が
'

「
ま
め
や
か
さ
」
と
同
じ
よ
う
に
生
来
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
父
八
宮
が
亡
-
な
っ
た
頃
か
ら
、
大
君
を
女
性
と
し
て
求
め
出

す
。
大
君
が
自
分
の
代
わ
り
に
中
君
を
さ
し
向
け
、
薫
は
そ
れ
を
匂
宮
に
譲
る
t

と
展
開
さ
れ
て
い
-
の
だ
が
、
そ
の
行
為
は
'
大
君
を
一
段
と
強
く
求
め
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
O
そ
れ
が
〔
-
〕
の
細
に
示
さ
れ
る
'
愛
情
の
精
栃
的
な
表
出

で
a
C
-
i
r
=
3

し
　
-
'
脚
　
　
志
向
の
せ
い
や
　
、
畑
r
.
-
i
v
:
:
的
.
、
止
?
'
j
i
V
一
言
:
=
サ
'
-
=
q
-
W
こ

と
は
で
き
な
い
。
自
分
を
抑
え
、
ま
ざ
ら
わ
し
て
、
理
性
的
な
行
動
を
取
ろ
う

と
す
る
。
そ
れ
が
〔
Ⅵ
〕
の
脚
で
あ
る
。
用
例
㈲
の
「
例
の
た
は
ぶ
れ
に
い
ひ
な

し
て
へ
ま
ざ
ら
は
し
給
ふ
」
は
'
中
郡
に
対
し
て
取
っ
た
行
為
で
あ
る
が
へ
　
こ

の
「
た
は
ぶ
れ
に
」
は
、
匂
宮
の
軽
率
と
も
い
え
る
衝
動
的
な
た
は
ぶ
れ
と
は

違
っ
て
、
心
中
に
は
、
愛
惜
の
確
約
を
求
め
る
強
い
衝
動
と
、
聖
心
と
の
間
の

ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
、
そ
の
結
果
求
め
得
た
、
己
れ
を
救
う
唯
一
の
方
策
と
し
て

の
行
為
な
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
'
湧
き
出
づ
る
思
い
は
抑
え
が
た
く
、
会
え
ば
他
の
よ
う
な
強
い

態
度
に
山
て
し
ま
う
。
(
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
f
I
の
滋
後
に
も
古
い
た
。
)

用
例
川
の
「
例
の
狩
れ
　
-
　
し
げ
に
近
づ
き
寄
り
給
ふ
」
薫
の
行
動
は
、
と

て
も
、
伽
の
立
場
か
ら
は
納
得
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
一
人
の
生
の
人
間
と

し
て
、
匂
宮
を
見
る
よ
う
に
護
を
見
る
限
り
へ
そ
う
い
う
態
度
は
容
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
1
度
も
そ
う
い
う
素
振
り
を
見
せ
た

こ
と
の
な
い
'
常
に
平
静
を
保
ち
、
聖
の
よ
う
な
心
で
、
し
か
し
、
「
な
つ
か

し
き
さ
ま
に
」
ば
か
り
語
り
か
け
て
き
た
茄
が
、
急
に
愛
情
を
吐
露
し
、
二
人

の
間
に
厳
然
と
置
か
れ
て
あ
っ
た
距
て
を
無
視
し
て
乗
り
越
え
て
く
る
の
で
、

-
　
平
素
邦
性
で
抑
え
て
い
た
愛
惜
が
、
何
か
を
契
機
と
し
て
解
き
放
た
れ
る

と
激
し
い
感
情
を
伴
っ
て
発
露
さ
れ
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
　
-
　
驚
き
は

て
て
、
心
苦
し
く
な
り
、
た
だ
当
惑
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
う
い
う
間
柄
で
は

な
か
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
用
例
M
の
「
例
の
と
う
る
さ
け
れ
ば
」
は
、
そ
れ
を
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大
君
の
立
場
か
ら
と
ら
え
た
表
現
で
あ
る
b
こ
の
時
点
に
、
二
人
の
お
互
い
に

対
す
る
感
情
　
-
　
鷺
と
大
君
、
あ
る
い
は
中
君
I
に
断
絶
が
あ
る
こ
と
が
明

確
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
票
は
そ
れ
に
気
付
い
て
い
な
い
。

吾
自
身
に
と
っ
て
も
'
自
分
が
そ
う
い
う
態
度
に
出
た
こ
と
は
、
叫
の
出
家

の
志
向
と
は
ま
っ
た
-
逆
の
立
切
を
と
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
た
だ
悩
む

だ
け
で
あ
る
。
〔
-
〕
の
め
の
苦
悩
な
ど
は
'
匂
宮
の
そ
れ
ら
と
は
次
元
の
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
大
君
に
と
っ
て
も
茄
に
と
っ
て
も
、
苦
は
〔
1
〕
の
脚
へ
肘
で
義

わ
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
は
ず
で
、
し
か
し
苦
が
人
間
的
に
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、

相
手
に
受
け
入
れ
て
軍
見
ず
'
用
例
脚
の
よ
う
に
自
分
の
方
か
ら
紛
ら
し
て
し

ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
君
の
脳
英
に
あ
る
苦
と
い
う
人
物
像
に
近
寄
る

努
力
を
し
な
け
れ
ば
'
二
人
は
結
び
合
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
o
そ
の
結
果
、
用
例
肋
の
よ
う
に
、
独
り
に
な
っ
て
、
遠
慮
ば
か
り
す
る

自
分
の
阿
呆
ら
し
さ
を
嘆
息
し
た
り
.
寝
党
が
ち
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
0

浮
舟
に
対
し
て
は
'
ま
ず
初
め
に
愛
惜
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
大
君
と
は

立
場
が
異
な
る
が
'
大
君
の
形
代
と
し
て
浮
舟
を
求
め
て
い
る
こ
と
と
'
愛
惜

に
徹
し
き
れ
ず
に
伽
の
志
向
と
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
い
る
点
で
は
、
や
は
り
同
じ

こ
と
に
な
る
。

匂
宮
で
あ
れ
ば
、
相
手
の
女
性
か
ら
も
納
得
さ
れ
、
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
愛
情
を
、
責
が
示
す
ゆ
え
に
醜
悪
と
も
見
ら
れ
、
相
手
か
ら
も
、
自
分
か
ら

も
心
苦
し
き
わ
ざ
に
な
り
'
薫
は
心
を
落
着
け
る
所
が
な
-
な
っ
て
く
る
の
で

あ
s
a
k菜

が
真
に
人
間
ら
し
く
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
と
き
に
'
初
め
に
作
者
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
伽
の
志
向
が
い
か
に
つ
ら
い
障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
。

わ
れ
わ
れ
は
,
吾
と
い
う
.
人
物
を
畢
乙
る
の
に
へ
こ
の
桝
と
柚
の
葛
藤
を
挟
り

出
し
、
そ
こ
か
ら
主
題
を
絡
ま
せ
て
探
り
出
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
.

五
、
五
大
将
を
ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
か

源
氏
物
語
に
は
、
他
の
文
学
作
品
と
同
様
に
、
詩
や
歌
の
1
節
を
引
用
す
る

手
法
が
あ
っ
て
'
地
の
文
ば
か
り
で
な
く
人
物
の
会
話
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
.
匂
官
と
茄
の
場
合
'
歌
や
歌
の
後
に
添
え
ら
れ
た
こ
と
ば
は
別
と
し
て
、

古
歌
を
使
用
し
て
い
る
の
は
'
匂
宮
一
回
、
慕
十
四
回
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
匂

宮
の
1
例
と
誼
の
.
1
例
は
、
い
わ
ゆ
る
「
は
れ
」
の
場
に
お
け
る
吟
前
で
あ

る
。
残
り
の
語
の
十
三
例
は
、
い
わ
ば
独
言
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
'
対
話
的

性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
感
情
や
思
想
の
表
現
と
し
て
、
そ
れ
に
該

当
す
る
古
歌
を
引
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
手
法
は
匂
宮
に
は
な
い
。

古
歌
を
'
葺
の
よ
う
に
自
分
の
気
持
ち
の
蓑
現
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
'

は
、
現
在
的
解
釈
で
は
あ
る
が
、
ど
う
も
特
殊
で
あ
り
'
匂
官
の
よ
う
に
'
自

分
の
こ
と
ば
で
表
現
す
る
方
が
舶
日
通
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
'
そ
こ
か
ら
、
古
歌
の
一
節
を
借
用
し
て
自
分
の
思
想
や
感
情
を
述

べ
る
と
い
う
こ
と
は
'
前
に
述
べ
た
独
言
と
同
じ
よ
う
に
、
薫
の
性
癖
で
あ
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
o
教
養
の
違
い
で
も
決
し
て
な
い
o
茄
の
方
が
文
学
青
年

で
'
深
い
思
慮
が
あ
る
か
ら
、
と
か
も
書
の
方
が
よ
り
伝
統
を
重
ん
じ
る
か
ら
P

と
い
う
よ
う
に
、
吾
の
個
人
的
な
面
に
視
点
を
当
て
る
よ
り
も
'
物
語
の
方
法

と
し
て
'
作
者
が
茄
に
古
歌
を
引
か
せ
る
よ
う
に
し
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
物

語
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
の
苧
場
人
物
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
条
件
を
芹

に
嘩
見
さ
せ
た
、
と
考
え
る
方
が
い
い
と
思
わ
れ
る
。
私
は
兼
の
古
歌
引
用
の

手
法
に
'
作
者
の
、
茄
と
い
う
人
物
に
対
す
る
造
型
意
識
が
濃
厚
に
現
わ
れ
て

い
る
と
思
う
。

匂
宮
と
茄
大
将
、
ど
ち
ら
も
平
安
貿
族
の
個
性
あ
る
人
物
と
し
て
措
か
れ
て

い
る
が
'
匂
宮
の
印
象
は
濃
厚
で
強
烈
で
あ
る
。
匂
官
の
行
動
は
非
常
に
浮
薄

-98-



で
あ
る
が
自
然
に
描
か
れ
て
い
る
。
荒
に
較
べ
て
あ
ま
り
早
場
し
な
い
し
'
描

写
も
少
な
い
.
そ
れ
は
会
話
文
の
少
な
さ
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
.
そ
う
い
う
差
異

が
あ
る
の
に
、
我
々
は
ど
ち
ら
が
主
役
な
の
か
と
迷
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

印
象
が
鮮
明
な
の
で
あ
る
。
少
な
い
描
写
で
生
き
生
き
と
自
然
に
描
け
て
、
し

か
も
印
象
が
強
烈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
匂
宮
は
作
者
に
と
っ
て
描
き
易
い

人
物
で
あ
っ
た
の
だ
.
何
ら
か
の
理
由
で
'
作
者
の
脳
裏
に
完
全
な
姿
で
住
み

つ
い
て
い
た
の
で
'
ち
ょ
っ
と
し
た
描
写
で
も
生
き
生
き
と
動
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
'
茄
は
'
作
者
が
新
た
に
創
り
出
し
た
人
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
O

物
語
の
中
の
人
物
と
し
て
'
今
ま
で
半
場
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
個
性
の
強

い
人
物
と
し
て
、
そ
れ
も
源
氏
物
語
揮
二
部
ま
で
展
開
し
て
き
た
主
題
を
引
き

継
ぎ
、
発
展
さ
せ
て
い
け
る
人
物
と
し
て
'
作
者
が
新
し
-
造
型
し
た
。
そ
れ

も
初
め
か
ら
匂
官
の
よ
う
に
完
全
な
姿
を
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
-
'
作
者
が

考
え
考
え
し
て
、
物
語
の
展
開
と
共
に
、
徐
々
に
姿
を
見
せ
て
い
-
　
-
　
換
言

す
れ
ば
'
徐
々
に
成
長
し
て
い
-
　
-
　
形
で
'
少
し
ず
つ
何
か
を
賦
与
さ
れ
な

が
ら
、
菜
と
い
う
人
物
は
創
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
.
冬
ら
れ
る
の
で
あ
る
0
た
と

え
ば
小
宰
相
の
君
に
対
す
る
茄
の
人
物
像
を
考
え
て
み
る
と
'
初
め
に
方
向
づ

け
ら
れ
た
も
の
と
は
す
っ
か
り
違
っ
た
も
の
を
得
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
古
歌
の
使
用
'
独
言
の
傾
向
、
会
話
文
の
長

い
こ
と
な
ど
は
自
然
に
理
解
さ
れ
'
納
得
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
茄
の
言

葉
数
の
多
さ
は
'
取
り
も
直
さ
ず
、
作
者
の
、
薫
と
い
う
人
物
像
の
創
造
の
苦

し
み
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
昭
和
4
3
、
8
、
1
0
　
広
島
大
学
国
語
教
育
学
会
で
発
表
し
た
。
H
の

後
半
の
'
独
言
と
孤
独
感
の
係
り
の
部
分
は
、
清
水
文
雄
先
生
の
御
教
示
に
よ

っ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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