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『
源
氏
物
語
』
の
テ
ク
ス
ト
分
析
に
あ
た
っ
て
欧
米
の
現
代
文
学
理
論
を
大
胆
に
採
り
込
ん
で
い
る
高
橋
亨
は
夕
顔
巻
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に

あ
た
る
夕
顔
怪
死
事
件
の
物
語
叙
述
を
思
っ
て
で
あ
ろ
う
、
こ
の
巻
の
物
語
叙
述
は
「
怪
奇
の
物
語
と
し
て
の
み
ご
と
な
表
現
」
と
な
っ
て
い

る
と
み
と
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
分
析
は
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
論
に
偏
っ
て
い
て
、
神
話
構
造
や
伝
承
と
い
っ
た
前
テ
ク
ス
ト
の
引
用
を
媒
介

と
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
源
氏
物
語
」
へ
と
物
語
的
に
蝉
脱
(
脱
化
)
さ
せ
て
ゆ
く
み
ご
と
さ
を
分
析
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
で

も
確
か
に
、
夕
顔
巻
の
怪
奇
性
は
プ
ロ
ッ
ト
、
人
物
造
型
、
モ
ノ
ノ
ケ
の
描
写
、
場
面
の
仕
掛
け
と
い
っ
た
叙
述
内
容
に
み
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
あ
ら
た
め
て
モ
ノ
ガ
タ
リ
に
と
っ
て
怪
奇
と
は
何
か
と
問
う
と
き
、
わ
た
し
ど
も
が
想
起
す
る
の
は
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
怪
奇
の

モ
ノ
の
表
象
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
語
り
口
に
よ
っ
て
招
き
手
(
読
者
)
の
心
に
喚
び
起
こ
さ
れ
る
恐
怖
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
映
像
媒
体
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
(
表
象
)
の
魅
力
よ
り
も
文
学
ゆ
え
に
も
つ
語
り
の
魅
力
に
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

諮
り
の
魅
力
は
叙
述
内
容
|
あ
る
意
味
で
、
そ
れ
は
映
像
の
迫
力
に
負
け
る
か
も
知
れ
な
い
ー
と
い
う
よ
り
も
、
物
語
叙
述
そ
の
も
の
、
つ

ま
り
叙
述
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
あ
る
と
言
い
切
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
に
語
る
こ
と
で
、
開
き
手
を
こ
わ
が
ら
せ
る

か
と
い
っ
た
諮
り
方
が
そ
れ
こ
そ
文
学
に
と
っ
て
の
経
奇
談
の
魅
力
な
の
だ
。
筆
者
に
は
物
語
の
語
り
の
表
現
の
魅
力
に
少
し
で
も
追
り
た
い

と
い
う
思
い
が
あ
る
。
そ
の
手
始
め
と
し
て
本
稿
は
夕
顔
巻
の
夕
顔
怪
死
事
件
が
い
か
な
る
語
り
の
表
現
構
造
に
よ
っ
て
、
読
者
(
聞
き
手
)

に
恐
怖
を
晩
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
叙
述
の
方
法
i

l恐
怖
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
l
iー
を
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
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る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
と
し
て
は
物
語
叙
述
を
統
訴
す
る
視
点
論
に
よ
ろ
う
と
思
う
。

夕
顔
巻
を
こ
の
よ
う
な
視
点
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
か
ら
考
察
し
た
先
行
論
に
は
日
向
一
雑
の
「
夕
顔
巻
の
方
法

l
i
「
視
点
」
を
軸
と
し
て
i
i
i」

が
あ
る
が
、
日
向
論
は
、
物
語
叙
述
に
踏
み
こ
む
と
あ
ま
り
に
も
繁
雑
に
な
る
と
考
え
た
の
か
、
怪
死
事
件
の
怪
奇
の
叙
述
の
分
析
を
避
け
て

い
る
。
そ
れ
で
も
視
点
の
限
定
と
か
請
離
、
あ
る
い
は
採
点
の
「
ず
れ
」
(
い
わ
ゆ
る
作
中
人
物
の
誤
認
・
誤
解
)
と
い
っ
た
本
稿
で
も
問
題

と
す
る
規
点
の
機
能
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
い
る
が
、
従
来
の
夕
顔
巻
の
諜
越
を
山
引
き
受
け
、
そ
れ
を
視
点
論
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
正
統
的
な
研
究
で
あ
る
こ
と
は
雌
か
だ
。
し
か
し
本
稿
は
む
し
ろ
具
体
的
な
物
語
叙
述
を
成
立
さ
せ
て
い
る

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
点
の
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

ニ
、
古
内
の
物
語
に
お
け
る
「
語
り
手
」

諮
り
の
表
現
構
造
か
ら
み
た
吉
代
の
物
語
の
特
徴
は
、
物
語
の
「
語
り
手
」
が
物
語
の
本
文
上
に
存
在
し
て
物
語
内
容
を
諮
っ
て
ゆ
く
、
と

い
う
表
現
方
法
に
あ
る
。
そ
の
位
相
を
あ
く
ま
で
も
大
ま
か
に
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
近
代
小
説
に
お
け
る
小
説
世
界
の
表
現
・

叙
述
を
統
括
す
る
主
体
(
こ
の
機
能
を
ひ
と
ま
ず
「
語
り
手
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
)
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
近
代
小
説
に
お
け
る
「
語
り
手
」

は
作
者
に
限
り
な
く
近
い
視
点
を
も
っ
存
在
、
た
と
え
ば
同
時
に
被
数
の
作
中
人
物
の
内
面
に
入
り
こ
む
こ
と
が
で
き
る
全
知
視
点
の
持
ち
主

だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
作
中
人
物
に
対
し
て
超
越
的
な
価
億
判
断
、
と
り
わ
け
道
徳
的
判
断
を
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、

中
性
的
で
透
明
な
、
あ
た
か
も
神
の
ご
と
き
視
点
の
持
ち
主
と
い
う
機
能
的
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
私
小
説
(
あ
る
い
は
書
簡
体

小
説
な
ど
)
の
場
合
に
は
、
作
者
と
時
一
と
考
え
ら
れ
る
「
私
(
わ
た
し
)
」
と
い
う
限
定
的
な
視
点
し
か
も
た
な
い
視
点
人
物
が
登
場
す
る

が
、
た
だ
全
知
的
と
限
定
的
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
近
代
小
説
で
は
叙
述
、
主
体
の
一
貫
性
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
視
点
(
あ
る

い
は
視
点
人
物
)
が
作
品
世
界
を
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
一
貫
し
て
見
つ
め
語
っ
て
ゆ
く
と
い
う
整
合
的
構
造
が
特
徴
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
古
代
の
物
語
に
お
け
る
「
語
り
子
」
が
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
「
語
り
手
」
が
作
者
に
限
り
な
く
近
い
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
(
主
要
な
)
作
中
人
物
の
ほ
う
に
近
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
古
代
の
物
語
の
諮
り
の
表
現
構
造
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
諮
問
り
子
」
は
物
語
の
本
文
の
上
に
存
在
す
る
以
上
、
あ
く
ま
で
も
設
定
視
点
を
守
ろ
う
と
し
、
ま
た
主
要
な
作
中
人
物
に
好
悪

の
感
情
を
抱
く
主
観
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
主
体
は
そ
の
感
情
に
し
た
が
っ
て
作
中
人
物
と
容
易
に
同
化
し
た
り
、
ま
た
異
化
し
た
り

195-
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す
る
。
洞
化
作
用
、
異
化
作
用
は
物
語
世
界
に
お
け
る
作
中
人
物
の
位
置
と
意
味
を
語
る
と
い
う
よ
り
も
、
物
語
の
「
語
り
手
」
と
物
語
内
容

の
関
係
の
表
現
で
あ
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
が
物
語
と
読
み
手
(
女
房
)
の
間
関
係
の
虚
構
化
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

い
わ
ゆ
る
草
子
地
と
は
、
こ
の
よ
う
な
虚
構
化
さ
れ
た
関
係
の
極
限
の
表
現
形
式
だ
が
、
も
し
そ
れ
を
物
語
叙
述
の
表
層
に
表
れ
る
「
語
り
手
」

の
主
観
表
現
と
規
定
で
き
る
な
ら
ば
、
実
は
そ
れ
は
た
ん
な
る
草
子
地
を
越
え
て
物
語
叙
述
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
を
も
規
定
し
て
い
る
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

同
化
作
用
・
異
化
作
用
が
延
伸
す
る
と
、
語
り
手
は
作
中
人
物
の
心
中
(
内
面
)
に
ま
で
入
り
こ
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
突
き
離
し
た
り
し
な

が
ら
、
物
語
の
最
小
単
位
と
な
る
場
面
を
枠
取
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
手
法
は
物
語
全
体
の
叙
述
を
統
括
す
る
主
体
(
実
体
的
存
在
)

と
し
て
一
票
す
る
。
し
か
し
も
し
そ
れ
が
一
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
近
代
小
説
の
私
小
説
・
書
簡
体
小
説
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な

ろ
う
。
し
か
し
古
代
の
物
一
拍
間
に
あ
っ
て
は
、
作
品
全
体
の
整
合
性
は
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
整
合
性
が
有
効

で
あ
る
の
は
場
面
を
単
位
と
し
て
考
え
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
の
展
開
に
よ
っ
て
は
、
い
と
も
簡
単
に
「
語

り
手
」
が
互
換
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
事
例
は
須
磨
・
明
石
の
巻
に
お
け
る
「
語
り
手
」
だ
ろ
う
。
そ
の
語
り
手
は
、

ど
う
考
え
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
京
都
留
の
光
源
氏
の
物
語
の
「
諮
り
予
」
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
、
や
は
り
古
御
達
と
呼
ば
れ
る
古
女
房
が

想
定
さ
れ
る
。
物
語
が
ど
う
展
開
し
よ
う
と
も
、
意
識
的
に
整
合
化
さ
れ
て
い
る
最
小
限
の
単
位
は
ひ
と
つ
の
場
面
と
、
そ
れ
を
語
る
「
語
り

手
」
の
存
在
と
い
う
語
り
の
表
現
構
造
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
越
え
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
恋
意
的
と
い
っ
て
も
よ
い
変
換
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

そ
れ
を
あ
え
て
論
理
化
す
る
な
ら
ば
、
高
構
亨
が
い
う
よ
う
に
、
物
語
世
界
を
と
ら
え
る
視
点
を
単
数
に
も
被
数
に
も
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
石
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
と
し
て
物
語
が
全
知
撹
点
を
と
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
恋
意
的
な
語
り
の
表
現
構

造
に
も
と
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
古
代
の
物
語
が
近
代
小
説
と
異
な
る
の
は
、
こ
の
「
諮
り
手
」
の
恋
意
的
な
変
換
に
よ
る
、
よ
く
い
え
ば
柔
軟

な
語
り
の
表
現
構
造
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
諮
り
の
表
現
構
造
の
分
析
は
構
造
主
義
理
論
に
も
と
づ
く
物
語
論
の
受
容
と
し
て
、
そ
の
理
解
と
応
用
の
試
み
は
す
で
に
一
九

六
0
年
代
に
は
済
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
事
件
(
葵
巻
)
、
あ
る
い
は
夕
顔
怪
死
事
件
(
夕
顔
巻
)
に
み
ら
れ
る
物
語

叙
述
は
、
古
代
の
物
語
に
お
け
る
語
り
の
表
現
構
造
の
な
か
で
も
、
実
体
的
な
「
諮
り
手
」
と
作
中
人
物
の
関
係
性
を
極
端
な
か
た
ち
で
あ
か

ら
さ
ま
に
し
て
い
る
恰
好
な
事
例
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
物
語
叙
述
は
「
諮
り
手
」
の
視
点
を
作
中
人
物
の
視
線
と
同
化
さ
せ
て
事

件
(
場
面
)
を
語
ら
せ
て
ゆ
く
と
い
う
一
諮
り
の
方
法
を
意
識
的
に
取
っ
て
い
る
。
「
諮
り
子
」
は
こ
の
二
つ
の
珪
奇
な
事
件
の
叙
述
に
あ
た
っ

-194-
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て
は
、
た
と
え
ば
夕
飯
怪
死
事
件
で
は
光
源
氏
に
ま
っ
た
く
同
化
し
、
か
れ
の
視
線
を
と
お
し
て
事
件
(
場
面
)
を
諮
る
だ
け
で
、
そ
の
限
定

化
さ
れ
た
視
線
を
決
し
て
離
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
ま
た
六
条
御
息
所
の
生
盤
事
件
の
叙
述
で
も
、
「
語
り
手
」
は
彼
女
に
同
化
し
て
彼
女
の

内
揺
に
向
か
う
視
点
(
こ
れ
を
内
弱
視
点
と
呼
ぶ
)
を
と
お
し
て
、
虚
構
/
現
実
の
境
界
領
域
で
あ
る
夢
と
い
う
枠
組
み
を
巧
み
に
も
ち
い
な

が
ら
、
生
霊
の
跳
梁
と
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
女
の
と
ま
ど
い
の
心
情
と
を
並
行
し
て
諮
り
つ
つ
、
葵
上
を
と
り
殺
す
と
い
っ
た
凄
壊
な
場
面
を

描
き
切
っ
て
い
る
。
そ
の
叙
述
に
は
ほ
と
ん
ど
「
諮
り
子
」
の
全
知
的
な
視
点
が
入
り
こ
む
こ
と
は
な
い
。
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
い
っ
て
み

れ
ば
、
「
諮
問
り
子
」
は
光
源
氏
、
あ
る
い
は
六
条
御
息
所
に
な
り
切
っ
て
か
れ
ら
の
現
実
を
生
き
て
い
る
と
い
っ
た
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
「
諮
り
手
」
の
視
点
の
変
幻
自
在
な
あ
り
ょ
う
を
、
高
嬬
亨
は
ま
さ
に
「
も
の
の
け
の
よ
う
」
と
評
し
て
い
る
。
物
語
と
は

「
語
り
手
」
が
諮
っ
た
一
言
葉
で
あ
っ
て
、
作
者
の
一
言
葉
で
は
な
い
。
し
か
し
あ
ら
た
め
て
い
え
ば
、
物
語
の
「
語
り
手
」
と
は
、
第
一
に
あ
く

ま
で
も
限
定
規
点
を
守
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
は
物
語
場
面
が
全
知
的
な
叙
述
と
読
め
る
の
は
、
作
中
人
物
へ
の
同
化
/
異
化
の
作
用
に
よ

る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
は
物
語
の
筋
立
に
一
組
と
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
の
は
、
語
り
手
の
変
換
が
い
と
も
簡
単
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い

う
機
能
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
存
在
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
三
つ
の
機
能
が
実
は
六
条
御
息
所
生
霊
事
件
と
と
も
に
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
夕

顔
笹
死
事
件
の
珪
奇
性
を
読
み
解
く
上
で
重
要
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
次
節
以
下
で
考
察
す
る
と
し
て
、
古
代
の
物
語
に
お
け
る
「
語
り
手
」

の
特
徴
に
戻
れ
ば
、
以
上
の
諮
り
の
表
現
構
造
か
ら
い
っ
て
も
、
「
訪
問
り
子
」
と
は
、
野
口
武
彦
が
い
う
よ
う
に
、
「
作
者
が
「
語
り
手
」
を
作

者
自
身
か
ら
分
離
し
て
、
制
造
し
た
」
「
お
そ
ら
く
は
「
源
氏
物
語
」
の
中
で
の
最
大
の
作
中
人
物
は
「
語
り
子
」
自
身
で
あ
っ
た
」
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
わ
た
し
ど
も
読
者
は
、
こ
の
よ
う
な
「
語
り
手
」
の
視
点
の
機
能
を
と
お
し
て
「
語
り
手
」
の
語
る
言
葉
を
受
け
と
り
な
が
ら
、
こ

の
物
語
位
界
を
享
受
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
物
語
叙
述
と
「
語
り
手
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
み
と
め
ら
れ
る
語
り
の
表
現

構
造
の
分
析
、
さ
ら
に
は
読
者
と
し
て
の
〈
読
み
〉
の
許
容
と
い
っ
た
表
現
/
享
受
の
椴
関
の
分
析
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
少

な
く
と
も
夕
顔
経
死
事
件
の
は
は
奇
が
い
か
な
る
表
現
/
享
受
の
関
で
成
立
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が

現
状
だ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者
に
と
っ
て
意
外
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
物
語
内
容
の
分
析
が
怪
奇
事
件
の
原
因
と
な
っ
た
夕
顔
を
と
り
殺
し
た

「
を
か
し
げ
な
る
女
」
の
実
体
が
な
ん
だ
っ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
廃
院
に
棲
む
モ
ノ
な
の
か
、
女
の
生
霊
(
い
き
す
だ
ま
)
な
の
か
、
そ
れ
と

も
幻
想
す
る
光
源
氏
の
「
心
の
鬼
」
(
良
心
の
時
費
)
な
の
か
に
集
中
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
な
ぜ
読
者
が
そ
の
物
語
に
恐
怖
を
お
ぼ
え
る
の

か
を
目
的
と
し
た
表
現
構
造
の
分
析
は
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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で
は
語
り
手
論
は
ど
こ
に
向
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
草
子
地
と
呼
ば
れ
る
「
諮
り
手
」
の
主
観
が
物
語
叙
述
の
表
層
に
突
出
す

る
表
現
の
分
析
に
多
く
は
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
偏
向
は
、
お
そ
ら
く
構
造
主
義
理
論
に
も
と
づ
く
物
語
概
念
(
ナ
ラ
ト
ロ
ジ

i
)

の
語
り
手
論
に
規
制
さ
れ
て
、
「
諸
問
り
手
」
と
い
う
概
念
が
「
源
氏
物
語
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
デ
ィ
ス
コ
!
ス
分
析
に
有
効
か
ど
う
か
に
関

心
が
集
中
し
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
、
西
欧
の
文
学
理
論
の
概
念
を
日
本
古
典
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
概
念
の
再
構

築
に
集
中
し
た
た
め
と
言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
語
り
手
論
、
視
点
論
は
、
「
源
氏
物
語
」
の
全
体
の
デ
ィ
ス
コ

i
ス
に
適
応
さ
せ

る
こ
と
で
、
そ
の
有
効
性
を
も
っ
と
広
範
に
検
証
す
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
語
り
手
」
と
は
侭
か
と
い
っ
た
場
合
、
そ
の
概
念
と
か

機
能
は
、
ど
う
考
え
て
も
、
視
点
/
表
現
/
享
受
の
期
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
関
に
求
め
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

本
稿
は
「
は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
夕
顔
怪
死
事
件
の
怪
奇
性
の
分
析
を
第
一
の
課
題
と
す
る
が
、
そ
の
考
察
過
程
に
お
い
て
並

行
的
に
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
源
氏
物
語
」
の
デ
ィ
ス
コ

i
ス
分
析
に
と
っ
て
、
よ
り
有
効
な
「
語
り
手
」
と
い
う
鍵
概
念
の
追

究
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

一
、
夕
顔
怪
死
事
件
に
お
け
る
掻
奇
の
構
成
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夕
顔
巻
は
次
の
よ
う
な
場
面
で
始
ま
る
。

-
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
あ
り
き
の
こ
ろ
、
内
裏
よ
り
ま
か
で
た
ま
ふ
中
宿
に
、
大
弐
の
乳
母
の
い
た
く
わ
ず
ら
ひ
て
毘
に
な
り
に
け
る
、

と

ぶ

ら

は

む

と

て

、

五

条

な

る

家

尋

ね

て

お

は

し

た

り

(

夕

顔

①

一

二

一

)

こ
の
冒
頭
の
叙
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
一
七
歳
の
貴
公
子
光
源
氏
は
こ
の
頃
六
条
の
あ
た
り
に
住
む
女
の
も
と
へ
通
っ
て
い
る
。
し

か
し
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
彼
女
が
誰
で
あ
る
か
、
具
体
的
な
情
報
は
一
切
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
び
あ
り
き
の
こ

ろ
」
と
、
光
源
氏
の
一
七
哉
の
年
代
記
の
内
容
を
満
た
す
の
に
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
も
ち
だ
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
光
源
氏
は
そ
の
こ
ろ
熱

心
に
「
六
条
わ
た
り
」
へ
通
っ
て
い
た
。
乳
母
宅
の
隣
家
か
ら
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
と
い
う
歌
を

詠
み
か
け
ら
れ
、
光
源
氏
は
興
味
を
も
っ
た
。
し
か
し
か
れ
は
そ
の
後
も
「
御
心
ざ
し
の
所
」
で
あ
る
士
ハ
条
わ
た
り
」
に
通
い
続
け
る
。

5 
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日
僻
心
ざ
し
の
所
に
は
、
木
立
前
裁
な
ど
、
な
べ
て
の
所
に
似
ず
、
い
と
の
ど
や
か
に
心
に
く
く
住
み
な
し
た
ま
へ
り
。
う
ち
と
け
ぬ
御

あ
り
さ
ま
な
ど
の
、
け
し
き
異
な
る
に
、
あ
り
つ
る
垣
根
思
ほ
し
い
で
ら
る
べ
く
も
あ
ら
ず
か
し
。
(
①
一
二
七
)

「
女
」
の
住
む
邸
宅
は
「
木
立
前
栽
」
も
並
々
の
あ
り
ふ
れ
た
そ
れ
と
は
迷
っ
て
、
と
て
も
ゆ
っ
た
り
磁
雅
に
暮
ら
し
て
い
る
、
と
あ
る
。

女
の
一
人
住
ま
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
女
」
は
豊
か
な
富
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
知
性
・
教
養
が
邸
宅
の
す
み
ず
み
に
ま
で
ゆ

き
と
ど
い
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
光
源
氏
は
接
持
で
気
品
の
あ
る
こ
の
女
に
夢
中
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
六
条
わ
た
り
に
も
、
と

け
が
た
か
り
し
御
け
し
き
を
お
も
む
け
き
こ
え
た
ま
え
」
た
の
で
あ
っ
た
。
女
が
な
か
な
か
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
そ
ぶ
り
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
引
に
口
説
き
落
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
っ
た
ん
男
女
の
関
係
を
む
す
ぶ
や
、
と
た
ん
に
光
源
氏
の
熱
意
も
冷
め

て
し
ま
う
。

盟
(
関
係
を
む
す
ん
だ
の
ち
)
ひ
き
か
へ
し
な
の
め
な
ら
む
は
い
と
ほ
し
か
し
、
さ
れ
ど
よ
そ
な
り
し
御
心
ま
ど
ひ
の
や
う
に
、
あ
な
が

ち
な
る
こ
と
な
き
も
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
見
え
た
り
。
女
は
、
い
と
も
の
を
あ
ま
り
な
る
ま
で
お
ぼ
し
し
め
た
る
御
心
ざ
ま
に
て
、

齢
の
抵
ど
も
似
げ
な
く
、
人
の
漏
り
間
か
む
に
、
い
と
ど
か
く
つ
ら
き
御
夜
が
れ
の
寝
ざ
め
寝
ざ
め
、
お
ぼ
し
し
を
る
る
こ
と
、
い
と

さ

ま

ざ

ま

な

り

。

(

①

一

三

二

)

語
り
手
が
こ
の
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
内
面
に
入
り
込
む
の
は
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
祝
点
は
同
情
的
と
い
っ

て
よ
く
、
そ
の
た
め
に
か
、
光
源
氏
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ
る
。
草
子
地
で
あ
る
「
よ
そ
な
り
し
御
心
ま
ど
ひ
の
や
う
に
、
あ
な
が
ち
な
る
こ

と
な
き
も
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
見
え
た
り
」
が
そ
れ
で
、
光
源
氏
が
ま
だ
「
女
」
と
関
係
を
結
ば
な
か
っ
た
こ
ろ
は
、
わ
れ
を
忘
れ
る
ほ

ど
に
夢
中
で
あ
っ
た
の
に
、
い
ま
は
そ
の
こ
ろ
の
強
引
さ
が
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
、
と
い
う
批
判
は
、
語
り
手
が
必
ず
し

も
つ
ね
に
光
源
氏
と
同
化
す
る
存
在
で
な
い
こ
と
の
事
例
と
な
ろ
う
。

こ
う
し
て
軟
に
な
り
、
宇
く
も
光
源
氏
の
心
は
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
光
源
氏
一
七
歳
の
夏
か
ら
秋
へ
と
季

節
が
変
わ
る
ほ
ん
の
数
か
月
の
関
に
、
光
源
氏
の
愛
情
、
と
い
う
よ
り
も
情
熱
(
「
あ
な
が
ち
な
る
こ
と
」
)
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ち
ょ
う

ど
そ
の
同
じ
と
ろ
に
、
か
れ
は
五
条
に
住
む
、
「
夕
顔
の
花
」
の
歌
を
詠
み
か
け
た
女
の
も
と
に
通
い
始
め
る
。
「
人
の
け
は
ひ
、
い
と
あ
さ
ま



し
く
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
て
、
も
の
深
く
重
き
か
た
は
お
く
れ
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
若
び
た
る
」
(
①
一
四
八
)
夕
顔
の
女
に
惹
か
れ
て
ゆ
く
。

そ
の
こ
と
が
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
へ
の
気
持
の
変
化
と
む
す
び
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
は
八
月
一
五
日
の
夜
明
け
方
、
光
源
氏
が
夕
顔
を
五
条

の
近
く
の
「
な
に
が
し
の
院
」
へ
と
連
れ
出
す
と
き
、
心
の
う
ち
に
次
の
よ
う
な
う
し
ろ
め
た
さ
が
浮
か
ぶ
こ
と
か
ら
反
照
さ
れ
る
。

百
か
つ
は
あ
や
し
の
心
や
、
六
条
わ
た
り
に
も
、

と
ほ
し
き
筋
は
、
ま
ず
忠
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。

い
か
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
ら
む
、
う
ら
み
ら
れ
む
に
、
苦
し
う
こ
と
わ
り
な
り
と
、
ぃ

(
①
一
回
八
)

し
か
し
そ
の
う
し
ろ
め
た
さ
も
す
ぐ
に
か
き
泊
さ
れ
る
。
そ
の
理
自
に
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
か
ら
夕
顔
へ
と
気
持
が
動
い
て
ゆ
く
光
源
氏

の
心
理
が
、
勝
手
な
自
己
正
当
化
を
と
も
な
っ
て
次
の
よ
う
に
弁
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

V
何
心
も
な
き
さ
し
む
か
ひ
を
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
す
ま
ま
に
、

ば
や
、
と
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
た
ま
ひ
け
る
。

あ
ま
り
心
深
く
、
見
る
人
も
苦
し
き
御
あ
り
さ
ま
を
、
す
こ
し
取
り
捨
て

(
①
一
四
八
)
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「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
情
報
が
夕
顔
巻
で
知
ら
さ
れ
る
の
は
以
上
の

I
l
V
(
W
V
は
一
統
き
と
も
み
て
よ
い
)
の
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
情
報
か
ら
、
そ
の
「
女
」
は
、
①
六
条
に
住
む
、
光
源
氏
の
「
通
ひ
一
昨
」
で
あ
る
こ
と
、
②
語
り
手
や
光
源
氏
が
「
女
」
に
対
し
て
敬
語

を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
身
分
の
尊
貴
な
女
性
で
あ
り
、
「
い
と
ほ
し
き
筋
」
と
し
て
真
先
に
忠
い
浮
か
ぶ
存
在
で
あ
る
こ
と
、
③
富
に
恵

ま
れ
、
知
性
と
教
養
の
あ
る
女
性
で
あ
る
こ
と
、
④
光
源
氏
よ
り
も
か
な
り
な
年
上
の
女
性
で
あ
る
こ
と
、
⑤
「
通
ひ
所
」
と
な
っ
た
途
端
、

光
源
氏
の
情
熱
が
冷
め
、
夜
離
れ
を
嘆
い
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
、
⑤
光
源
氏
へ
の
愛
情
が
あ
ま
り
に
深
く
、
時
と
し
て
心
を
悩
乱
さ
せ
る

ほ
ど
に
思
い
詰
め
る
性
格
だ
が
、
光
源
氏
は
そ
の
愛
情
を
重
荷
に
感
じ
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
結
像
す
る
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
は
、
物
語
の
構
成
か
ら
み
る
と
き
、
夕
顔
と
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

注
自
さ
れ
る
。
六
条
の
趣
味
豊
か
な
邸
宅
と
五
条
の
階
屋
、
朝
顔
の
花
(
女
の
待
女
の
女
房
中
将
の
歌
に
よ
っ
て
)
と
夕
顔
の
花
、
近
寄
り
難

い
ほ
ど
の
気
品
と
し
な
や
か
な
柔
ら
か
さ
を
秘
め
た
愛
ら
し
さ
、
ど
う
見
て
も
、
一
方
が
「
上
の
品
」
の
女
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
も
う
一
方

は
「
中
の
口
如
」
の
女
、
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
描
か
れ
方
は
あ
る
意
味
で
共

7 
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過
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
右
の
鵠
点
は
、
す
べ
て
光
瀕
氏
の
内
面
か
、
あ
る
い
は
「
女
」
の
内

記
に
入
り
こ
ん
だ
視
点
か
ら
の
人
物
悔
で
あ
り
、
境
遇
で
あ
る
。
②
で
「
女
」
の
身
分
が
尊
毅
だ
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
も
光
源
氏
が
敬
語
を
も

ち
い
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
光
源
氏
と
の
相
対
的
な
関
部
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
で
は
彼
女
は
一
体
誰
な
の
か
、
そ
の
系
譜
関
係
や
そ
れ
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
社
会
的
身
分
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
「
海
士
の
子
な
れ
ば
」
(
①
一
盟
七
)
と
つ
ぶ
や
く
だ
け
で
、
決
し
て

光
甑
氏
に
名
を
あ
か
さ
ず
、
そ
の
死
後
に
な
っ
て
持
女
の
右
近
の
口
か
ら
系
譜
関
係
が
知
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
、
実
は
頭
の
中
将
の
愛
人
だ
っ

た
「
常
哀
の
女
」
だ
と
わ
か
る
夕
顔
の
掛
か
れ
方
と
よ
く
似
て
い
る
。

こ
う
し
て
語
り
手
に
よ
る
物
語
叙
述
(
地
の
文
)
に
お
い
て
そ
の
紫
性
や
社
会
的
身
分
が
浩
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
、
読
者
に
と
っ
て

は
、
客
観
的
情
報
が
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
夕
顔
の
怪
死
へ
と
至
る
物
語
は
終
始
謎
め
い
た
零
臨
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
蹴
加
藤
腕
子
が
「
六
条
わ

た
り
も
夕
顔
も
各
々
の
生
活
環
境
は
よ
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
二
人
の
女
性
は
殆
ど
生
活
と
関
係
の
な
い
、
一
種
抽
象
的
な
女

性
」
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
描
か
れ
方
に
規
定
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
実
は
こ
の
物
語
の
意
図
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
の
ち
に
も
言
及
す
る
が
、
い
ま
少
し
く
ふ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
夕
顔
の
物
語
は
第
一
義
と
し
て
日
常
性
の
内
な
る
男

女
の
恋
愛
物
語
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
な
に
が
し
の
続
」
に
お
い
て
「
こ
の
人
(
リ
リ
夕
顔
)
を
空
し
く
し
な
し
て
む
こ
と
の

い
み
じ
く
お
ぼ
さ
る
る
に
添
へ
て
、
お
ほ
か
た
の
む
く
む
く
し
さ
た
と
へ
む
か
た
な
し
」
(
①
一
五
一
ニ
)
と
い
っ
た
、
夕
顔
の
死
に
ま
つ
わ
る

無
気
味
な
事
態
!
l
i
そ
れ
は
光
源
氏
や
右
近
な
ど
と
い
っ
た
事
件
当
事
者
に
は
と
う
て
い
理
解
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
よ
う
な
不
可
知
な
る

晴
間
の
な
か
で
進
行
し
て
い
る
怪
奇
i

l
を
、
無
気
味
な
ま
ま
に
読
者
に
伝
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
'
無
気
味
な
珪
奇
に
よ
っ
て
い
ま
し

も
恐
怖
に
陥
っ
て
い
る
作
中
人
物
の
体
験
を
追
体
験
さ
せ
る
こ
と
、
そ
こ
に
第
一
の
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
二
人
の

女
性
の
日
常
性
が
問
題
な
の
で
な
い
こ
と
は
わ
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
系
議
関
係
な
ど
考
慮
す
る
必
要
の
な
い
「
抽
象
的
な
」
存
在

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
夕
顔
の
ほ
う
は
諮
り
干
の
視
点
や
光
源
氏
の
視
総
か
ら
そ
の
よ
う
す
や
生
活
環
境
が
比
較
的
多
く
語
ら
れ
て
い
る
た
め

に
現
実
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
ほ
う
に
な
る
と
、
叙
述
鹿
島
も
少
な
く
、
披
女
に
関
係
す
る
事
件
も
起
こ
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
「
女
」
は
、
夕
顔
と
光
源
誌
の
世
界
の
背
後
に
熱
く
怠
哨
つ
い
て
は
い
て
も
、
何
も
諮
ら
ず
、
「
い
と
も
の
を
あ
ま
り
な
る

ま
で
お
ぼ
し
し
め
」
(
①
一
回
八
)
、
「
思
ひ
乱
れ
」
「
う
ら
(
日
根
)
」
(
①
一
回
八
)
ん
で
姿
態
を
も
だ
え
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
対
照
あ

る
い
は
対
比
は
修
辞
で
あ
っ
て
も
、
物
語
の
構
成
に
あ
っ
て
は
、
光
源
設
と
夕
顔
の
〈
世
〉
に
対
し
て
、
そ
の
背
後
に
暗
い
情
念
、
あ
る
い
は
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愛
執
の
渦
巻
く
関
黒
の
領
域
を
か
た
ち
、
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
暗
示
さ
れ
る
構
黒
の
領
域
の
存
在
は
怪
奇
の
物
語
の
必
要
条
件
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。

四
、
「
な
に
が
し
の
院
」
の
埋
奇
と
語
り
の
表
現
構
造

八
月
一
五
日
の
夜
、
夕
顔
の
五
条
の
階
屋
に
泊
ま
っ
た
光
源
氏
は
、
階
屋
の
逢
瀬
に
も
の
足
ら
な
さ
を
お
ぼ
え
、
夕
顔
と
「
な
ほ
う
ち
と
け

て
見
ま
ほ
し
く
」
(
①
一
四
二
)
思
い
、
二
ハ
日
の
明
け
方
に
夕
顔
を
五
候
近
く
の
「
な
に
が
し
の
院
」
へ
と
連
れ
出
し
た
。
こ
う
し
て
甘
美

な
逢
瀬
を
楽
し
み
一
日
を
過
ご
す
。
そ
し
て
そ
の
十
六
日
の
夜
、
二
人
の
若
き
男
女
に
事
件
が
起
こ
っ
た
。

宵
過
ぐ
る
ほ
ど
、
す
こ
し
寝
入
り
た
ま
へ
る
に
、
御
枕
上
に
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
ゐ
て
、
「
己
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る

を
ば
、
尋
ね
思
ほ
さ
で
、
か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
を
率
て
お
は
し
て
時
め
か
し
た
ま
ふ
こ
そ
、
い
と
め
ざ
ま
し
く
つ
ら
け
れ
」
と
て
、

こ
の
御
か
た
は
ら
の
人
を
か
き
起
こ
さ
む
と
す
と
見
た
ま
ふ
。
も
の
に
お
そ
は
る
る
こ
こ
ち
し
て
お
ど
ろ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
火
も
消
え
に

け

り

。

(

①

一

回

八

)
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「
宵
過
ぐ
る
ほ
ど
」
、
す
な
わ
ち
夜
更
け
に
間
も
な
く
な
る
こ
ろ
、
光
源
氏
の
枕
元
に
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
が
い
て
、
「
私
が
あ
な
た

を
と
て
も
御
立
派
だ
と
思
い
申
し
上
、
げ
て
い
る
の
に
」
と
も
、
あ
る
い
は
「
私
が
大
変
御
立
派
だ
と
思
い
申
し
上
げ
て
い
る
方
を
」
と
も
光
源

氏
に
は
聞
き
取
れ
る
声
で
、
な
お
も
「
あ
な
た
は
尋
ね
よ
う
と
も
お
思
い
に
な
ら
な
い
で
、
こ
ん
な
取
り
柄
の
な
い
人
を
連
れ
て
い
ら
し
て
御

寵
愛
な
さ
る
な
ん
て
、
と
て
も
心
外
で
恨
め
し
い
」
と
訴
え
な
が
ら
、
光
源
氏
の
側
に
眠
っ
て
い
る
夕
顔
の
体
を
ひ
き
ま
さ
ぐ
り
揺
り
起
こ
そ

う
と
す
る
よ
う
に
光
源
氏
に
は
見
え
た
。
「
か
き
起
こ
さ
む
と
す
」
と
断
定
す
る
の
で
は
な
く
、
「
と
見
た
ま
ふ
」
と
一
諮
る
語
り
手
の
叙
述
に
注

意
さ
れ
る
。
語
り
手
は
み
ず
か
ら
の
視
点
で
の
叙
述
を
避
け
て
い
る
。
恐
ろ
し
い
モ
ノ
に
う
な
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
光
源
氏
が
は
っ
と
眼

を
覚
ま
す
と
明
り
も
消
え
て
、
室
内
は
ま
っ
た
く
の
精
樹
で
あ
る
。

光
源
氏
は
ぞ
っ
と
し
て
夕
顔
の
女
房
右
近
を
起
こ
す
。
右
近
も
お
び
え
て
い
る
。
明
り
を
も
っ
て
来
さ
せ
よ
う
と
、
光
源
氏
は
手
を
叩
く
が
、

こ
だ
ま
ば
か
り
が
返
っ
て
き
て
、
誰
も
参
上
し
な
い
。
夕
顔
の
体
を
ま
さ
ぐ
る
と
、
「
い
み
じ
く
わ
な
な
き
ま
ど
ひ
て
、
い
か
さ
ま
に
せ
む
と

9 
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思
へ
り
。
汗
も
し
と
ど
に
な
り
て
、
わ
れ
か
の
け
し
き
な
り
」
(
①
一
部
九
)
と
い
う
よ
う
す
。
光
源
氏
は
自
分
で
明
り
を
も
っ
て
来
よ
う
と

渡
殿
に
出
る
と
、
減
殿
の
明
り
も
消
え
て
い
る
。
十
六
夜
の
月
光
が
あ
た
り
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
、
だ
け
な
の
だ
ろ
う
。
宿
直
の
者
と
し
て
は

こ
の
院
の
管
理
人
の
恵
子
、
殿
上
輩
、
随
身
の
三
人
だ
け
で
あ
る
。
い
つ
も
は
光
源
氏
の
お
側
を
離
れ
ず
仕
え
て
い
る
乳
母
子
の
惟
光
も
あ
い

に
く
そ
の
場
に
い
な
い
。
魔
除
け
の
弦
打
ち
を
命
じ
室
内
の
夕
顔
の
も
と
へ
茂
る
と
、
そ
こ
に
随
'
身
が
子
摘
を
も
っ
て
来
た
。

「
な
ほ
持
て
来
や
、
所
に
従
ひ
て
こ
そ
」
と
て
、
召
し
寄
せ
て
見
た
ま
へ
ば
、
た
だ
こ
の
枕
上
に
、
夢
に
見
え
つ
る
容
貌
し
た
る
女
、
面

影
に
見
え
て
ふ
と
消
え
失
せ
ぬ
。
昔
物
語
な
ど
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
は
開
け
、
と
、
い
と
め
づ
ら
か
に
む
く
つ
け
け
れ
ど
、
ま
ず
こ
の
人

い
か
に
な
り
ぬ
る
ぞ
と
思
ほ
す
心
騒
ぎ
に
、
身
の
上
も
知
ら
れ
た
ま
は
ず
、
添
ひ
臥
し
て
、
「
や
や
」
と
、
お
ど
ろ
か
し
た
ま
へ
ど
、
た

だ

冷

え

に

冷

え

入

り

て

、

息

は

疾

く

絶

え

果

て

に

け

り

。

言

は

む

か

た

な

し

。

(

①

一

五

一

)

手
織
の
明
り
に
さ
つ
き
夢
に
出
て
き
た
女
が
浮
か
び
上
が
り
、
ふ
っ
と
消
え
た
。
こ
こ
で
も
や
は
り
「
見
た
ま
へ
ば
」
「
面
影
に
見
え
て
」

と
品
る
よ
う
に
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
す
る
叙
述
は
避
け
ら
れ
、
光
被
氏
の
視
線
が
そ
う
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
ふ
と
消
え
失

せ
ぬ
」
と
い
う
の
は
、
光
源
氏
の
視
界
か
ら
消
え
た
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
夕
顔
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
、

戸
を
か
け
て
起
こ
そ
う
と
す
る
が
、
そ
の
体
は
冷
え
き
っ
て
息
絶
え
て
い
る
。

非
常
に
無
気
味
な
経
奇
の
叙
述
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
「
を
か
し
げ
な
る
女
」
の
一
箪
の
出
現
、
夕
顔
の
異
帯
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
異
常
を
語
る
語
り
口
、
す
な
わ
ち
語
り
の
表
現
構
造
が
は
は
奇
を
い
っ
そ
う
怪
奇
た
ら
し
め
て
い
る
こ

と
を
見
の
が
し
て
は
な
る
ま
い
。
こ
れ
ま
で
の
語
り
の
方
法
で
気
づ
く
こ
と
は
、
こ
の
場
蕗
に
な
っ
て
諮
り
子
は
全
知
的
客
観
的
視
点
を
と
る

こ
と
を
避
け
て
、
作
中
人
物
光
源
氏
の
視
線
に
開
化
(
同
一
牝
)
し
、
そ
の
畑
山
定
さ
れ
た
視
野
か
ら
し
か
場
面
を
と
ら
え
よ
う
と
し
な
く
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
〈
規
点
の
向
一
化
〉
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
光
源
氏
の
心
内
語
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
そ
の
一
つ
だ
が
、
な
に
よ

り
も
地
の
文
、
す
な
わ
ち
物
語
叙
述
に
も
〈
視
点
の
同
一
化
〉
が
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
「
夜
中
も
過
、
ぎ
に
け
む
か

し
、
風
の
や
や
荒
々
し
う
吹
き
た
る
は
」
(
①
一
五
三
)
、
「
も
の
の
足
音
ひ
し
ひ
し
と
踏
み
鳴
ら
し
つ
つ
、
後
ろ
よ
り
寄
り
来
る
こ
こ
ち
す
」

(
①
一
五
閤
)
な
ど
に
み
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
意
識
的
と
思
わ
れ
る
の
は
、
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(
滝
口
)
「
火
あ
や
ふ
し
」
と
言
ふ
言
ふ
、
預
り
が
曹
司
の
か
た
に
去
ぬ
な
り
。
内
裏
を
お
ぼ
し
や
り
て
、

の
宿
直
奏
今
こ
そ
、
と
お
し
は
か
り
た
ま
ふ
は
、
ま
だ
い
た
う
ふ
け
ぬ
に
こ
そ
は
。

名
対
面
は
過
ぎ
ぬ
ら
む
、
滝
口

(
①
一
五
O
)

11 

と
あ
る
個
所
で
あ
る
。
「
ま
だ
い
た
う
更
け
ぬ
に
こ
そ
は
(
あ
れ
こ
と
あ
る
の
は
草
子
地
と
み
る
べ
き
だ
が
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
夜
が
ふ
け
て
い

な
い
か
ら
こ
そ
(
そ
う
推
察
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
)
、
と
解
釈
さ
れ
る
以
上
、
語
り
手
は
や
は
り
作
中
人
物
の
主
観
を
付
度
す
る
だ
け
で
、
客

観
視
点
を
と
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
作
中
人
物
の
視
線
か
ら
離
れ
よ
う
と
は
し
な
い
、
語
り
手
の
意
図
を
と
ら
え
て
よ
か
ろ
う
。
た

だ
し
こ
の
個
所
は
怪
奇
(
恐
怖
)
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
重
要
な
叙
述
な
の
で
、
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
で
ま
ず
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
〈
視
点
の
向
一
化
〉
と
い
う
語
り
手
の
意
図
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
語
り
の
方
法
か
ら
す

る
と
、
近
代
小
説
に
い
う
一
人
称
の
叙
述
に
ひ
と
し
い
。
エ
ド
ガ
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ウ
の
恐
怖
小
説
が
な
ぜ
恐
い
の
か
を
追
究
し
て
、
そ
の
秘
密

は
も
っ
と
も
卓
抜
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
そ
の
内
部
に
組
み
こ
ん
で
い
る
と
み
と
め
る
西
田
み
き
お
に
よ
る
と
、
そ
の
恐
怖
は
な
ん
と
い
っ
て
も
、

異
常
で
不
気
味
な
事
件
を
体
験
し
た
当
事
者
の
一
人
称
諮
り
に
あ
る
と
す
る
。
恐
怖
を
体
験
し
た
諮
り
手
(
「
わ
た
し
」
)
は
、
読
者
に
自
分
の

体
験
し
た
恐
矯
を
正
確
に
再
現
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
も
し
も
読
者
が
恐
怖
を
避
け
よ
う
と
い
う
無
意
識
の
妨
禦
本
能
か
ら
、
そ
ん
な
語
り

手
と
は
住
む
世
界
が
異
な
る
、
あ
る
い
は
語
り
手
は
自
分
と
は
は
る
か
に
か
け
離
れ
た
、
ま
っ
た
く
の
他
者
に
す
、
ぎ
な
い
と
信
じ
こ
も
う
と
す

る
な
ら
ば
、
語
り
手
に
と
っ
て
「
恐
怖
以
外
の
何
物
で
も
な
い
事
件
」
が
、
読
者
で
あ
る
「
控
の
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
恐
ろ
し
い
と
い

(
印
)

う
よ
り
も
、
他
愛
の
な
い
怪
談
話
と
し
て
映
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
読
者
意
識
に
は
、
読
者
の
側

の
、
自
分
は
恐
怖
を
体
験
し
た
語
り
手
の
異
常
な
状
況
、
あ
る
い
は
恐
怖
と
は
ま
っ
た
く
遮
断
さ
れ
た
正
常
な
世
界
や
心
理
に
あ
る
と
い
う
自

己
信
頼
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
と
え
自
己
信
頼
が
幻
想
だ
と
し
て
も
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
作
者
(
「
わ
た
し
」
)
が
み
ず
か
ら
の
恐

怖
体
験
と
読
者
の
関
の
隔
絶
を
放
置
し
た
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
作
中
人
物
(
「
わ
た
し
」
)
が
い
ま
し
も
そ
の
と
き
の
悪
夢
の
ご
と
き
恐
怖
体
験
を

語
り
か
け
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
読
者
は
そ
れ
を
「
あ
り
ふ
れ
た
つ
ま
ら
ぬ
出
来
事
」
だ
と
、
片
付
け
て
し
ま
う
よ
う
な
、
「
は
る
か

に
冷
静
な
、
論
理
的
で
、
ず
っ
と
落
ち
着
い
た
」
知
性
の
持
ち
主
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
読
者
の
昌
己
信
頼
(
知
性
)
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、
逆
に
諮
り
手
の
ほ
う
が
み
ず
か
ら
体
験
し
た
恐
ろ
し
い
出
来
事
(
物
語
)

を
こ
と
ご
と
く
分
析
し
尽
く
し
て
…
拙
旧
ろ
う
と
す
れ
ば
、
小
説
叙
述
は
語
り
手
が
読
者
の
側
に
身
を
す
り
寄
せ
る
か
た
ち
と
な
り
、
そ
の
結
果
、

自
己
の
恐
怖
体
験
を
客
観
拐
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
姿
勢
・
心
理
と
い
う
も
の
は
、
異
常
な
恐
怖
体
験
を
し
た
「
わ
た
し
」
に
対
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し
て
、
そ
れ
か
ら
距
離
を
置
い
た
も
う
一
人
の
諮
る
「
わ
た
し
」
を
設
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
す
る
と
、
小
説
世
界
が
異
常
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
か
え
っ
て
そ
の
反
作
用
(
反
発
)
と
し
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
正
常
を
求
め
る
読
者
は
、
異
常
な
出
来
事
(
物
諸
問
)
を
客
観
化
・
合
理

化
し
て
諮
る
「
わ
た
し
」
の
ほ
う
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
異
常
が
も
た
ら
す
恐
怖
の
効
果
は
い
ち
じ
る
し
く
減
じ
ら
れ
、
恐

ろ
し
か
っ
た
出
来
事
が
「
あ
り
ふ
れ
た
つ
ま
ら
ぬ
出
来
事
」
に
お
と
し
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手
と
読
者
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
か
ら
す
る
と
、
怪
奇
(
恐
怖
)
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
体
験
す
る
「
わ
た
し
」
と
諮
る
「
わ
た
し
」
と
を
分
裂
さ

せ
る
こ
と
な
く
、
諮
る
「
わ
た
し
」
を
恐
怖
鉢
験
の
現
在
に
と
ど
め
る
こ
と
で
、
作
中
人
物
(
「
わ
た
し
」
)
の
異
常
な
体
験
の
な
か
に
、
い
か

に
読
者
を
誘
い
こ
む
か
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

エ
ド
ガ
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ウ
の
恐
怖
小
説
は
、
こ
の
よ
う
に
「
一
人
称
の
諮
り
予
を
巧
み
に
操
り
読
者
を
恐
怖
の
奈
落
へ
と
誘
い
込
む
」
も
の

で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
と
の
指
摘
は
夕
顔
怪
死
事
件
の
物
語
叙
述
の
〈
規
点
の
開
一
化
〉
に
と
っ
て
示
唆
的
で
あ
る
。
語
り
手
は
〈
も
の
の

け
〉
の
ご
と
き
方
法
に
よ
る
全
知
的
客
観
的
視
点
を
避
け
る
こ
と
で
、
光
源
氏
の
眼
定
化
さ
れ
た
視
線
か
ら
し
か
「
な
に
が
し
の
院
」
の
暗
闇

の
世
界
を
と
ら
え
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
読
者
は
読
者
で
、
こ
れ
も
光
源
氏
の
視
線
を
と
お
し
て
し
か
物
語
世
界
に
入
り
こ
め
な
い
以

上
、
光
源
氏
の
視
線
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
か
れ
の
異
常
な
恐
怖
体
験
を
追
体
験
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

-185-

五
、
暗
閣
の
世
界
が
産
む
恐
椅

「
な
に
が
し
の
院
」
で
の
怪
奇
体
験
で
光
源
氏
は
二
つ
の
誤
認
を
す
る
。
そ
の
具
体
例
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
節
の
課
題
な
の
だ
が
、
誤
認

は
〈
撹
点
の
同
一
化
〉
が
前
提
と
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
具
体
例
に
入
る
ま
え
に
、
誤
認
と
い
う
精
神
作
用
を
産
む
背
景
と
な
る
世
界

構
造
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
そ
の
世
界
構
造
が
慢
奇
の
空
間
を
産
出
し
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
〈
視
点
の
同
一
化
〉
の
効
果
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
視
点
を
眼
定
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限

定
に
よ
っ
て
作
中
人
物
光
源
氏
の
認
識
能
力
(
以
下
〈
知
〉
と
い
う
術
語
を
も
ち
い
る
)
は
、
恐
怖
に
満
ち
た
怪
奇
の
起
こ
る
時
空
間
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
全
体
を
す
べ
て
は
把
握
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
作
者
に
と
っ
て
も
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
た
し
、
そ
の

有
効
性
は
計
算
さ
れ
尽
く
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
な
に
が
し
の
院
」
に
足
を
踏
み
入
れ
た
当
初
、
光
源
氏
は
荒
れ
た
躍
の
よ
う

す
を
克
て
、
「
け
う
と
く
も
な
り
に
け
る
所
か
な
。
さ
り
と
も
鬼
な
ど
も
、
わ
れ
を
ば
見
ゆ
る
し
て
む
」
(
①
一
四
六
)
と
、
気
味
悪
く
は
思
う
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も
の
の
、
自
信
に
満
ち
漏
れ
て
い
た
。
天
皇
の
皇
子
と
し
て
の
気
負
い
が
そ
う
感
じ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
な
ん
の
不
安
も
お
ぼ
え
て
は
い
ず
、

夕
顔
の
お
び
え
た
よ
う
す
を
、
む
し
ろ
可
愛
い
ら
し
い
、
い
じ
ら
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
い
っ
た
ん
経
奇
が
起
こ
る
や
、
「
さ
こ
そ
強

が
り
た
ま
へ
ど
、
若
き
御
心
に
て
」
(
①
一
五
二
)
と
あ
る
よ
う
に
、
人
生
経
験
に
未
熟
な
、
閉
山
慮
の
浅
い
若
者
に
す
ぎ
な
い
姿
を
さ
ら
し
て

い
る
。
そ
ん
な
若
者
が
い
ま
こ
の
怪
奇
の
う
ご
め
く
場
に
「
わ
れ
一
人
さ
か
し
き
人
に
て
、
(
お
ぼ
し
ゃ
る
か
た
ぞ
な
き
ゃ
)
」
(
①
一
五
一
二
)

と
、
孤
独
な
ま
ま
に
怪
奇
に
立
ち
向
か
わ
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
物
語
世
界
内
の
情
報
は
、
一
七
歳
の
未
熟
な
若
者
の
〈
知
〉
の
限
界
内
で
し
か
も
た
ら
さ
れ
ず
、
か
れ
を
包
む
時
空
間
は
、
構
報
と

し
て
十
分
に
開
示
さ
れ
て
い
な
い
暗
閣
の
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
〈
暗
関
の
世
界
〉
は
比
除
だ
け
れ
ど
、
夕
顔
怪
死
事
件
で
は
物
語
現
実

の
場
と
し
て
設
定
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
源
氏
物
語
』
の
八
時
間
〉
は
高
度
の
象
徴
的
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
時
間
の
存
在
は
、

確
か
に
、
一
方
で
脇
魅
魁
魁
が
跳
梁
す
る
異
空
間
の
出
現
で
あ
る
と
と
も
に
、
い
ま
一
方
で
、
人
間
の
〈
知
〉
に
ひ
そ
む
暗
部
、
す
な
わ
ち

〈
知
〉
を
圧
倒
す
る
狂
気
の
領
域
を
象
徴
し
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
両
方
向
に
延
伸
す
る
時
間
の
存
在
を
読
者
に
想
録
さ
せ
る
こ
と
が
怪
奇

を
も
た
ら
す
恐
怖
の
前
提
条
件
だ
ろ
う
。
こ
の
古
代
の
物
語
は
そ
の
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
光
源
氏
は
、
自
己
の
席
問
に
、
い
ま
起
こ
っ
て
い
る
事
態
を
十
分
に
理
解
(
認
識
)
し
て
自
分
に
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
人
物

が
現
わ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
「
た
の
も
し
く
、
い
か
に
と
言
ひ
触
れ
た
ま
ふ
べ
き
人
も
な
し
。
法
師
な
ど
を
こ
そ
は
、
か
か
る
か
た
の
た

の
も
し
き
も
の
に
は
お
ぼ
す
べ
け
れ
ど
(
下
略
)
」
(
①
一
五
二
)
と
光
源
氏
が
切
実
に
思
う
の
は
、
魔
性
の
モ
ノ
に
と
り
濃
か
れ
、
殺
さ
れ
て

し
ま
っ
た
夕
顔
を
蘇
生
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
験
者
が
こ
の
場
に
現
れ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
文
脈
を
拡
大
し
て
解
釈
す
れ

ば
、
こ
の
光
源
氏
の
思
い
は
の
ち
の
須
磨
巻
か
ら
明
石
巻
に
か
け
て
、
光
源
氏
に
と
っ
て
自
己
の
運
命
に
伺
か
認
に
見
え
な
い
不
可
思
議
な
力

が
は
た
ら
き
か
け
て
い
る
こ
と
は
直
観
で
き
て
も
、
自
己
の
能
力
で
は
そ
れ
が
何
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
摺
っ
た
と
き
、
「
近
き

世
界
に
、
も
の
の
心
を
知
り
、
来
し
方
行
く
先
の
こ
と
う
ち
お
ぼ
え
、
と
や
か
く
や
と
は
か
ば
か
し
う
悟
る
人
も
な
し
」
(
須
磨
②
二
六
三
)

と
嘆
い
た
文
脈
と
似
る
。
こ
の
よ
う
に
嘆
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
物
語
の
背
景
を
考
え
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
須
藤
退
去
後
の
光
源
氏
の
流
離
の
な

か
で
、
深
い
絶
望
に
心
が
ふ
さ
が
れ
て
い
る
主
君
光
源
氏
の
た
め
に
須
藤
の
海
浜
で
織
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
す
る
と
突
然
暴
風
間
が
襲
い
、
そ

れ
が
一
三
日
間
も
続
く
の
だ
が
、
そ
の
「
暁
が
た
」
に
光
源
氏
は
「
そ
の
さ
ま
と
も
見
え
ぬ
」
(
須
磨
②
二
五
六
)
異
人
の
訪
れ
を
夢
に
見
る
。

こ
う
し
て
光
源
氏
は
暴
風
雨
の
荒
れ
て
い
る
問
、
重
い
病
い
を
受
け
死
の
危
機
に
頻
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
一
三
日
目
、
病
い
か
ら
気
力

を
回
復
し
か
け
た
と
き
に
、
ふ
と
思
っ
た
の
が
右
の
述
懐
で
あ
っ
た
。

-184-
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ご
の
夕
顔
怪
死
事
件
の
場
面
の
な
か
で
詞
じ
嘆
き
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
間
場
面
が
須
勝
・
明
石
流
離
の
物
語
と
同
構
造
で
あ
る

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
「
わ
れ
一
人
さ
か
し
き
人
」
と
し
て
、
こ
の
場
に
は
光
源
氏
の
〈
知
〉
し
か
は
た
ら
い
て
い
な
い
。
そ
の
〈
知
〉
の

及
ば
ぬ
と
こ
ろ
に
時
間
の
世
界
、
す
な
わ
ち
魁
魅
魁
樋
が
跳
梁
す
る
奥
空
間
が
出
現
し
た
こ
と
を
、
こ
の
物
語
は
読
者
に
察
知
さ
せ
る
。
そ
れ

は
憧
奇
の
物
語
の
枠
組
み
だ
が
、
こ
の
場
面
の
物
語
叙
述
は
た
ん
に
光
源
氏
の
述
懐
だ
け
で
そ
れ
を
暗
示
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
。
光
源
氏
の

〈知
v

が
及
ば
ぬ
事
態
の
進
行
を
読
者
に
そ
れ
と
な
く
知
ら
せ
る
と
い
う
仕
掛
け
を
施
す
こ
と
で
も
そ
れ
を
暗
示
さ
せ
る
。
そ
れ
が
視
点
の
ズ

レ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
暗
闇
の
世
界
を
巧
み
に
も
ち
い
た
作
中
人
物
の
誤
認
・
誤
解
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

火
は
ほ
の
か
に
ま
た
た
き
て
、
母
屋
の
擦
に
立
て
た
る
堺
風
の
上
、
こ
こ
か
し
こ
の
隈
々
し
く
お
ぽ
え
た
ま
ふ
に
、
も
の
の
足
音
ひ
し
ひ

し

と

臨

み

鳴

ら

し

つ

つ

、

後

ろ

よ

り

寄

り

来

る

こ

こ

ち

す

。

(

①

一

五

三

、

四

)

こ
の
引
用
拙
所
の
後
半
は
前
に
〈
視
点
の
同
一
化
〉
の
例
と
し
て
引
用
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
物
語
叙
述
(
地
の
文
)
に
ど
う

し
て
〈
説
点
の
向
一
化
〉
が
意
密
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
「
後
ろ
よ
り
寄
り
来
る
こ
こ
ち
す
」
と
い
う
の
が
光
源
氏
の
錯
覚
(
誤
認
)
だ
か

ら
だ
。
「
堺
風
の
上
、
こ
こ
か
し
こ
」
と
い
う
の
は
廃
風
の
上
か
ら
天
井
に
か
け
て
の
空
間
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
は
「
保
々
し
」
、
す
な
わ

ち
「
好
の
と
ど
か
ぬ
関
が
深
い
」
(
岩
波
新
大
系
瓶
頭
注
)
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
不
気
味
に
と
り
ま
い
て
い
る
暗
関
が
、
魔
性
の
も
の

の
潜
む
場
所
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
(
小
学
館
全
集
版
頭
注
)
と
注
釈
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
注
釈
は
微
妙
に
違
っ
て

い
る
。
夕
顔
を
と
り
殺
す
と
い
う
目
的
を
果
た
し
た
魔
性
の
モ
ノ
が
「
堺
風
の
上
」
を
伝
い
天
井
を
と
お
っ
て
冥
の
世
界
へ
と
か
え
っ
て
ゆ
く
、

そ
の
通
路
空
間
な
の
で
あ
る
。
物
語
の
展
開
か
ら
み
て
、
モ
ノ
が
い
ま
し
も
「
潜
む
場
所
」
で
は
な
い
。

こ
こ
に
出
て
く
る
天
井
は
霊
な
ど
の
魔
性
の
モ
ノ
が
外
部
か
ら
家
に
入
り
こ
ん
で
ひ
そ
む
場
所
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。

-
其
ノ
次
ニ
(
天
狗

l
引
用
者
注
。
以
下
向
じ
)
語
テ
云
、
「
汝
カ
師
精
進
勇
強
ノ
入
ナ
リ
シ
カ
ハ
、
彼
善
根
ヲ
奪
ン
タ
メ
ニ
、
恒
ニ
天
井

ノ
上
ニ
居
住
シ
テ
、
其
ヒ
マ
ヲ
伺
フ
所
ニ
、
(
下
略
)
、
(
「
真
一
一
一
一
口
伝
」
巻
四
)

・
い
か
ぜ
せ
ん
と
思
め
ぐ
ら
し
て
、
博
打
一
人
、
長
者
の
家
の
天
井
に
上
り
て
、
二
人
寝
た
る
上
の
天
井
を
、
ひ
し
ひ
し
と
踏
み
な
ら
し
て
、

い
か
め
し
く
恐
し
げ
な
る
声
に
て
、
(
鬼
)
「
天
の
一
ト
の
顔
よ
し
」
と
よ
ぷ
。

-183-



-
(
小
式
部
内
侍
)
母
(
れ
れ
和
泉
式
部
)
が
顔
を
つ
く
づ
く
と
見
て
、
い
き
の
し
た
に
/
い
か
に
せ
む
行
く
べ
き
か
た
も
お
も
ほ
え
ず
親
に

さ
き
だ
っ
道
を
知
ら
ね
ば
/
と
、
弱
り
は
て
た
る
こ
ゑ
に
て
い
ひ
け
れ
ば
、
天
井
の
う
ヘ
に
あ
く
び
を
し
て
や
あ
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
る
こ
ゑ

に
て
、
(
神
明
)
「
あ
ら
あ
は
れ
」
と
い
ひ
て
け
り
。
さ
て
身
の
あ
た
た
か
さ
も
さ
め
て
、
よ
ろ
し
く
な
り
て
け
り
。
(
平
日
今
著
間
集
」
巻

五
和
歌
。
ぷ
/
は
歌
の
部
分
を
示
す
)

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
天
井
が
霊
の
ひ
そ
む
場
所
と
観
念
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
夕
顔
怪
死
事
件
の
場
面
で
は
、
す
で
に
譲
は
こ
の

場
に
顕
わ
れ
た
目
的
は
果
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
寝
床
の
枕
元
か
ら
扉
風
の
上
を
伝
っ
て
天
井
へ
と
よ
り
、
こ
の
場
を
立
ち
去
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
を
光
源
氏
は
み
し
み
し
と
天
井
の
よ
を
踏
み
鳴
ら
し
な
が
ら
、
背
後
か
ら
近
寄
っ
て
来
る
と
感
じ
た
(
吋
宇

治
拾
遺
物
語
』
の
叙
述
を
参
考
に
せ
よ
)
。
こ
の
光
源
氏
の
錯
覚
(
誤
認
)
は
い
う
ま
で
も
な
く
恐
怖
心
に
よ
る
も
の
だ
。
し
か
も
注
意
す
る

と
、
「
こ
こ
ち
す
」
と
あ
っ
て
敬
語
が
消
滅
し
て
い
る
。
光
澱
氏
の
お
ぼ
え
た
恐
怖
を
語
り
手
自
身
に
ひ
き
付
け
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
、
そ

れ
は
同
時
に
読
者
と
の
距
離
を
ち
ぢ
め
る
作
為
で
も
あ
る
。
光
源
氏
の
錯
覚
は
語
り
の
方
法
か
ら
す
れ
ば
、
作
中
人
物
の
〈
知
〉
の
及
ば
ぬ
と

こ
ろ
で
、
つ
ま
り
視
点
の
ズ
レ
を
利
用
し
て
異
常
(
怪
奇
)
が
ひ
そ
か
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
転
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
作
中
人
物
の
視
総
の
ズ
レ
は
夕
顔
の
怪
死
と
い
う
巽
常
に
も
み
と
め
ら
れ
る
。
魔
性
の
モ
ノ
の
出
現
か
ら
夕
顔
の
死
の
叙
述
ま

で
を
中
心
に
し
て
描
記
す
る
と
、
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1
御
枕
上
に
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
ゐ
て
、
(
中
略
)
こ
の
御
か
た
は
ら
の
人
を
か
き
起
こ
さ
む
と
す
と
見
た
ま
ふ
。

2
こ
の
女
君
、
い
み
じ
く
わ
な
な
き
ま
ど
ひ
て
、
い
か
さ
ま
に
せ
む
と
思
へ
り
。
汗
も
し
と
ど
に
な
り
て
、
わ
れ
か
の
け
し
き
な
り
。

3
(室
内
に
)
帰
り
入
り
て
探
り
た
ま
へ
ば
、
女
君
は
さ
な
が
ら
凱
し
て
、
右
近
は
か
た
は
ら
に
う
つ
ぶ
し
臥
し
た
り
。
(
中
略
)
(
右
近
)

「
い
と
う
た
て
み
だ
り
ご
こ
ち
の
あ
し
う
は
べ
れ
ば
、
う
つ
ぶ
し
臥
し
て
は
べ
る
や
。
御
前
に
こ
そ
わ
り
な
く
お
ぼ
さ
る
ら
め
」
と
言
へ

ば
、
(
下
略
)

4
(源
氏
)
「
そ
よ
、
な
ど
か
う
は
」
と
て
か
い
探
り
た
ま
ふ
に
怠
も
せ
ず
。
引
き
動
か
し
た
ま
へ
ど
、

ら
ぬ
さ
ま
な
れ
ば
、
(
下
略
)

な
よ
な
よ
と
し
て
、

わ
れ
に
も
あ

15 
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こ
の

1
1
4
ま
で
の
叙
述
で
注
注
さ
れ
る
の
は
、

3
の
右
近
の
こ
と
ば
、
「
い
と
う
た
て
乱
り
心
地
の
あ
し
う
は
べ
れ
ば
」
で
あ
ろ
う
。
こ

の
時
す
で
に
嵐
性
の
そ
ノ
は
右
近
の
そ
ば
で
「
い
み
じ
く
わ
な
な
き
ま
ど
」
っ
て
い
た
夕
顔
に
と
り
憩
い
て
殺
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
右
近

の
こ
と
ば
は
実
は
、
そ
の
瞬
間
に
総
性
の
モ
ノ
の
怒
気
を
浴
び
た
こ
と
を
は
明
示
す
る
。
右
近
は
そ
の
怒
気
に
触
れ
て
「
み
だ
り
ご
こ
ち
」
が
起

こ
り
、
そ
の
ま
ま
突
伏
し
た
の
だ
。
王
朝
末
の
物
語
「
狭
衣
物
語
」
巻
五
に
護
気
に
触
れ
た
一
瞬
間
の
人
々
(
女
関
た
ち
)
の
よ
う
す
を
叙
述
し

た
街
所
、
が
み
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

め
で
た
か
り
つ
る
物
の
青
も
、
み
な
臨
め
て
、

ず
、
死
に
入
り
た
る
や
う
な
り
。

限
を
見
か
は
し
つ
¥
物
も
言
は
ず
呆
れ
た
り
。
若
き
人
々
は
、
動
き
を
だ
に
せ

(
岩
波
大
系
版
三
三
回
頁
)

人
々
、

と
あ
る
。
霊
気
に
触
れ
た
「
若
き
人
々
(
女
関
た
ち
こ
の
よ
う
す
が
こ
の
場
合
の
右
近
に
似
る
の
だ
が
、
右
近
は
そ
の
こ
と
に
気

w

つ
い
て
は

い
な
い
。
箆
性
の
モ
ノ
が
夕
顔
と
右
近
に
近
づ
い
て
い
た
こ
と
は
、
や
っ
と
手
燭
が
届
い
て
、
時
閣
の
出
界
に
少
し
だ
け
明
る
さ
が
一
皮
っ
た
と

き
に
知
ら
れ
る
。
光
源
氏
が
手
燭
を
近
く
に
寄
せ
て
見
る
と
、
「
夢
に
見
え
つ
る
容
貌
し
た
る
女
、
面
影
に
見
え
て
ふ
と
消
え
失
せ
」
(
①
一
五

一
)
た
。
し
た
が
っ
て

4
に
光
源
氏
が
夕
顔
の
体
を
か
き
起
こ
し
て
、
揺
り
動
か
し
た
と
き
、
「
な
よ
な
よ
と
し
て
、
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
ば
」

と
い
う
よ
う
す
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
光
源
氏
の
視
線
に
よ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
夕
顔
は
す
で
に
と
り
殺
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

し
か
し
若
き
光
源
氏
も
夕
顔
の
死
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
い
と
い
た
く
若
び
た
る
人
に
て
、
物
に
け
ど
ら
れ
ぬ
る
な
め
り
と
、

せ
む
方
な
き
心
地
し
た
ま
ふ
」
(
こ
の
方
は
と
て
も
子
供
じ
み
た
人
な
の
で
、
何
か
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
に
(
お
び
え
て
)
気
を
失
っ
て
い

る
よ
う
だ
)
と
判
断
す
る
の
は
事
実
誤
認
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

ち
近
も
そ
う
だ
が
、
光
源
氏
も
ま
だ
事
実
と
し
て
起
っ
て
い
る
異
常
な
事
態
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
物
語
の
諮
り

子
は
み
ず
か
ら
の
視
点
か
ら
場
面
描
写
を
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
光
源
氏
の
視
線
に
ま
っ
た
く
同
化
し
た
ま
ま
で
い
る
。
作
中
人

物
の
〈
知
〉
の
及
、
ば
な
い
、
あ
る
い
は
誤
認
し
て
い
る
(
視
点
の
ズ
レ
)
と
こ
ろ
に
晴
樹
の
世
界
が
広
が
る
。
そ
の
培
閣
が
読
者
に
恐
怖
を
お

ぼ
え
さ
せ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
実
は
読
者
の
恐
怖
心
理
が
そ
の
時
間
の
内
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
想
像
の
羽
根
を
ひ
ろ
げ
さ
せ
る
か
ら
と
い
っ
て
よ

か
ろ
う
。
物
語
叙
述
や
作
中
人
物
の
授
線
の
及
、
ば
ぬ
時
間
の
世
界
で
何
か
得
体
の
知
れ
な
い
異
常
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
想
像
し
て
、
読
者

は
ぞ
っ
と
す
る
の
だ
。
物
語
は
そ
の
効
果
を
十
分
に
計
算
し
て
い
る
。



六
、
慢
奇
の
世
界
へ
の
反
転

こ
の
夕
顔
怪
死
事
件
に
ふ
れ
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
紫
式
部
の
歌
に
で
し
き
入
に
か
ご
と
を
か
け
て
わ
ず
ら
ふ
も
お
の
が
心
の
鬼
に
や
は
あ
ら

む
」
(
「
紫
式
部
集
」
四
四
番
歌
)
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
琵
奇
現
象
を
人
間
の
心
の
病
理
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
紫
式
部
の
知
性
を
伝
え
て
く

れ
る
徴
誌
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
も
し
こ
の
歌
を
最
大
限
に
拡
張
し
て
解
釈
す
る
場
合
、
菊
川
氏
物
語
」
の
物
語

叙
述
に
あ
っ
て
、
人
間
の
〈
知
〉
が
正
常
に
は
た
ら
く
日
常
の
時
空
間
と
怪
奇
が
跳
梁
す
る
異
常
な
時
空
間
と
は
厳
密
に
産
別
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
も
大
い
に
可
能
だ
ろ
う
。
事
実
、
「
源
氏
物
語
』
に
叙
述
さ
れ
る
経
奇
は
す
べ
て
夢
の
韻
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
作
者
の
姿
勢
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
は
出
死
事
件
の
場
面
で
「
(
光
源
氏
が
紙
燭
を
)
召
し
寄
せ
て
見
た
ま
へ
ば
、
た
だ
、
こ

の
枕
上
に
夢
に
見
え
つ
る
容
貌
し
た
る
女
、
面
影
に
見
え
て
ふ
と
消
え
失
せ
ぬ
」
と
、
地
の
文
で
怪
奇
を
叙
述
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
異
例
に

属
す
る
。
た
だ
こ
の
叙
述
が
ま
っ
た
く
の
語
り
手
の
読
点
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
光
源
氏
の
限
定
化
さ
れ
た
説
線
に
よ
る
こ

と
は
す
で
に
言
及
し
て
お
い
た
。
繰
り
返
す
が
、
撃
が
第
三
者
的
・
客
観
的
な
事
実
で
は
な
く
、
作
中
人
物
に
そ
う
見
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
特
異
な
物
語
叙
述
、
だ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
物
一
拍
間
に
あ
っ
て
怪
奇
が
つ
ね
に
夢
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る

と
、
や
は
り
報
を
惹
か
ず
に
は
お
か
な
い
。

お
そ
ら
く
そ
の
背
後
に
は
、
た
ん
に
〈
視
点
の
間
一
化
〉
と
い
う
語
り
の
表
現
構
造
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
き
な
仕
掛
け
が
法

ど
こ
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
第
毘
節
で
引
用
し
た
次
の
叙
述
で
あ
る
。
本
節
に
と
っ
て
も
重
要
な
鶴
所

な
の
で
あ
え
て
再
掲
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
滝
口
は
)
弓
弦
い
と
つ
き
づ
き
し
く
う
ち
鳴
ら
し
て
、
「
火
あ
や
う
し
」
と
言
ふ
き
口
ふ
、
預
り
が
曹
司
の
か
た
に
去
ぬ
な
り
。
内
裏
を

お
ぼ
し
や
り
て
、
名
対
面
は
過
ぎ
ぬ
ら
む
、
滝
口
の
宿
甚
奏
今
こ
そ
、
と
、
お
し
は
か
り
た
ま
ふ
は
、
ま
だ
い
た
う
ふ
け
ぬ
に
こ
そ
は
。

17 

こ
こ
で
「
去
ぬ
な
り
」
と
、
何
物
も
見
え
な
い
闇
夜
で
聴
覚
、
だ
け
が
頼
り
と
な
っ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
た
あ
と
、
な
ぜ
光
源
氏

は
「
内
裏
」
を
ふ
と
思
い
出
す
の
か
。
こ
れ
は
光
源
氏
が
異
常
を
感
じ
取
っ
た
闇
夜
の
な
か
で
、
ふ
と
異
空
間
に
落
ち
入
る
よ
う
に
感
じ
た
の
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で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
必
死
に
司
常
の
時
空
間
と
の
接
点
を
求
め
よ
う
と
す
る
意
織
が
そ
う
さ
せ
た
と
忠
わ
れ
る
。
後
宮
の
淑
景

舎
に
宿
所
を
あ
て
ら
れ
て
い
る
光
源
氏
に
と
っ
て
「
内
裏
」
は
日
常
の
生
活
闘
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
光
源
氏
は
、
一
箆
も
一
足
を
踏
み
入
れ
た

こ
と
も
な
い
「
な
に
が
し
の
院
」
と
い
う
荒
れ
架
て
た
邸
宅
に
来
て
い
る
。
そ
こ
が
間
夜
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
す
で
に
空
間
感
覚
は

失
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
い
ま
必
死
に
内
裏
の
時
刻
を
「
お
し
は
か
り
た
ま
ふ
」
の
は
、
時
潤
感
覚
も
暖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。
と
す
れ
ば
、
日
常
の
時
空
間
の
意
識
は
暖
昧
化
さ
れ
、
非
日
常
の
異
常
な
時
空
間
に
ふ
と
迷
い
こ
ん
だ
(
落
ち
こ
ん
だ
)
感
覚
を
お
ぼ

え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
も
諮
り
子
の
視
点
が
作
中
の
光
源
氏
の
限
ら
れ
た
規
線
(
と
聴
覚
)
に
ぴ
っ
た
り
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
読
者
は
そ
の
視

線
と
聴
党
を
と
お
し
て
場
面
内
の
闇
夜
の
奥
を
見
つ
め
、
物
音
に
耳
を
す
ま
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
い
ま
、
作
中
人
物
の
光
源

氏
と
と
も
に
読
者
も
ま
た
日
常
の
時
空
間
か
ら
異
常
な
時
空
関
へ
と
反
転
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
か
ら
作
中
人
物
を
取
り

巻
く
世
界
(
日
常
的
で
平
板
に
持
が
流
れ
て
ゆ
く
空
間
)
が
異
常
な
も
の
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
う
と
い
う
恐
怖
が
読
者
を
と
ら
え
る
よ
う
に
な

る
。
現
代
の
心
理
学
的
説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
の
恐
怖
は
、
事
件
と
い
う
も
の
の
非
日
常
性
・
異
常
性
が
視
点
人
物
の
心
理
に
感
染
し
、
そ
の
感

染
し
た
心
理
が
自
常
の
時
空
間
と
ズ
レ
を
起
こ
す
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
点
人
物
光
源
氏
に
と
っ
て
は
日
常
の
時
空

間
と
の
関
係
(
接
点
)
が
一
挙
に
唆
味
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
心
理
の
感
染
に
気
づ
か
な
い
で
い
る
光
源
氏
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
正
常

に
器
執
し
、
あ
く
ま
で
も
心
理
の
異
常
を
拒
否
し
続
け
る
。
す
る
と
、
そ
の
心
理
の
異
常
は
自
己
を
包
む
時
空
間
へ
と
転
嫁
さ
れ
る
。
「
源
氏

物
語
」
は
こ
の
よ
う
な
人
間
の
心
の
病
理
を
見
つ
め
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

こ
う
し
て
心
理
と
時
空
間
の
間
に
お
け
る
異
常
の
転
移
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
を
取
り
巻
く
日
常
空
間
の
ほ
う
が
逆
に
、
そ
し
て
突
然
に
異
常

な
時
空
間
へ
と
転
換
す
る
。
古
代
の
物
語
に
あ
っ
て
異
常
と
は
、
あ
る
人
物
が
ほ
は
奇
の
跳
梁
す
る
異
空
間
へ
と
入
り
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
あ

る
。
前
掲
の
物
語
叙
述
の
あ
と
、
怪
奇
は
そ
の
場
を
得
て
跳
梁
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

帰
り
入
り
て
探
り
た
ま
へ
ば
、
女
君
は
さ
な
が
ら
臥
し
て
、
右
近
は
か
た
は
ら
に
う
つ
ぶ
し
臥
し
た
り
。

す
で
に
前
節
の

4
の
引
用
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
魔
性
の
モ
ノ
は
女
君
を
と
り
殺
し
、
そ
ば
に
居
た
(
だ
ろ
う
)
右
近
は
そ
の
霊
気
を
浴
び

て
卒
倒
し
た
の
で
あ
る
。
怪
奇
が
跳
梁
す
る
異
空
間
は
、
こ
れ
も
す
で
に
掲
出
し
た
「
も
の
の
足
音
ひ
し
ひ
し
と
踏
み
鳴
ら
し
つ
つ
、
後
ろ
よ
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り
寄
り
来
る
こ
こ
ち
す
」
と
、
魔
性
の
モ
ノ
が
そ
の
場
を
立
ち
去
る
ま
で
現
出
し
て
い
た
。
こ
の
物
語
が
物
語
叙
述
と
し
て
怪
奇
を
表
現
し
得

た
根
拠
(
背
景
)
は
こ
の
よ
う
な
仕
掛
け
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
夕
顔
怪
死
事
件
の
寵
奇
が
読
者
に
与
え
よ
う
と
し
た
恐
怖
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
時
空
間
と
人
間
の
関
係
が
突
然
に
不
安
定

に
な
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
読
者
は
、
ふ
だ
ん
は
ほ
と
ん
ど
意
識
化
す
る
こ
と
の
な
い
呂
常
の
時
空
間
が
実
は
恒
常

的
な
も
の
で
も
、
平
板
な
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
異
常
で
狂
気
に
満
ち
た
空
間

l
!古
代
の
物
語
で
は
魁
魅
魁
魁
が
跳
梁
す
る
空
間

ー
ー
が
実
在
す
る
こ
と
を
、
い
や
お
う
な
く
認
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
暗
く
混
沌
と
し
た
異
次
元
の
時
空
間
へ
と
、
不
意
に
ま
な

ざ
し
が
延
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
は
恐
怖
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
夕
顔
巻
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
暗
閣
の
夜
の
空
間
を
人
関
心
理
の
暗
部
に
ま
で
漠
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
怪
奇
の
物
語
と
し
て
傑
出

し
た
達
成
を
示
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
怪
奇
は
「
か
ら
う
し
て
、
鶏
の
声
は
る
か
に
聞
こ
ゆ
る
」
(
夕
顔
①
一
五
四
)
よ
う
に
な
る
頃

の
明
る
さ
が
戻
っ
て
来
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
物
語
叙
述
に
お
け
る
〈
視
点
の
同
一
化
〉
を
意
識
的
に
も
ち
い
て
き
た
手
法
も
こ
こ
で
終
わ
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

七
、
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
行
方
i
i
l
ま
と
め
に
代
え
て
i

i
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本
稿
の
目
的
も
こ
こ
ま
で
で
ほ
ぼ
達
成
し
た
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
怪
奇
の
諮
り
の
表
現
構
造
を
考
察
し
て
く
る
と
、
や
は
り
ど
う
し
て

も
、
夕
顔
棋
は
死
事
件
に
関
す
る
論
考
と
い
う
と
必
ず
問
題
祝
さ
れ
る
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
の
正
体
は
何
な
の
か
、
に
つ
い
て
本
稿
な
り

の
意
見
を
提
出
し
て
お
く
べ
き
か
と
考
え
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
長
年
に
わ
た
っ
て
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
提
出
さ
れ
論
争
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
整
理
す
る

と
、
①
生
霊
(
い
き
す
だ
ま
)
説
、
②
腐
屋
の
妖
怪
説
、
③
生
霊
と
妖
伎
の
訴
衷
説
(
ま
た
は
「
心
の
鬼
」
説
)
の
三
説
と
な
る
。
こ
こ
で
は

こ
れ
ら
三
説
を
再
検
討
し
な
が
ら
、
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
本
稿
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
そ
の
正

体
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
か
、
つ
ま
り
語
り
手
/
作
中
人
物
/
読
者
と
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
関
関
係
に
お
け
る
表
現
/
享
受
の
構
造
の

な
か
で
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

夕
顔
巻
に
こ
の
「
女
」
が
出
現
す
る
の
は
三
館
所
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
笛
所
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
節
ま
で
に
掲
出
し
て
お
い
た
。
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の
こ
り
の
一
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

者
は
、
夢
を
だ
に
克
、
ば
や
と
、
お
ぼ
し
わ
た
る
に
、
こ
の
法
事
噂
し
た
ま
ひ
で
ま
た
の
夜
、
ほ
の
か
に
、
か
の
あ
り
し
続
な
が
ら
、
添
ひ
た

り
し
女
の
さ
ま
も
同
じ
ゃ
う
に
て
見
え
け
れ
ば
、
荒
れ
た
り
し
所
に
住
み
け
む
も
の
の
、
わ
れ
に
見
入
れ
け
む
た
よ
り
に
、
か
く
な
り
ぬ

る

こ

と

と

、

お

ぼ

し

い

づ

る

に

も

ゆ

ゆ

し

く

な

む

。

(

①

一

七

八

)

こ
の
「
女
」
の
正
体
を
特
定
す
る
た
め
に
従
来
の
先
行
論
が
着
目
し
た
の
は
、
こ
の
「
女
」
の
こ
と
ば
「
己
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま

つ
る
を
ば
〕
を
ど
う
解
釈
す
る
か
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

A
「
私
が
あ
な
た
を
と
て
も
御
立
派
だ
と
思
い
申
し
上
げ
て
い
る
の
に
」

8

「
私
が
と
て
も
僻
立
派
だ
と
患
い
申
し
上
げ
て
い
る
、
あ
の
方
を
」

と
い
う
こ
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に

A
の
場
合
、
主
語
の
「
己
」
を

(
a
)

「
六
条
わ
た
り
」
の
女
と

と
る
か
、

(
b
)
廃
校
に
楼
む
モ
ノ
と
と
る
か
で
、
ま
た
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
。

B
の
場
合
、
「
己
」
は
蕗
院
に
棲
む
モ
ノ
で
あ
り
、
「
見
た

て
ま
つ
る
」
対
象
は
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
(
と
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
①
生
霊
説
と
な
る
。
確
か
に
、
夕
顔
巻
を
読
ん
で
く
る
と
、
「
尋
ね
思
ほ
さ
で
」
と
、
光
源
氏
に
恨
み

言
を
い
う
よ
う
な
人
物
は
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
「
女
」
に
ふ
れ
た
物
語
叙
述
(
第
二
節
I
l
V
)

は
す
べ
て
こ
こ
で
の
生
霊
出
現
の
た
め
の
伏
線
だ
っ
た
と
了
解
さ
れ
る
。
生
霊
説
を
主
張
す
る
多
屋
頼
後
に
よ
れ
ば
、

源
氏
は
夕
顔
に
夢
中
に
な
っ
て
お
ら
れ
て
、
(
六
条
i

引
用
者
注
)
御
息
所
は
殆
ど
顧
ら
れ
な
い
。
御
息
所
は
源
氏
の
美
し
さ
に
心
を
引

か
れ
れ
ば
引
か
れ
る
程
、
間
々
の
矯
抑
え
難
い
も
の
が
あ
る
。
部
ち
御
息
所
の
中
に
ひ
そ
む
「
も
の
」
は
発
動
の
機
会
を
ね
ら
っ
て
い
る
。

源
氏
は
両
の
警
戒
も
な
い
某
の
院
で
「
(
御
息
所
も
)
い
か
に
思
ひ
み
だ
れ
蛤
ふ
ら
む
。
恨
み
ら
れ
ん
に
、
苦
し
う
、
こ
と
わ
り
な
り
」

(
れ
)

と
忠
わ
れ
な
が
ら
、
夕
顔
と
枕
を
並
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
生
霊
を
呼
び
出
し
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
生
霊
説
は
、
こ
の
多
屋
論
を
始
め
と
し
て
、
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
を
の
ち
の
葵
巻
の
六
条
御
息
所
と
同
一
人
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物
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
御
怠
所
生
霊
事
件
の
伏
線
と
し
て
、
こ
の
夕
顔
怪
死
事
件
を
位
謹
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
の
下
に
論
じ
ら
れ

る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
程
意
さ
れ
る
。
現
在
、
両
者
の
関
係
は
〈
据
え
直
し
〉
論
が
主
流
(
旬
、
そ
れ
は
、
夕
顔
怪
死
事
件
の
プ
ロ
ッ
ト
と
「
六

条
わ
た
り
の
女
」
を
、
あ
ら
た
め
て
六
条
御
息
所
生
霊
事
件
と
六
条
御
息
所
の
造
型
に
作
り
直
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
考
え
方
か
ら

す
る
と
、
の
ち
の
葵
巻
の
構
想
を
、
物
語
と
し
て
は
前
に
起
こ
る
夕
顔
怪
死
事
件
に
も
ち
こ
む
こ
と
に
は
慎
重
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
生
霊
説
に
反
対
す
る
②
妖
怪
説
は
、
こ
の
「
女
」
を
見
た
の
は
光
源
氏
一
人
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
れ
が
「
荒
れ
た
り
し
所
に
住
み

け
む
も
の
の
、
わ
れ
に
克
入
れ
け
む
た
よ
り
に
、
か
く
な
り
ぬ
る
こ
と
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
昔
物
語
な
ど
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
は

開
け
」
と
あ
っ
て
、
路
院
に
棲
む
モ
ノ
が
出
現
す
る
河
原
院
伝
説
を
思
い
出
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
寸
夕
顔
を

襲
っ
た
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
は
、
「
な
に
が
し
の
院
」
と
い
う
廃
院
に
楼
み
つ
い
て
い
る
モ
ノ
だ
と
判
断
す
る
。
こ
の
説
は
近
世
の
萩

原
広
道
の
『
源
氏
物
語
評
釈
』
以
来
主
張
さ
れ
、
近
年
で
は
篠
掠
昭
二
の
「
妖
慢
自
身
が
光
源
氏
に
患
い
を
か
け
て
い
て
、
し
か
も
呂
前
に
取

(
日
)

得
の
な
い
女
(
夕
顔
)
を
寵
愛
す
る
姿
を
見
せ
ら
れ
て
、
憤
っ
て
い
る
と
解
す
る
」
と
い
う
解
釈
に
ひ
き
継
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈

に
あ
っ
て
は
、
第
二
節
で
考
察
し
て
き
た
、
夜
離
れ
に
も
だ
え
、
思
い
詰
め
て
い
る
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
存
在
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
と

い
う
問
題
が
残
る
。
こ
の
女
の
存
在
は
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
の
こ
と
ば
が

A
i
(
a
)
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
以
上
、
両
者
が
む
す
び

っ
く
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
し
て
い
ま
ひ
と
つ
の
説
は
生
霊
と
妖
怪
の
折
衷
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
光
源
氏
が
あ
く
ま
で
も
「
女
」
を
「
な
に
が
し
の
続
」
に
接
み
つ
い

た
モ
ノ
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

A
の
よ
う
に
、
か
れ
に
恨
み
言
を
い
う
人
物
と
し
て
は
「
六
条
わ
た
り
」
の

女
の
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
こ
の
両
者
を
整
合
す
る
た
め
に
、
作
中
人
物
光
源
氏
の
心
理
に
還
元
す
る
こ
と
で
見
出
し
た
解
釈
で
あ

る
。
そ
の
解
釈
を
支
え
る
外
証
と
し
て
絶
好
の
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
が
第
六
節
の
冒
頭
に
掲
出
し
た
紫
式
部
の
「
心
の
鬼
」
(
吋
紫
式
部
集
同
四

四
番
)
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
媒
介
に
し
て
、
た
と
え
ば
橋
本
真
理
子
は
、
あ
ら
か
じ
め
廃
院
に
壊
む
魔
性
の
モ
ノ
説
を
み
と
め
た
上
で
、

紫
式
部
集
の
部
留
番
の
歌
の
男
が
、
亡
き
妻
の
物
の
怪
を
自
分
自
身
の
心
の
鬼
と
気
付
か
ず
、
思
い
摘
む
の
と
同
様
に
、
源
氏
も
六
条
御

怠
所
(
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
の
こ
と
l

引
用
者
註
)
に
対
す
る
罪
の
意
識
(
良
心
の
阿
寅
)
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
自
覚
し
な
い
も
の

(
は
)

と
し
て
描
出
さ
れ
、
自
分
の
心
の
鬼
と
気
付
か
ず
時
閣
の
中
で
恐
怖
に
戦
く
の
で
あ
る
。
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と
い
う
読
み

L

を
み
ち
び
き
出
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
夕
顔
は
死
ん
だ
の
か
。
折
衷
説
を
も
受
け
入
れ
る
篠
原
論
に
よ
る
と
、
?
」
の
源
氏
の
心

理
状
態
が
、
「
物
お
ぢ
を
な
ん
、
わ
り
な
く
せ
さ
せ
た
ま
ふ
御
本
性
」
の
夕
顔
を
一
死
に
芋
り
し
め
れ
に
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
恐
怖

が
タ
蟻
に
感
染
し
た
た
め
と
す
る
。

し
か
し
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
が
光
源
氏
の
「
心
の
鬼
」
が
克
せ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
主
撃

巻
で
夕
顔
の
乳
母
が
「
夢
な
ど
に
、
い
と
た
ま
さ
か
に
同
比
え
た
ま
ふ
時
な
ど
も
あ
り
。
同
じ
さ
ま
な
る
女
な
ど
、
添
ひ
た
ま
う
て
見
え
た
ま
へ

ば
」
(
玉
盤
③
二
八
回
)
と
、
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る
夕
顔
を
時
々
夢
に
見
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
い
つ
も
問
じ
よ
う
す
の
「
女
」
が
夕
顔

の
か
た
わ
ら
に
い
る
夢
を
見
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
乳
母
の
夢
は
、
本
節
の
賢
一
政
に
掲
出
し
た
、
光
源
氏
が
夕
顔
の
死
後
に
毘
た
「
女
」
の
夢

と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
女
」
が
光
源
氏
の
「
心
の
鬼
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
夕
顔
と
光
源
氏
の
関
係
を
知
ら
な
い
夕
顔
の
乳
母
の
夢
に

見
え
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
の
「
女
」
を
夢
に
見
て
い
る
の
が
光
源
氏
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
心
の
鬼
」

説
に
も
疑
問
が
残
る
。

本
穣
は
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
語
り
手
は
光
源
氏
に
同
化
し
、
視
点
を
か
れ
の
視
線
と
同
一
化
さ
せ
て
こ
の
事
件
を
語
っ
て
ゆ

く
、
と
分
析
し
た
。
本
来
物
語
叙
述
で
客
観
的
な
判
断
を
く
だ
す
べ
き
訪
問
り
手
の
視
点
が
光
源
氏
の
視
総
に
同
一
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
事
件
の
場
面
叙
述
が
か
れ
の
主
観
的
な
判
断
だ
け
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
語
り
手
の
方
法
か
ら
す
れ
ば
、
「
い
と
を

か
し
げ
な
る
女
」
の
「
己
が
い
と
め
で
た
し
と
:
:
:
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
む
し
ろ
捜
数
の
解
釈
を
容
認
す
る
暖
昧
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
あ

ら
か
じ
め
意
関
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
正
体
不
明
の
「
女
」
の
霊
に
「
己
が
い
と
め
で
た
し
と
:
:
:
」
と
恨
ま
れ
で
も
、
「
六
条
わ
た
り
」

の
女
の
高
機
な
ふ
る
ま
い
は
わ
か
っ
て
も
、
そ
の
心
理
の
ひ
だ
な
ど
知
り
ょ
う
も
な
い
光
源
氏
に
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
だ
か
ら
光
源
氏
は
こ
れ
ま
で
の
知
識
に
す
が
っ
て
「
荒
れ
た
る
所
は
、
狐
な
ど
ゃ
う
の
も
の
の
、
人
お
び
や
か
さ
む
と
て
、
け
恐
ろ
し
う

忠
は
す
る
な
ら
む
」
(
①
一
五

O
)
、
「
昔
物
語
な
ど
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
は
開
け
」
(
①
一
五
こ
な
ど
と
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
特
定
し
よ
う
と

す
る
。
し
か
し
そ
の
判
献
は
「
思
は
す
る
な
ら
む
」
と
い
う
推
定
形
式
で
あ
り
、
ま
た
「
か
か
る
こ
と
は
開
け
」
と
い
う
伝
間
形
式
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
主
観
に
よ
る
判
断
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
語
り
手
の
撹
点
は
現
わ
れ
ず
、
事
件
後
、
諮
り
子
の
視
点
で
物
語
を
諮
る
よ
う
に
な
っ

て
も
、
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
に
つ
い
て
は
何
色
語
ろ
う
と
し
な
い
。
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
が
怪
奇
で
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
正

体
不
明
性
、
つ
ま
り
特
定
北
さ
れ
な
い
こ
と
が
読
者
の
心
に
も
た
ら
す
不
安
に
よ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
、
そ
の
場
で
拭
光
源
氏
は
「
女
」
の
正
体
を
断
定
で
き
な
い
で
い
る
。
事
件
か
ら
五

O
Bも
経
っ
た
頃
に
な
っ
て
、
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や
っ
と
「
荒
れ
た
り
し
所
に
住
み
け
む
も
の
の
わ
れ
に
克
入
れ
け
む
た
よ
り
に
、
か
く
な
り
ぬ
る
こ
と
」
と
推
定
判
断
を
下
す
の
だ
が
、
そ
れ

も
光
源
氏
の
主
観
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
読
者
は
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
が
光
源
氏
の
夢
の
な
か
に
出
現
す
る
や
、
そ
れ
を
「
六
条

わ
た
り
」
の
女
で
は
な
い
か
と
連
想
す
る
。
す
で
に
前
節
ま
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
性
格
や
諮
り
の
方
法
な
ど
で
、

一
偶
者
む
す
び
つ
け
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
婚
原
重
子
が
「
物
語
中
の
真
実
と
読
者
に
提
示
さ
れ
た
真
実
と
の
ず

れ
」
と
し
て
考
察
し
て
い
る
の
は
、
日
向
一
雅
や
本
稿
の
い
う
視
点
(
視
線
)
の
「
ず
れ
」
と
重
な
る
。
楢
原
論
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

夕
顔
巻
の
物
怪
は
作
中
人
物
に
と
っ
て
は
妖
物
で
あ
り
、
誰
一
人
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
と
結
び
つ
け
て
考
え
な
い
。
(
中
略
)
し
か
し

作
者
の
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
描
写
か
ら
読
者
は
こ
の
夕
顔
を
殺
し
た
物
官
は
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
恕
念
で
あ
ろ
う
と
判
断
す
る
。

物
怪
の
詞
が
い
か
に
第
三
者
の
よ
う
で
あ
ろ
う
が
作
中
人
物
が
気
づ
か
な
か
ろ
う
が
、
物
語
を
読
む
者
に
は
判
る
の
で
あ
る
)
。
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楢
原
論
の
指
摘
す
る
「
翼
実
と
の
ず
れ
」
と
い
う
言
い
方
は
、
怪
奇
の
語
り
の
表
現
構
造
に
あ
っ
て
は
適
当
と
は
恕
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、

場
面
内
で
進
行
す
る
現
象
と
作
中
人
物
の
視
線
の
「
ず
れ
」
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
怪
奇
と
は
真
実
が
な
い
か
ら
こ
そ
怪
奇
と
し
て
成
立
す
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
ズ
レ
の
効
果
が
生
ま
れ
る
の
は
、
こ
の
場
面
で
の
主
観
的
な
語
り
に
よ
る
か
ら
だ
。
語
り
手
は
光
源
氏
に
ま
っ
た
く
問
ル
出

し
て
「
光
源
氏
の
君
は
こ
う
思
っ
て
い
ま
す
」
と
語
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
光
源
氏
の
主
観
的
な
感
覚
判
断
に
対
し
て
読
者
は
時
と
し
て
一
定
の
距
離
を
保
つ
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
場
面
の
内
部
に
う
ご
め
く
何

か
を
特
定
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
。
そ
れ
は
読
者
に
は
、
光
源
氏
の
心
内
語
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
「
昔
物
語
」
と
い
う
プ
レ
・
テ
ク
ス

ト
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
あ
ら
た
め
て
物
語
叙
述
に
織
り
こ
ん
で
読
も
う
と
す
る
余
持
が
あ
る
か
ら
だ
し
、
そ
れ
に
ま
た
読
者
の
信
仰
知
識
の
介

在
す
る
余
地
が
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
光
源
氏
の
事
実
誤
認
を
読
み
取
る
の
は
読
者
で
あ
る
。
こ
の
作
中
人
物
の
錯
覚
に
読
者
の
判
断
が
加

わ
る
こ
と
で
、
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
は
廃
屋
に
棲
む
モ
ノ
で
も
あ
る
し
、
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
生
-
霊
だ
と
も
忠
わ
れ
る
。
す
で
に
言

及
し
た
よ
う
に
、
こ
と
ば
に
よ
る
特
定
化
を
花
否
す
る
造
型
が
日
常
性
を
超
え
る
。
そ
の
こ
と
が
怪
奇
を
怪
奇
た
ら
し
め
る
。

こ
う
し
た
読
者
の
側
に
物
語
叙
述
に
対
す
る
一
定
の
解
釈
を
鱗
路
さ
せ
る
不
安
定
さ
を
さ
そ
い
出
し
、
作
中
人
物
の
〈
知
〉
の
及
、
ば
な
い
深

淵
を
読
者
に
想
像
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
夕
顔
巻
に
お
け
る
「
な
に
が
し
の
院
」
の
怪
奇
事
件
の
諮
り
の
表
現
構
造
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ

の
物
語
叙
述
の
目
的
は
、
極
限
に
ま
で
恐
怖
に
躍
さ
れ
た
光
源
氏
の
体
験
を
読
者
の
〈
知
〉
の
現
実
を
計
算
し
た
上
で
あ
ら
た
め
て
追
鉢
験
さ
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せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

注
(
1
)
高
輪
蕊
J

「
物
語
文
芸
の
法
現
史
』
(
名
古
盛
大
学
出
版
会
一
九
八
七
年
)
第
五
議
第
二
郎
「
夕
顔
の
巻
の
表
現
|
テ
ク
ス
ト

(2)
日
向
一
離
「
夕
顔
の
巻
の
方
法

l
「
規
点
」
を
軸
と
し
て

l
」
(
高
山
一
誌
と
留
文
学
」
一
九
八
六
年
九
月
号
)
。

(3)
夕
顔
巻
の
繰
越
と
し
て
、
従
来
論
争
を
呼
ん
だ
の
は
、
夕
顔
の
誌
ん
だ
敬
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
鶴
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
(
夕
顔
①
一
二
五
)
の

解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
散
が
識
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
向
論
は
「
源
氏
の
視
点
」
「
女
の
視
点
」
な
ど
の
視
点
の
限
定
化
が
作
者
に

よ
っ
て
惑
歯
さ
れ
た
と
み
な
し
、
そ
こ
か
ら
作
中
人
物
の
誤
認
、
誤
解
が
生
ま
れ
、
夕
顔
の
詠
駄
が
誰
に
あ
て
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
「
真
相
」
が
隠
さ
れ
て
ゆ

く
、
と
い
う
も
の
。

(
4
)
高
橋
渡
3

「
源
氏
物
語
の
対
位
法
い
(
東
京
大
学
出
版
会
昭
和
五
七
年
)
。

(5)
注
4
引
府
警
。
高
犠
vf
は
説
点
の
恋
意
性
の
比
峨
と
し
て
も
ち
い
て
い
る
。

(6)
野
口
武
彦
「
「
諮
り
子
」
創
造

i
源
氏
物
語
、
方
法
と
し
て
の
諮
り
|
」
(
「
閤
文
学
〈
解
釈
と
教
材
の
研
究
〉
」
二
七

i
一
国
昭
和
五
七
年
一

O
月)。

(7)
本
橋
に
テ
ク
ス
ト
と
し
て
も
ち
い
た
「
瀬
氏
物
語
』
は
、
新
潮
呂
本
古
典
集
成
「
源
氏
物
語
い
(
石
田
横
二
・
潜
水
好
子
校
注
、
新
潮
社
昭
和
六
三
年
)
に
よ
る
。

そ
し
て
(
夕
顔
①
一
二
一
)
と
あ
れ
ば
、
開
審
第
一
冊
の
夕
顔
巻
=
二
頁
の
こ
と
で
あ
る
。

(8)
斎
藤
暁
子
毒
氏
物
語
の
研
究
!
光
源
氏
の
宿
絹
i
l
」
(
教
育
均
版
セ
ン
タ
ー
昭
和
五
四
年
)
第
三
掌
「
「
う
ち
と
け
る
」
の
考
察
i
夕
顔
巻
に
於
け
る

i
」。

(9)
西
田
み
き
お
「
粗
削
り
予
の
効
果
と
機
能
i
ポ
ウ
を
読
む
」
(
判
〈
津
岳
製
大
学
〉
言
語
文
化
研
究
所
報
』
八
一
九
九
三
年
七
月
)
。

(
叩
)
註
9
引
用
論
文
参
照
。

(
日
)
多
毘
頼
使
「
誠
氏
物
語
の
思
想
」
(
法
裁
館
昭
和
二
七
年
)
「
源
氏
物
語
を
構
成
す
る
基
礎
的
思
想
」
。

(
ロ
)
「
葵
巻
に
六
条
御
息
所
と
し
て
据
え
直
さ
れ
る
一
女
主
人
公
を
暗
示
す
る
か
に
岩
波
新
日
本
ト
古
典
文
学
大
系
議
山
氏
物
語
(
二
」
岩
波
書
缶
、
一
九
九
自
)

頁
一
政
註
。

(
日
)
緩
原
昭
二
「
廃
校
の
は
は
」
(
『
〈
講
座
〉
源
氏
物
語
の
世
界
」
有
斐
閣
昭
和
五
五
年
)
。

(
社
)
「
〈
今
井
卓
陶
博
士
喜
寿
記
念
〉
源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
〕
(
桜
楓
社
昭
和
六
一
年
)
橋
本
真
理
子
「
源
氏
物
語
一
の
物
の
怪
考

l
物
語
の
方
法

l
」。

(
お
)
注
日
引
用
論
文
参
照
。

(
凶
)
楢
原
茂
子
「
「
六
条
わ
た
り
」
の
女
の
特
異
性
」
(
「
源
氏
物
語
と
歌
物
語
〈
研
究
と
資
料
〉
』
武
蔵
野
醤
続

(
口
)
注
凶
引
用
論
文
参
照
。

五
口
勺
ノ
・
説
得
止

a
l
i
一o

s
-
n
l曹
長

'

B

、一'
A

』

-173 

O 
jL 

昭
和
五
九
年


	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193

