
し

謡
曲
『
升
筒
』

の
本
説
考

金
　
　
忠
　
　
永
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謡
曲
『
井
筒
』
は
、
『
檜
垣
』
と
と
も
に
世
阿
弥
作
で
あ
み
こ
と
が
確
実
と
み
ら
れ
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
自
作
を
世
阿
弥
は
、
『
申

楽
談
儀
』
に
お
い
て
、

　
井
筒
・
道
盛
な
ど
、
直
成
能
也
。
一
中
略
一
井
筒
、
上
花
也
。
松
風
村
雨
、
寵
深
花
風
の
位
歎
。
蟻
通
、
閑
花
風
斗
欺
。
道
盛
・
忠
度
・
よ
し
常
、
三
番
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
〕

　
修
羅
が
か
り
に
は
よ
き
能
也
。
此
う
ち
、
忠
度
上
花
欺

と
、
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
井
筒
、
上
花
也
」
と
、
能
作
品
の
位
を
定
め
た
九
位
の
う
ち
の
「
上
三
花
」
の
位
を
『
井
筒
』
に
配
当
し

た
評
価
を
く
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
能
楽
論
書
の
『
九
位
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
上
三
花
」
に
は
「
妙
花
風
」
「
寵
深
花
風
」
「
閑
花

風
」
等
が
あ
る
が
、
、
井
筒
、
上
花
也
L
の
後
文
に
、
松
風
村
雨
、
寵
深
花
風
の
位
歎
。
蟻
通
、
閑
花
風
斗
歎
L
と
、
「
上
三
椛
工
の
第
二
．
第

三
の
位
が
続
け
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
井
筒
』
の
「
上
花
也
」
を
最
高
の
「
妙
花
風
」
と
解
釈
し
得
る
よ
う
で
あ
る
。
世
阿
弥
が
こ

の
自
作
を
「
妙
花
風
」
と
思
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
『
井
筒
』
が
自
信
作
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
「
井
筒
、
上
花

也
」
は
、
最
高
の
自
賛
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
曲
の
ど
の
よ
う
な
出
来
映
え
を
こ
れ
程
自
賛
し
て
満
足
し
て
い
た
の
か
は
、
こ
の
「
上
花
也
」
だ
け
で
は
推
定
す
る
す
べ
が
な

く
、
こ
の
；
白
だ
け
を
も
っ
て
謡
曲
『
井
筒
』
の
全
般
の
作
柄
を
評
価
す
る
物
差
し
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
言
え
る
。

　
今
日
の
『
井
筒
』
の
能
柄
は
、
清
澄
な
純
愛
物
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
様
々
な
要
素
に
支
え
ら
れ
た
評
価
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
、
世
阿
弥
の
こ
の
「
上
花
也
」
と
い
っ
た
最
高
の
自
賛
に
も
と
づ
く
こ
と
も
否
め
な
い
と
思
う
。

或
い
は
一
曲
の
モ
チ
ー
フ
と
言
え
る
「
筒
井
筒
」
の
幼
な
恋
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
享
受
者
達
の
心
の
中
に
呼
び
起
こ
す
懐
か
し
い
憧
れ
と

一146一
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い
っ
た
、
心
理
的
な
志
向
性
に
起
因
す
る
評
価
と
も
言
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
仮
に
謡
曲
『
井
筒
』
の
詞
章
の
出
来
映
え
と
い
う
一
面
を
考
え
て
見
る
と
し
た
ら
、
世
阿
弥
も
『
申
楽
談
儀
』
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ぱ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一
。

　
書
き
て
行
く
に
、
言
葉
に
花
を
咲
か
せ
ん
と
思
ふ
心
に
繋
縛
せ
ら
れ
て
、
句
長
に
成
也
。
さ
や
う
の
心
を
思
ひ
切
り
て
書
く
べ
し

と
述
べ
た
通
り
、
切
り
詰
め
た
簡
潔
な
文
体
に
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
な
お
か
つ
、
同
じ
く
『
申
楽
談
儀
』
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
）

　
た
“
、
言
葉
の
匂
ひ
を
知
る
べ
し
。
文
章
の
法
は
、
言
葉
を
つ
“
め
て
理
の
あ
ら
は
る
・
を
本
と
す
。

と
、
言
葉
の
余
韻
を
大
切
に
し
、
簡
潔
な
文
言
や
明
確
な
意
味
を
能
作
の
根
本
と
し
て
い
た
世
阿
弥
の
考
え
方
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
『
井
筒
』

の
簡
潔
な
文
体
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
が
、
世
阿
弥
の
「
上
花
」
は
、
こ
う
い
っ
た
簡
潔
さ
に
限
る
自
賛
で
は
あ
る

ま
い
か
ら
、
こ
う
し
た
文
体
の
側
面
だ
け
で
世
阿
弥
の
「
上
花
也
」
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
世
阿
弥
は
、
多
く
の
疑
問
を
抱
か
せ
る
最
高
の
賛
辞
を
残
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
清
澄
な
純

愛
に
主
題
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
今
日
の
享
受
者
達
の
『
井
筒
』
観
に
も
疑
問
を
抱
い
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
を
わ
れ
わ
れ
に

提
示
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
高
い
評
価
に
よ
っ
て
、
『
井
筒
』
人
気
は
支
え
ら
れ
て
来
た
と
思
わ
れ
る
が
、
西
村
聡
氏
が
、
「
享
受
者
と
し
て
の

私
た
ち
が
築
い
て
き
た
『
井
筒
』
の
美
的
世
界
に
、
こ
の
能
が
創
作
さ
れ
た
当
時
の
享
受
の
あ
り
方
と
異
な
る
要
素
の
混
在
す
る
こ
と
が
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一
　
　
　
　
一
7
〕

で
に
二
つ
の
方
向
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
伊
藤
正
義
氏
や
中
村
格
氏
ら
に
よ
っ
て
、
清
澄
な
純
愛
と
い
っ
た
主
題
性

を
支
え
る
井
筒
の
女
の
人
物
像
を
め
ぐ
り
、
そ
の
至
純
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
も
の
が
揺
る
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
村
氏
の
い
う
「
二

つ
の
方
向
」
と
い
う
の
は
、
一
つ
に
は
、
「
『
伊
勢
物
語
』
古
注
の
類
に
は
、
私
た
ち
と
し
て
は
『
井
筒
』
の
女
主
人
公
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

し
く
な
い
段
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
ま
で
有
常
娘
の
名
を
あ
て
て
解
釈
し
た
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
伊
藤
氏
や
香
西
精
氏
ら
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
室
町
末
期
の
面
付
・
型
付
・
装
束
付
に
、
「
〈
小
面
〉
〈
若
女
〉
と
い
っ
た
若
い
美
女
の
面

を
着
用
す
る
現
行
の
演
出
と
違
っ
て
、
当
時
は
前
シ
テ
に
四
十
女
の
〈
深
井
〉
、
後
シ
テ
に
狂
相
の
〈
十
寸
髪
〉
を
用
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ

た
」
こ
と
で
、
こ
れ
は
中
村
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
伊
藤
氏
や
中
村
氏
ら
の
指
摘
に
導
か
れ
つ
つ
、
世
阿
弥
の
「
上
花
」
へ
の
志
向
性
が
、
単
に
「
井
筒
の
女
」

の
美
化
し
た
至
純
な
恋
心
だ
け
を
描
く
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
中
世
の
伊
勢
物
語
注
釈
世
界
と
交
渉
を
も
つ
、
よ
り
膨
ら
み
の
あ
る
方
向
へ
向

一145一



か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
「
よ
り
膨
ら
み
の
あ
る
方
向
」
と
い
う
の
は
、
結
論
的
に
言
え

ば
、
作
者
の
世
阿
弥
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
中
世
の
注
釈
世
界
に
み
ら
れ
る
新
た
な
物
語
化
と
い
う
と
こ
ろ
に
謡
曲
『
井
筒
』
の
本
説
を
求
め
て
、

そ
の
物
語
化
さ
れ
た
中
に
描
か
れ
み
人
物
像
に
も
と
づ
い
た
作
能
を
試
み
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
さ
す
。
と
い
う
の
は
、
申
世
の

伊
勢
物
語
注
釈
の
世
界
の
中
に
描
か
れ
る
有
常
娘
の
人
物
像
に
は
、
単
に
美
化
し
た
至
純
な
恋
心
の
持
ち
主
と
は
限
れ
な
い
姿
が
窺
え
る
か
ら

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
能
作
の
背
景
と
な
っ
た
筈
の
以
上
の
よ
う
な
中
世
注
釈
世
界
に
お
け
る
彼
女
の
姿
を
追
っ
て
み
る
こ
と
は
、
謡
曲
『
井
筒
』

の
中
に
潜
む
シ
テ
の
実
像
に
迫
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
段
取
り
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

　
こ
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
『
井
筒
』
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
判
断
さ
れ
る
書
陵
部
蔵
『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
（
以
下
『
冷
泉

抄
』
と
略
す
）
に
描
か
れ
る
有
常
娘
の
人
物
像
を
手
が
か
り
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
主
な
本
説
と
言
え
る
『
冷
泉
抄
』
に
描
か
れ
る
彼
女
の
心

理
に
お
い
て
、
業
平
へ
の
一
途
な
恋
心
の
裏
面
に
、
業
平
の
心
変
わ
り
に
対
す
る
「
恨
み
」
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
見
え
、

至
純
な
恋
心
と
は
異
質
と
も
い
え
る
「
恨
み
」
を
抱
く
女
人
像
が
『
井
筒
』
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
検
討
に
あ
た
っ

て
は
、
『
冷
泉
抄
』
の
み
な
ら
ず
、
『
冷
泉
抄
』
系
の
作
品
と
認
定
さ
れ
る
も
の
で
、
有
常
娘
の
話
を
扱
っ
て
い
る
そ
の
他
の
文
献
の
記
事
を
も

検
討
し
、
謡
曲
『
井
筒
』
へ
の
『
冷
泉
抄
』
の
投
影
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

二
、
『
伊
勢
物
語
』

と
謡
曲
『
井
筒
』
と

一144一
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謡
曲
『
井
筒
』
は
、
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
「
井
筒
の
女
」
の
話
を
も
と
に
作
ら
れ
た
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

本
曲
の
引
き
歌
を
見
て
行
く
と
、
ほ
か
に
十
七
段
の
「
人
待
つ
女
」
の
話
や
二
十
四
段
の
「
梓
弓
真
弓
槻
弓
」
の
歌
、
そ
れ
に
四
段
の
「
月
や

あ
ら
ぬ
」
の
歌
な
ど
に
も
取
材
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
措
辞
上
の
投
影
も
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
う
ち
二
十
三
段
・
十
七
段
二
一
十
四
段
等
が
主
人
公
の
人
物
像
の
造
形
に
密
接
に
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
二
十
三
段
の
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
m
）

材
を
本
説
と
す
る
説
で
は
、
十
七
段
と
二
十
四
段
は
、
本
説
と
の
類
縁
関
係
に
応
じ
て
用
い
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
軽
く
見
る
考
え
も
あ
る
。

し
か
し
、
十
七
段
と
二
十
四
段
の
女
も
本
曲
の
シ
テ
で
あ
る
宥
常
娘
と
結
び
付
け
る
の
が
中
世
の
理
解
で
あ
っ
た
点
や
、
ま
た
二
十
三
段
の
「
井

筒
の
女
」
を
有
常
娘
と
説
明
す
る
中
世
伊
勢
物
語
注
釈
書
の
『
冷
泉
抄
』
が
『
井
筒
』
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
点
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
れ

ば
、
単
な
る
類
縁
関
係
に
よ
る
引
用
と
は
考
え
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
『
申
楽
談
儀
』
の
前
掲
引
用
文
に
窺
え
る
よ
う
に
、
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言
葉
に
大
変
敏
感
だ
っ
た
世
阿
弥
が
、
単
に
類
縁
関
係
に
応
じ
た
引
用
を
ほ
ど
こ
し
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、

十
七
段
と
二
十
四
段
か
ら
の
引
用
に
も
、
「
井
筒
の
女
」
の
人
物
像
を
考
え
る
う
え
で
見
逃
せ
な
い
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
こ
こ
で
謡
曲
『
井
筒
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
先
ず
、
謡
曲
『
井
筒
』
に
お
い
て
二
十
三
段
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
を
挙
げ
て
み
る
と
、

　
　
①
［
サ
シ
］
に
ワ
キ
僧
が
、
旅
の
途
次
立
ち
寄
っ
た
在
原
寺
を
、
業
平
と
紀
有
常
娘
の
夫
婦
が
住
ん
だ
旧
跡
で
あ
ろ
う
と
語
り
、
「
風
吹

　
　
　
け
ば
」
の
歌
を
詠
ん
だ
の
も
こ
の
所
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
　
②
二
十
三
段
の
話
が
か
な
り
忠
実
に
引
用
さ
れ
て
い
る
［
ク
リ
］
［
サ
シ
］
［
ク
セ
］
の
あ
る
と
こ
ろ
。

　
　
③
［
ロ
ン
ギ
］
に
前
シ
テ
が
、
「
紀
の
宥
常
が
娘
と
も
、
ま
た
は
井
筒
の
女
と
も
、
恥
づ
か
し
な
が
ら
わ
れ
な
り
」
と
、
「
有
常
が
娘
」

　
　
　
と
か
「
井
筒
の
女
」
等
の
別
名
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
。
（
有
常
娘
と
「
井
筒
の
女
」
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
［
ク

　
　
　
セ
］
の
終
り
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。
）

な
ど
、
お
お
む
ね
三
個
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
業
平
と
有
常
娘
二
人
が
夫
婦
で
あ
っ
て
、
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
め
ぐ
る
物
語
が
こ
の

二
人
の
こ
と
と
す
る
①
の
設
定
は
、
『
伊
勢
物
語
』
そ
の
も
の
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
②
に
お
い
て
も
、
「
風
吹
け
ば
」

の
歌
を
中
心
と
す
る
二
十
三
段
の
後
半
の
物
語
が
先
に
［
ク
リ
］
［
サ
シ
］
に
語
ら
れ
、
「
筒
井
筒
」
の
歌
を
中
心
と
し
た
幼
な
恋
の
物
語
が
後

続
す
る
［
ク
セ
］
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
見
え
る
の
も
注
意
さ
れ
る
。
世
阿
弥
に
お
い
て
は
、
［
ク
リ
］
［
サ
シ
］
［
ク
セ
］
が
彼
の

夢
幻
能
に
お
け
る
一
っ
の
見
せ
場
で
あ
る
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
話
の
順
序
に
お
け
る
こ
う
し
た
引
用
の
逆
転
は
、
作
者
の
意
図
に
よ
る
も

の
と
見
る
し
か
な
か
ろ
う
。
か
つ
ま
た
、
［
ク
セ
］
の
、

　
　
地
む
か
し
　
こ
の
国
に
、
住
む
人
の
　
あ
り
け
る
が
、
宿
を
並
べ
て
　
門
の
前
、
井
筒
に
寄
り
て
、
う
な
ゐ
子
の
、
友
だ
ち
　
語
ら
ひ
て
、
互
に
影
を
　
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
1
一

　
　
鏡
、
面
を
並
べ
　
袖
を
持
け
。
心
の
水
も
　
そ
こ
ひ
な
く
、
移
る
月
日
も
　
重
な
り
て
、
大
人
し
く
　
恥
ぢ
が
は
し
く
、
互
に
今
は
　
な
り
に
け
り
、

と
い
う
部
分
は
、
二
十
三
段
本
文
（
以
下
、
『
伊
勢
物
語
』
の
原
文
を
引
く
場
合
、
こ
う
呼
ぶ
）
の
、

　
む
か
し
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
出
で
て
あ
そ
び
け
る
を
、
大
人
に
な
り
に
け
れ
ば
、

　
れ
ど
、
一
本
文
引
用
は
、
大
系
本
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。
）

一
傍
線
筆
者
一

お
と
こ
も
女
も
恥
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け
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に
対
応
す
る
脚
色
と
言
え
る
の
だ
が
、
こ
の
［
ク
セ
］
に
お
け
る
傍
線
の
部
分
に
は
、
水
鏡
に
映
し
た
二
人
の
愛
情
の
深
ま
り
と
い
っ
た
仕
掛

け
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
の
み
な
ら
ず
、
後
述
す
る
『
井
筒
』
の
本
説
と
認
定
さ
れ
る
『
冷
泉
抄
』
系
の
中
世
伊
勢

物
語
注
釈
に
も
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
、
作
者
に
よ
る
創
意
と
も
言
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
創
意
が
本
曲
の
主
題
性
と
深
く
か
か
わ
る
こ
と

は
あ
と
で
考
究
す
る
こ
と
に
す
る
。
③
に
お
い
て
は
、
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
「
井
筒
の
女
」
を
有
常
娘
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
『
冷
泉
抄
』
や
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
な
ど
の
中
世
伊
勢
物
語
注
釈
の
世
界
を
背
景
と
す
る
も
の
で
、
『
伊
勢
物
語
』
と
は
か
け
離
れ

た
い
わ
ば
中
世
に
お
け
る
伊
勢
物
語
の
世
界
と
交
渉
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

　
そ
の
他
の
引
き
歌
や
措
辞
上
の
投
影
に
関
し
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
『
伊
勢
物
語
』
と
の
影
響
関
係
を
探
る
た
め
の
拠
り
所
と
は
な
ら
な
い

よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
「
井
筒
の
女
」
の
人
物
像
を
考
え
る
と
き
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
謡
曲
『
井
筒
』
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
を
そ
の
能
作
の
背
景
と
し
て
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
の
余
地

が
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
話
材
の
典
拠
は
、
伊
勢
物
語
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
『
冷
泉
抄
』
や
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』

等
に
代
表
さ
れ
る
中
世
伊
勢
物
語
注
釈
、
す
な
わ
ち
中
世
の
人
々
が
解
釈
を
加
え
た
と
こ
ろ
の
中
世
に
お
い
て
新
た
に
物
語
化
さ
れ
た
伊
勢
物

語
に
拠
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
曲
を
理
解
す
る
上
で
、
中
世
の
伊
勢
物
語
の
世
界
を
注
釈
類
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

一142一

三
、
中
世
の
伊
勢
物
語
の
世
界

　
謡
曲
、
井
筒
』
の
本
説
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
前
に
挙
げ
た
、
冷
泉
抄
』
系
の
注
鍬
噸
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
中
に

は
『
冷
泉
抄
・
の
影
喋
著
し
い
と
片
桐
洋
一
氏
に
指
摘
さ
れ
た
、
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
・
も
見
逃
せ
な
い
作
品
と
孝
又
ら
れ
る
。
そ
れ
以

外
に
は
『
和
歌
知
顕
集
』
（
以
下
、
『
知
顕
集
』
と
略
す
）
が
想
定
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
中
世
の
注
釈
に
お
い
て
、
業
平
と
有

常
娘
に
よ
る
物
語
の
世
界
が
ど
の
よ
う
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
た
の
か
を
再
構
成
し
て
み
た
い
。
あ
ら
か
じ
め
い
え
ば
、
本
曲
の
本
説
と
も

い
う
べ
き
も
の
は
、
『
知
顕
集
』
に
よ
る
物
語
世
界
で
は
な
く
、
『
冷
泉
抄
』
系
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
わ
け
だ
が
、
で
は
ど
う
し
て

『
知
顕
集
』
で
は
な
い
の
か
を
有
常
娘
像
を
通
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

”
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（
一
）
『
知
顕
集
』

に
お
け
る
有
常
娘

　
『
知
顕
集
』
に
描
か
れ
る
有
常
娘
に
つ
い
て
書
陵
部
本
『
知
顕
集
』
一
以
下
、
書
陵
部
本
と
略
す
）
の
「
伊
勢
物
語
大
事
」
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
M
一

　
　
こ
の
女
は
、
心
っ
き
ぐ
さ
に
し
て
、
あ
だ
を
な
す
時
も
あ
り
し
か
ど
も
、
恩
を
そ
む
く
れ
い
な
け
れ
ば
、
廿
余
年
か
れ
は
て
ざ
り
し
女
也
。

と
評
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
を
訳
し
て
み
る
と
、
「
こ
の
（
有
常
娘
と
い
う
）
女
は
、
物
心
が
つ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り

な
が
ら
（
心
が
）
浮
つ
く
時
も
あ
っ
た
が
、
恩
を
背
く
こ
と
は
な
い
の
で
、
二
十
年
余
り
一
業
平
と
）
す
っ
か
り
縁
が
切
れ
る
と
い
う
こ
と
は

な
か
っ
た
女
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
「
恩
」
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
定
か
で
な
い
が
、
同
書
の
「
序

詞
言
」
に
、
「
文
を
み
る
に
、
恩
を
し
ら
ざ
る
も
の
は
、
ち
く
し
や
う
の
ご
と
し
。
世
々
に
六
趣
に
め
ぐ
り
て
、
な
が
く
成
仏
せ
ず
と
い
へ
り
。
」

（
傍
点
筆
者
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
業
平
の
夫
と
し
て
の
愛
情
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
女
は
、
夫
の
「
恩
」
を
知
っ
て
い
た

が
故
に
、
「
あ
だ
を
な
す
時
」
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
余
年
も
業
平
と
の
縁
が
切
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
業
平
の
「
恩
」
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
彼
女
の
「
あ
だ
」
な
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
業
平
と
の
縁
も
切
れ
る
は
ず
で

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
「
あ
だ
を
な
す
」
有
常
娘
像
は
、
『
知
顕
集
』
が
他
の
注
釈
と
比
べ
て
著
し
い
相
違
を
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
書
陵
部

本
の
注
釈
に
「
な
ま
い
ろ
ご
の
む
女
」
、
島
原
文
庫
本
『
知
顕
集
』
（
以
下
、
島
原
文
庫
本
と
略
す
）
に
は
「
お
ん
な
い
ろ
こ
の
む
も
の
」
「
こ

の
お
ん
な
い
ろ
こ
の
む
も
の
な
り
け
れ
ば
、
こ
の
お
と
こ
を
み
て
、
こ
・
ろ
に
か
け
た
り
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
彼
女
の
好
色
な
面
を
初
段
の
注

か
ら
す
で
に
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
十
段
の
注
に
も
、
書
陵
部
本
に
お
い
て
、

　
　
こ
の
女
は
、
か
ぎ
り
な
く
な
ま
い
ろ
こ
の
み
を
た
て
・
、
こ
・
ろ
さ
だ
ま
ら
ず
。

と
、
好
色
で
真
心
が
な
い
「
あ
だ
」
な
姿
が
強
調
さ
れ
て
も
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
彼
女
の
「
あ
だ
」
な
と
こ
ろ
は
、
『
知
顕
集
』
の
十
七
段
の
注
に
お
い
て
業
平
に
責
め
た
て
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
責

め
た
て
に
対
し
て
宥
常
娘
は
、
「
あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
待
ち
け
り
」
の
歌
を
詠
ん
で
弁
明
し
た
と
説
明
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
書
陵
部
本
は
、
「
さ
だ
ま
り
た
る
心
な
れ
ば
こ
そ
、
け
ふ
ま
で
お
と
こ
も
せ
ず
、
ひ
と
り
あ
り
て
、
も
と
の

お
と
こ
を
ば
、
ま
ち
っ
け
た
れ
、
と
よ
め
る
也
」
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
別
の
男
を
受
け
入
れ
ず
に
「
年
に
ま
れ
な
る
人
」
を
一
人
で
待
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ち
つ
け
た
こ
と
は
、
自
分
が
「
さ
だ
ま
り
た
る
心
」
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
こ
と
だ
と
い
う
の
が
、
書
陵
部
本
に
説
明
さ
れ
る
有
常
娘
の

弁
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
業
平
が
「
け
ふ
来
ず
は
あ
す
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
見
ま
し
や
」
の
返
歌
を
し

た
わ
け
だ
が
、
書
陵
部
本
で
は
「
我
け
ふ
と
く
き
た
れ
ば
こ
そ
、
お
の
れ
が
お
と
こ
な
き
は
み
っ
れ
。
い
ま
し
ば
し
お
そ
く
だ
に
き
た
ら
ば
、

お
と
こ
は
し
て
ま
し
」
と
、
有
常
娘
の
「
あ
だ
」
を
業
平
が
再
び
責
め
た
と
解
釈
す
る
。
こ
う
し
た
十
七
段
の
注
釈
の
姿
勢
に
は
、
こ
れ
ま
で

強
調
さ
れ
て
き
た
有
常
娘
の
「
あ
だ
を
な
す
」
人
物
像
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
あ
だ
な
り
と
…
」
の
歌
を
詠
ん

で
自
分
の
「
さ
だ
ま
り
た
る
心
」
を
主
張
し
た
彼
女
の
言
い
訳
も
、
そ
れ
こ
そ
真
心
の
な
い
「
そ
ら
こ
と
」
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

従
っ
て
、
「
い
ま
し
ば
し
お
そ
く
だ
に
き
た
ら
ば
、
お
と
こ
は
し
て
ま
し
」
と
、
業
平
が
彼
女
の
「
あ
だ
」
を
貢
め
た
と
説
明
す
る
の
は
、
有

常
娘
像
を
好
色
で
「
あ
だ
を
な
す
」
人
物
と
一
貫
し
て
解
す
る
『
知
顕
集
』
の
注
釈
態
度
の
一
つ
の
表
れ
と
言
え
る
。

　
な
お
、
書
陵
部
本
は
、
貞
女
の
物
語
で
あ
る
二
十
三
段
を
、

　
　
こ
の
物
語
は
笥
。
は
る
か
に
ふ
る
き
よ
の
も
の
が
た
り
を
、
こ
れ
に
か
き
ま
じ
へ
た
る
也
。
一
傍
線
筆
者
）

と
、
業
平
と
有
常
娘
の
話
で
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
有
常
娘
に
貞
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ま
い
と
す
る
態
度
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
序
文
に
お
い
て
、
謡
曲
『
井
筒
』
の
有
常
娘
の
造
型
を
、
お
お
む
ね
至
純
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
今
日
の
享
受
者
達
の
『
井
筒
』

観
を
問
題
点
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
彼
女
の
至
純
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
以
上
の
よ

う
な
『
知
顕
集
』
の
注
釈
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
解
釈
さ
れ
る
有
常
娘
像
が
謡
曲
『
井
筒
』
の
シ
テ
の
人
物
像
と
大
き
く
は
ず
れ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
井
筒
』
の
本
説
に
『
知
顕
集
』
が
据
え
ら
れ
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

一140一

（
二
）
『
冷
泉
抄
』

に
お
け
る
有
常
娘

（
1
）
物
語
の
再
構
成

『
冷
泉
抄
』
に
は
、
二
十
三
段
前
半
の
「
筒
井
筒
」

有
常
が
娘
と
業
平
と
、
お
さ
な
か
り
し
事
也
。

の
物
語
が
、
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と
、
業
平
と
有
常
娘
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
勿
論
有
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
『
知
顕
集
』
と
は
異
な
っ
て
、
『
伊
勢
物
語
』
全
段
を
業
平
の
物
語
と
し
て
解
釈
す
る
こ
の
抄
の
特
徴
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　
こ
の
「
筒
井
筒
」
の
物
語
は
、
『
冷
泉
抄
』
に
描
か
れ
る
業
平
と
有
常
娘
の
物
語
と
し
て
は
、
最
も
初
期
の
話
に
あ
た
る
と
言
え
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
）

の
『
冷
泉
抄
』
の
注
釈
態
度
に
関
し
て
、
片
桐
氏
が
、
「
一
段
一
段
を
独
立
さ
せ
ず
、
全
体
を
一
つ
の
物
語
と
し
て
見
る
態
度
」
と
指
摘
す
る

説
に
従
え
ば
、
こ
の
「
筒
井
筒
」
の
物
語
か
ら
始
ま
る
有
常
娘
の
物
語
は
、
い
わ
ば
彼
女
の
一
代
記
と
も
言
う
べ
き
か
た
ち
を
と
っ
て
、
『
冷

泉
抄
』
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
も
な
る
。
た
だ
、
有
常
娘
の
一
代
記
と
し
て
の
物
語
の
再
構
成
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
有
常
娘
に
関
す
る
各
章
段
の
注
釈
を

一
代
記
的
物
語
と
し
て
見
る
方
法
を
と
る
こ
と
で
、
『
冷
泉
抄
』
に
お
け
る
そ
の
物
語
化
の
方
向
を
辿
り
、
こ
う
し
た
一
代
記
的
物
語
の
中
に

描
か
れ
る
有
常
娘
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
場
合
、
有
常
娘
の
一
代
記
は
、
業
平
と
の
愛
情
問
題
と
密
接
に
絡
み
合
い
つ
つ
展
開
さ

れ
る
、
い
わ
ば
彼
女
の
恋
心
の
軌
跡
と
も
言
え
る
か
ら
、
二
人
の
恋
の
軌
跡
を
具
体
的
に
追
う
こ
と
で
も
あ
る
。

一
2
一
幼
な
恋

　
二
十
三
段
の
物
語
の
前
半
を
、
『
冷
泉
抄
』
は
先
ず
、
こ
れ
を
二
人
の
幼
な
恋
の
物
語
と
し
て
解
す
る
の
だ
が
、
そ
の
拠
り
所
は
、

　
む
か
し
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
出
で
て
あ
そ
び
け
る

と
い
っ
た
短
い
文
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
『
冷
泉
抄
』
は
、
「
阿
保
親
王
と
有
常
と
大
和
国
に
住
け
る
時
、
春
日
の
里
に
つ
い
ぢ
を

な
し
て
住
け
る
時
の
事
」
と
指
摘
し
て
、
こ
の
物
語
が
「
春
日
の
里
」
で
の
こ
と
と
い
う
こ
と
を
先
ず
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
L
　
　
　
　
　
　
た
け

　
井
の
も
と
に
出
て
あ
そ
び
け
る
と
い
ふ
は
、
二
人
の
子
互
に
五
歳
に
し
て
井
筒
の
指
出
た
る
に
長
を
く
ら
べ
て
、
こ
れ
よ
り
た
か
く
成
た
ら
ん
時
は
、
夫

　
・
婦
に
な
ら
む
と
契
け
り
。

と
し
、
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け

　
寄
に
、
つ
・
井
筒
と
は
、
二
人
な
が
ら
五
歳
に
な
り
し
時
、
井
づ
・
に
長
を
く
ら
べ
て
、
こ
れ
よ
り
た
か
く
な
り
た
ら
ん
時
、
夫
婦
た
ら
む
と
契
し
事
也
。

と
説
明
す
る
。
幼
な
恋
が
「
二
人
な
が
ら
五
歳
に
な
り
し
時
」
の
こ
と
で
、
こ
の
時
、
井
筒
に
丈
く
ら
べ
を
し
な
が
ら
、
将
来
自
分
た
ち
の
背
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が
井
筒
の
高
さ
を
超
え
た
な
ら
「
夫
婦
に
な
ら
む
」
と
約
束
し
た
と
解
釈
す
る
。
背
が
井
筒
の
高
さ
を
超
え
た
だ
ろ
う
時
、
即
ち
身
体
的
に
成

長
し
た
あ
と
結
婚
し
よ
う
と
約
束
し
た
の
が
五
才
の
時
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
っ
ぎ

　
と
こ
ろ
が
、
同
じ
段
の
別
の
注
で
は
、
「
業
平
五
歳
の
嫁
、
実
也
。
」
「
さ
れ
ば
五
歳
に
て
嫁
た
り
つ
る
に
や
。
是
は
好
色
の
道
に
長
ぜ
る

一
故
也
。
」
と
、
五
才
の
時
既
に
二
人
は
結
ば
れ
た
と
し
、
前
の
注
と
矛
盾
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
内
容
に
お
け
る
こ
う
し
た
矛
盾
は
『
冷

泉
抄
』
の
随
所
に
散
見
さ
れ
る
が
、
『
冷
泉
抄
』
の
み
な
ら
ず
、
中
世
注
釈
世
界
全
般
に
わ
た
る
一
つ
の
特
色
と
も
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
『
冷
泉
抄
』
に
お
い
て
は
、
『
知
顕
集
』
と
は
異
な
っ
て
、
業
平
の
好
色
性
が
全
体
的
に
強
調
さ
れ
、
こ
の
と
こ
ろ
に
見
え
る
矛
盾
も
、

　
「
又
、
或
本
に
は
、
長
能
記
云
、
男
女
会
合
の
道
七
歳
契
、
業
平
五
歳
嫁
事
、
五
行
陰
陽
之
徳
を
あ
ら
は
せ
り
と
云
々
。
又
、
家
の
口
伝
に
も
、

業
平
五
歳
始
男
女
嫁
、
知
是
之
表
五
行
之
陰
陽
、
知
非
凡
人
。
さ
れ
ば
、
業
平
五
歳
の
嫁
、
実
也
。
」
「
さ
れ
ば
五
歳
に
て
嫁
た
り
つ
る
に
や
。

是
は
好
色
の
道
に
長
ぜ
る
故
也
。
」
な
ど
と
い
っ
た
説
明
に
窺
え
る
よ
う
に
、
物
や
事
の
始
原
に
き
ま
っ
て
据
え
ら
れ
る
陰
陽
五
行
説
を
、
こ

の
物
語
の
始
発
に
あ
た
っ
て
「
子
」
の
年
齢
に
あ
て
は
め
て
早
熟
な
恋
を
語
り
、
業
平
の
好
色
性
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

好
色
性
に
そ
っ
て
、
異
説
や
異
な
る
口
伝
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
態
度
を
と
る
こ
と
か
ら
前
掲
の
ご
と
き
矛
盾
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　
業
平
の
好
色
性
は
、
初
段
に
お
い
て
、

　
　
昔
男
と
い
ふ
に
付
て
二
の
義
有
。
一
に
は
、
業
平
下
位
下
官
に
し
て
后
斎
宮
の
上
位
を
犯
し
奉
る
事
を
か
く
故
に
、
我
名
を
か
く
し
て
昔
男
と
い
ふ
な
り
。

　
　
是
当
家
の
義
也
。

と
、
「
昔
男
」
の
解
釈
に
も
適
用
さ
れ
、

　
河
内
へ
行
事
、
好
色
の
な
ら
ひ
に
て
、

二
十
三
段
の
後
半
の
注
釈
に
も
、

一
中
略
一
好
色
を
面
に
立
る
也
。

と
、
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
『
冷
泉
抄
』
に
お
け
る
「
業
平
五
歳
の
嫁
」
の
説
か
ら
は
、
そ
れ
が
事
実
と
し
て
の
結
婚

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
業
平
が
「
好
色
の
道
」
に
お
い
て
「
非
凡
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
だ
け
を
ひ
と
ま
ず
取
る
こ
と
に
し
て
、

五
才
の
時
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
夫
婦
に
な
ら
む
」
と
約
束
し
た
こ
と
だ
け
だ
っ
た
と
、
読
み
取
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
抄
に
描
か
れ

る
有
常
娘
の
一
代
繭
澗
物
語
の
追
跡
に
と
っ
て
、
こ
の
解
釈
の
方
が
後
の
物
語
の
展
開
と
整
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
堀
口
康
夫
氏
も
、
待
つ
女

－
「
井
筒
」
の
手
法
L

に
お
い
て
中
世
人
の
『
伊
勢
物
語
』

享
受
の
姿
勢
を
捉
え
て
、
「
業
平
の
実
相
は
す
べ
て
仮
相
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
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い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
矛
盾
す
る
表
現
も
、
そ
の
裏
に
ひ
そ
む
真
実
に
想
い
を
至
せ
ば
、
す
べ
て
が
解
決
す
る
L
と
指
摘

す
る
が
、
こ
の
と
こ
ろ
に
お
け
る
矛
盾
の
裏
に
も
、
業
平
の
好
色
性
に
よ
る
愛
の
遍
歴
を
描
こ
う
と
す
る
中
世
注
釈
家
の
意
図
が
ひ
そ
ん
で
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
未
婚
の
時
代

　
井
筒
の
ほ
と
り
で
業
平
と
有
常
娘
二
人
が
将
来
を
約
束
し
た
の
は
五
才
の
時
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
二
人
の
関
係
が
知
ら
れ
る
の
は
、
初

段
の
「
う
ゐ
か
う
ぶ
り
」
の
話
に
関
す
る
注
釈
で
あ
る
。

　
「
筒
井
筒
」
の
物
語
の
ゆ
か
り
の
地
が
「
春
日
の
里
」
で
あ
る
と
す
る
地
名
設
定
は
、
初
段
の
物
語
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
1
　
■
　
‘

　
む
か
し
、
お
と
こ
、
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
、
平
城
の
京
、
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
、
狩
り
に
往
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か

　
　
ら
住
み
け
り
。
こ
の
お
と
こ
、
か
い
ま
み
て
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
点
筆
者
一

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
初
段
の
物
語
と
前
掲
の
「
筒
井
筒
」
の
物
語
と
を
結
び
付
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
注
釈
者
の
態
度
に
よ
る
も
の

と
察
せ
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
初
段
の
「
女
は
ら
か
ら
」
は
、
『
冷
泉
抄
』
の
四
十
一
段
の
注
釈
に
お
い
て
、

　
一
女
は
ら
か
ら
と
は
、
有
常
が
娘
二
人
也
。
ひ
と
り
は
い
や
し
き
男
も
た
る
、
ま
づ
し
き
と
は
、
業
平
が
妻
の
妹
な
り
。
一
中
略
）
あ
て
な
る
男
も
た
る
と
は
、

　
　
業
平
也
。
彼
妻
の
姉
な
り
。

と
説
明
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
四
十
一
段
の
物
語
も
こ
の
二
人
に
関
わ
る
話
と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
四
十

一
段
の
注
釈
に
い
う
「
あ
て
な
る
男
」
は
、
十
段
の
物
語
に
出
て
く
る
「
あ
て
な
る
人
」
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
有
常
娘
の
話
と

し
て
解
さ
れ
る
各
章
段
は
、
こ
う
い
っ
た
仕
組
み
に
よ
っ
て
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
片
桐
洋
一
氏
は
こ
う
し
た
『
冷
泉
抄
』
の
注
釈
態
度
を
、
「
各
章
段
の
あ
ら
ゆ
る
記
述
を
等
価
値
・
同
次
元
に
お
い
て
互
い
に
矛
盾
の
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〃
一

よ
う
合
理
的
に
処
理
す
る
態
痩
」
と
説
明
す
る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
中
世
に
お
け
る
新
た
な
伊
勢
物
語
の
世
界
の
創
出
ど
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
前
述
の
章
段
以
外
に
も
、
十
七
・
十
九
・
二
十
・
二
十
四
・
三
十
三
・
四
十
・
四
十
三
・
九
十
五
段
等
、
そ
の
女
主
人
公
を
有
常
娘
と
し

て
解
す
る
各
章
段
は
、
一
つ
の
物
語
の
展
開
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
注
釈
態
度
こ
そ
新
た
な
物
語
の
志
向
と
い
っ
て
よ
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い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
『
冷
泉
抄
』
の
注
釈
態
度
か
ら
す
る
と
、
初
段
の
注
釈
に
、

　
　
初
冠
と
は
、
元
服
の
始
な
り
。
是
は
業
平
十
一
よ
り
東
寺
の
真
雅
僧
正
の
弟
子
に
て
有
け
る
を
、
十
六
の
年
、
承
和
十
四
年
三
月
二
日
に
仁
明
天
皇
の
内
裏

　
　
に
て
元
服
す
る
也
。
わ
ら
は
名
曼
陀
羅
也
。
秘
事
也
。

と
あ
る
の
は
、
二
人
の
睦
ま
じ
か
っ
た
幼
な
恋
が
、
十
一
才
の
時
業
平
が
真
雅
僧
正
の
下
に
行
儀
の
見
習
い
の
た
め
に
弟
子
入
り
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
途
絶
え
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
元
服
す
る
前
の
「
わ
ら
は
名
」
が
「
曼
陀
羅
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
弟
子
入
り
の
際
に

授
け
ら
れ
た
仏
門
上
の
幼
名
を
意
味
す
る
と
と
れ
る
。
．
真
雅
僧
正
の
居
住
地
が
京
の
東
寺
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
年
か
ら
業
平
は
、

有
常
娘
の
住
む
「
春
日
の
里
」
を
離
れ
て
京
へ
去
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
業
平
が
京
へ
去
る
こ
と
に
よ
る
初
、
め
て
の
別

離
の
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ま
た
業
平
は
「
十
六
の
年
」
に
仁
明
天
皇
の
内
裏
で
元
服
し
た
と
す
る
。

従
っ
て
、
初
段
の
「
ふ
る
さ
と
」
の
注
釈
に
お
い
て
、

　
　
業
平
、
天
長
二
年
四
月
一
日
（
イ
八
月
十
八
日
一
劃
古
里
と
い
ふ
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
筆
者
）

と
あ
る
「
平
の
京
」
は
、
旧
都
平
城
京
の
こ
と
で
は
な
く
、
新
都
の
平
安
京
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
引
用
文
の
傍
線
部
に
よ
る
限
り
業
平
は
、

奈
良
で
生
ま
れ
て
幼
年
を
過
ご
し
た
が
、
お
そ
ら
く
真
雅
僧
正
の
門
下
に
入
る
の
を
契
機
に
故
郷
を
離
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
長
い
間
そ
れ
ぞ
れ
京
と
「
春
日
の
里
」
と
に
離
れ
ば
な
れ
に
住
ん
だ
二
人
は
、
業
平
が
元
服
し
て
勅
使
に
命
じ
ら
れ
春
日
の

祭
り
に
赴
く
こ
と
を
機
に
再
会
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
成
年
に
な
っ
て
久
し
ぶ
り
に
幼
な
じ
み
の
家
を
訪
ね
た
業
平
は
、
「
夫
婦
に
な
ら
む
」
と
約
束
し
た
幼
か
り
し
時
の
こ
と
が
恥
ず

か
し
く
思
わ
れ
て
す
ぐ
さ
ま
有
常
娘
に
会
え
な
か
っ
た
よ
う
で
、
初
め
は
た
だ
垣
間
よ
り
覗
き
見
す
る
し
か
な
か
っ
た
と
見
え
る
。
初
段
の
物

語
に
お
け
る
こ
の
垣
間
み
を
解
し
て
『
冷
泉
抄
』
は
、

か
い
ま
み
て
け
り
と
は
、
是
に
二
の
義
有
。

と
説
明
し
、
さ
ら
に
、

に
は
、

か
き
ま
よ
り
の
ぞ
き
見
る
を
い
ふ
。
二
に
は
嫁
の
義
也
。

「
狩
衣
の
裾
を
切
り
て
、
歌
を
書
き
て
や
る
。
」

の
注
釈
に
お
い
て
も
、

業
平
有
常
が
女
を
嫁
た
り
け
る
を
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
線
筆
者
一
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業
平
必
紙
を
も
た
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
上
古
の
男
女
の
契
を
思
ひ
て
狩
衣
の
す
そ
を
き
り
て
帯
の
や
う
に
つ
け
て
春
日
野
の
寄
を
書
き
て
や
る
也
。
（
傍
線
筆
者
）

と
説
明
し
て
お
り
、
こ
の
時
以
降
業
平
が
有
常
娘
と
契
り
を
結
ん
だ
と
す
る
方
向
に
解
釈
を
進
め
て
行
こ
う
と
す
る
趣
が
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し

た
趣
は
、
前
に
も
挙
げ
た
よ
う
な
業
平
の
好
色
性
に
も
と
づ
い
た
注
釈
態
度
と
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
久
し
ぶ

り
に
幼
な
じ
み
の
有
常
娘
を
垣
間
み
た
業
平
は
、
彼
女
の
成
長
し
た
優
美
な
（
「
な
ま
め
い
た
る
と
い
ふ
は
、
や
さ
し
き
心
也
。
」
）
姿
に
一
目

惚
れ
し
、
改
め
て
恋
に
お
ち
い
り
（
「
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
と
は
、
や
が
て
恋
し
き
心
に
な
る
を
い
ふ
也
。
」
）
、
そ
の
心
情
を
「
か
す
が
野
の
若

紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
限
り
知
ら
れ
ず
」
の
歌
に
載
せ
て
贈
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
業
平
の
心
情
を
『
冷
泉
抄
』
は
、
「
し

の
ぶ
の
み
だ
れ
限
り
知
ら
れ
ず
」
の
解
釈
に
託
し
て
、

　
　
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
と
は
、
忍
摺
の
み
だ
れ
た
る
様
に
我
恋
に
し
み
だ
れ
た
り
と
い
ふ
。
是
は
有
常
が
娘
を
思
ひ
み
だ
る
・
事
也
。

と
説
明
す
る
。
成
長
し
た
有
常
娘
の
優
雅
な
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
業
平
の
心
は
恋
心
に
乱
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
京
で
元
服
し

た
あ
と
す
ぐ
に
、
再
び
有
常
娘
の
前
に
戻
っ
て
き
た
業
平
の
有
常
娘
へ
の
求
婚
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
二
十
三
段
の
前
半
の
「
筒
井
筒
」

物
語
に
お
い
て
、
歌
の
贈
答
に
よ
っ
て
お
互
い
に
成
人
し
た
あ
と
結
婚
し
よ
う
と
約
束
し
た
二
人
の
姿
と
繋
が
る
新
た
な
物
語
化
の
方
向
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
筒
井
筒
」
の
物
語
を
収
め
る
二
十
三
段
前
半
の
本
文
を
引
用
す
る
と
、

　
　
む
か
し
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
出
で
て
あ
そ
び
け
る
を
、
大
ル
に
か
ゲ
に
げ
か
ぼ
、
お
と
こ
も
女
も
恥
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け

　
　
れ
ど
、
お
と
こ
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
。
女
は
こ
の
男
を
と
思
ひ
っ
・
、
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
ん
あ
り
け
る
。
さ
て
、
こ
の
隣
の
お
と

　
　
こ
の
も
と
よ
り
か
く
な
ん
。

　
　
　
筒
井
っ
の
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に

　
　
　
女
、
返
し
、

　
　
　
　
く
ら
べ
こ
し
振
分
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
あ
ぐ
べ
き

　
　
な
ど
い
ひ
く
て
、
つ
ゐ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
点
筆
者
一

と
あ
る
が
、
初
段
の
注
釈
と
の
繋
が
り
を
考
え
っ
っ
、
こ
の
本
文
を
読
め
ば
、
傍
点
部
の
「
大
人
に
な
り
に
け
れ
ば
」
は
、
ま
さ
に
初
段
の
「
平

の
京
（
平
安
京
）
に
て
男
に
成
」
っ
た
こ
と
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。
京
で
元
服
を
遂
げ
、
背
が
井
筒
の
高
さ
を
超
す
く
ら
い
成
長
し
て
帰
っ
て

一135一



き
た
業
平
は
、
有
常
娘
へ
の
恋
心
に
耐
え
ら
れ
ず
、
「
筒
井
筒
…
」
の
歌
を
贈
っ
て
プ
ロ
ポ
ー
ズ
し
た
の
で
あ
る
。
初
段
の
「
か
す
が
野
の
」

の
歌
が
恋
慕
の
告
白
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
正
式
の
求
婚
歌
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
即
ち
、
「
二
人
な
が
ら
五
才
に
な
り
し
時
、
井
づ
・
に

長
を
く
ら
べ
て
、
こ
れ
よ
り
た
か
く
な
り
た
ら
ん
時
、
夫
婦
た
ら
む
と
契
し
事
」
が
あ
っ
た
が
、
私
の
背
は
あ
な
た
を
見
な
い
う
ち
に
井
筒
の

高
さ
を
超
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
（
「
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に
」
）
か
ら
、
そ
の
幼
い
頃
の
約
束
通
り
夫
婦
に
な
ろ
う
と
、

元
服
の
自
覚
に
た
つ
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
行
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
答
え
て
有
常
娘
も
「
く
ら
べ
こ
し
…
」
の
歌
を
返
し
、
「
君
な

ら
ず
し
て
」
誰
の
た
め
に
結
婚
の
た
め
の
髪
上
げ
を
し
よ
う
か
と
、
そ
の
純
愛
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
有
常
娘
の
純
愛
に
は
、
業

平
が
京
へ
去
っ
た
間
も
た
だ
業
平
だ
け
を
待
ち
続
け
た
姿
、
す
な
わ
ち
「
人
待
つ
女
」
の
原
型
が
読
み
取
れ
る
。

（
4
）
結
婚
問
題
、

そ
し
て
結
婚

　
二
人
の
こ
う
し
た
結
婚
の
意
志
の
相
互
確
認
に
至
る
ま
で
に
は
、
十
段
本
文
の
「
父
は
こ
と
人
に
あ
は
せ
む
と
い
ひ
け
る
」
や
二
十
三
段
本

文
の
「
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
ん
あ
り
け
る
」
等
に
基
づ
く
物
語
化
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
別
の
結
婚
問
題
が
お
こ
っ
た
と
『
冷

泉
抄
』
は
説
く
。

　
十
段
の
注
釈
に
は
、

　
　
こ
と
人
に
あ
は
せ
ん
と
云
は
、
平
中
将
定
文
を
む
こ
に
と
ら
ん
と
す
る
也
。

と
、
父
の
紀
有
常
が
、
娘
の
婿
と
し
て
平
定
文
を
縁
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
二
十
三
段
の
注
釈
に
は
、

　
　
お
や
の
あ
は
す
れ
ど
も
き
か
ず
と
は
、
有
常
が
娘
は
平
の
定
文
に
あ
は
す
れ
ど
も
、
娘
こ
れ
を
き
か
ず
。
業
平
も
、
良
相
大
臣
の
知
耳
に
な
さ
ん
と
す
れ
ど
も
、

　
　
き
か
ざ
る
也
。

と
あ
っ
て
、
業
平
に
も
良
相
大
臣
の
娘
と
の
結
婚
問
題
が
も
ち
上
が
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
有
常
娘
の
結
婚
に
つ
い
て
は
母
の
有
常
妻
に
ふ

れ
て
、

　
　
母
は
あ
て
な
る
人
と
云
は
、
業
平
に
合
せ
ん
と
い
ふ
な
り
。
あ
て
な
る
人
と
は
、
よ
き
人
也
。
我
見
て
さ
へ
む
し
ん
に
て
か
け
つ
べ
き
程
に
、
と
て
も
夫
を

　
　
も
た
ば
此
男
を
娘
に
も
合
ば
や
と
思
ふ
な
り
。

一134一
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と
、
身
分
が
高
く
て
上
品
な
「
あ
て
な
る
人
」
の
業
平
を
見
て
、
も
し
自
分
に
夫
さ
え
い
な
い
身
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
母
親
自
ら
何
の
わ
だ
か

ま
り
な
く
飛
ん
で
行
っ
て
プ
ロ
ポ
ー
ズ
し
た
だ
ろ
う
が
、
と
て
も
自
分
に
は
結
婚
で
き
な
い
の
で
、
せ
め
て
娘
に
で
も
結
婚
さ
せ
た
い
と
思
う

く
ら
い
惹
か
れ
た
と
い
う
。
『
冷
泉
抄
』
は
こ
う
し
た
母
の
心
情
か
ら
娘
と
業
平
の
結
婚
を
画
策
し
た
こ
と
を
、
雁
を
使
っ
た
祭
り
に
託
し
て

説
明
す
る
。
即
ち
こ
の
祭
り
と
は
、

　
　
田
面
に
て
、
か
り
を
芦
の
根
に
て
つ
な
ぎ
て
、
茅
か
や
に
て
人
形
を
作
て
、
一
に
、
は
な
つ
べ
き
人
、
二
に
は
、
可
合
人
の
名
字
を
書
之
付
。
此
祭
を
し
て
、

　
　
さ
け
ん
と
思
ふ
男
女
の
方
へ
は
雁
を
む
け
ず
し
て
、
合
せ
ん
と
思
ふ
人
の
方
へ
雁
を
む
く
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
母
は
「
定
文
を
は
な
ち
て
、
業
平
を
合
せ
ん
」
と
い
う
心
情
で
、

　
　
有
常
が
妻
の
心
は
、
業
平
の
か
た
へ
一
向
に
雁
を
む
け
て
お
ひ
た
て
る
と
い
ふ
也
。
心
に
業
平
を
と
お
も
へ
る
を
、
如
此
い
ふ
也
。

と
、
業
平
と
娘
の
結
婚
を
切
に
願
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
十
段
に
お
い
て
は
、
娘
の
結
婚
相
手
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
有
常
夫
婦
の
意
見
の
対
立
が
描
か
れ
、
業
平
と
有
常
娘
二
人
が
結

ば
れ
る
ま
で
に
は
問
題
も
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
が
起
こ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
相
手
と
の
親
の
結
婚
話
に
一
向
に
耳
を
傾
け
な
か
っ

た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
二
人
の
愛
が
そ
れ
程
深
く
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
二
人
は
、
五
才
の
時
の
約
束
通
り
に
夫
婦
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
表
わ
す
の
が
、
二
十
三
段
の
「
本

意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
」
を
解
釈
し
た
、

　
　
ほ
い
の
ご
と
く
あ
ひ
ぬ
と
は
、
本
意
の
ご
と
く
夫
婦
と
な
る
を
い
ふ
な
り
。

で
あ
る
。
な
お
前
掲
の
四
十
一
段
の
注
釈
に
、

　
　
あ
て
な
る
男
も
た
る
と
は
、
業
平
な
り
。
彼
妻
の
姉
な
り
。

と
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
二
人
が
結
婚
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
四
十
一
段
の
物
語
を
有
常
娘
の
物
語
に
と
り
込
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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（
5
）
結
婚
生
活
－
有
常
の
家
の
没
落
と
結
婚
生
活
の
危
機
－

29

　
五
才
の
時
に
、
背
が
井
筒
の
高
さ
を
超
せ
ば
「
夫
婦
と
な
ら
む
」
と
約
束
し
て
、
や
が
て
京
と
奈
良
と
に
そ
れ
ぞ
れ
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て

住
ん
だ
が
、
有
常
娘
は
業
平
の
帰
郷
を
心
待
ち
し
、
親
が
別
の
男
と
の
結
婚
話
を
持
ち
出
し
て
も
拒
絶
し
、
幼
時
の
約
束
通
り
二
人
は
、
そ
の

「
本
意
の
ご
と
く
」
夫
婦
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
『
冷
泉
抄
』
は
、
十
一
才
の
時
東
寺
真
雅
僧
正
の
下
に
弟
子
入
り
し
て
以
来
、
十
六
才
で
元
服
し
て
奈
良
に
帰
郷
す
る
ま
で

の
長
い
間
、
業
平
は
幼
な
恋
な
ど
忘
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
解
釈
を
窺
わ
せ
る
。
と
い
う
の
は
、
奈
良
に
戻
っ
て
来
て
、
垣
問
か
ら

覗
い
た
有
常
娘
の
成
長
し
た
「
や
さ
し
き
」
姿
に
改
め
て
心
惹
か
れ
て
、
「
や
が
て
恋
し
き
心
に
な
」
り
、
「
有
常
が
娘
を
思
ひ
み
だ
る
・
事
」

に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
『
冷
泉
抄
』
に
お
け
る
業
平
の
恋
は
一
時
的
で
あ
り
、
気
ま
ぐ
れ
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
注
釈
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
段
本
文
の
「
い
ち
は
や
き
」
の
解
釈
に
お
い
て
、
『
知
顕
集
』
が
「
せ
ち
な
る
心
」
一
書
陵
部
本
）
「
せ
つ
な
り
と
い
ふ
こ
と
ば
」
一
島
原
文
庫

本
）
な
ど
と
、
業
平
の
切
な
い
真
心
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
『
冷
泉
抄
』
は
「
早
速
の
義
な
り
」
と
、
そ
の
外
面
的
な
す
ば
や
い

行
動
を
説
こ
う
と
す
る
の
も
、
業
平
の
そ
う
し
た
気
ま
ぐ
れ
な
と
こ
ろ
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
う
な
れ
ば
そ
の
場

限
り
の
愛
と
も
見
え
る
『
冷
泉
抄
』
に
お
け
る
業
平
の
愛
情
遍
歴
は
、
結
婚
後
間
も
な
く
有
常
の
家
が
没
落
す
る
と
同
時
に
始
ま
る
と
言
え
る
。

こ
れ
は
二
十
三
段
の
「
風
吹
け
ば
」
の
物
語
に
基
づ
く
解
釈
に
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
本
文
を
こ
こ
に
引
用
す
る
。

　
　
さ
て
、
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
た
よ
り
な
く
な
る
ま
・
に
、
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
と
て
、
か
う
ち
の
国
、
高
安
の
郡

　
に
、
い
き
か
よ
ふ
所
出
で
き
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の
女
、
悪
し
と
思
へ
る
け
し
き
も
な
く
て
、
出
し
や
り
け
れ
ば
、
お
と
こ
、
こ
と
心
あ
り

　
　
て
か
・
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、
前
栽
の
中
に
か
く
れ
ゐ
て
、
か
う
ち
へ
い
ぬ
る
顔
に
て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
よ
う
假
粧
じ
て
、
う
ち
な

　
が
め
て
、

　
　
　
風
吹
け
ば
沖
っ
白
浪
た
っ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん

　
と
よ
み
け
る
を
き
・
て
、
限
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
い
か
ず
な
り
に
け
り
。

　
こ
こ
で
「
女
、
親
な
く
た
よ
り
な
く
な
る
ま
ま
に
」
と
あ
る
こ
と
を
『
冷
泉
抄
』
は
、

　
彼
女
母
、
有
常
の
妻
あ
ま
に
な
つ
て
大
原
に
籠
る
を
い
ふ
な
り
。

と
説
明
す
る
。
『
冷
泉
抄
』
の
こ
の
段
の
注
釈
だ
け
で
は
彼
女
の
母
が
何
故
出
家
し
た
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
男
が
、
「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
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か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
」
と
、
女
と
諸
共
に
し
が
な
い
暮
ら
し
を
し
て
い
て
は
た
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
高
安
の
郡
の
女
に
通
お
う
と
し
た
と

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
女
の
実
家
が
経
済
的
な
没
落
を
迎
え
た
た
め
の
出
家
と
い
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
有
常
家
の
経
済
的
な
没
落
に
関
し
て
は
、
八
十
段
の
注
釈
に
お
い
て
、

　
お
と
ろ
へ
た
る
人
の
家
と
は
、
有
常
ま
づ
し
く
成
て
家
の
お
と
ろ
へ
た
る
を
い
ふ
也
。

と
明
ら
か
に
説
か
れ
て
お
り
、
二
十
三
段
に
お
け
る
母
の
出
家
も
、
本
文
の
「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
」
と
考
え
合
わ
せ

れ
ば
、
こ
の
八
十
段
に
説
か
れ
る
経
済
的
な
没
落
と
密
接
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
有
常
娘
の
実
家
の
経
済
的
な
没
落
は
、
業
平

に
と
っ
て
は
、
経
済
的
な
後
見
の
喪
失
を
も
意
味
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
新
た
に
経
済
的
な
援
助
を
求
め
て
、
「
か
う
ち
の
国
、
高
安
の
郡
」

の
新
し
い
女
に
通
お
う
と
し
た
。
こ
れ
を
『
冷
泉
抄
』
は

　
妻
に
い
ひ
合
て
高
安
の
こ
ほ
り
の
ぐ
ん
し
丹
波
介
佐
伯
忠
雄
が
娘
の
も
と
へ
通
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
線
筆
者
一

と
説
明
し
、
業
平
は
妻
に
相
談
し
て
通
い
始
め
た
と
い
う
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
新
し
い
女
に
通
う
こ
と
を
妻
の
有
常
娘
が
許
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
後
文
の
、

　
　
業
平
、
河
内
の
国
へ
行
を
あ
し
と
思
へ
る
気
ざ
し
の
な
き
を
、
け
惣
よ
く
し
て
と
い
ふ
な
り
。

と
も
繋
が
り
、
彼
女
の
心
の
内
奥
は
ど
う
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
表
面
的
な
「
気
ざ
し
」
は
、
許
諾
を
示
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
冷
泉
抄
』
は
、
業
平
の
河
内
行
を
経
済
的
な
理
由
だ
け
に
よ
る
と
は
と
ら
ず
、

　
　
河
内
へ
行
事
、
好
色
の
な
ら
ひ
に
て
、
一
中
略
）
好
色
を
面
に
立
る
也
。

と
、
経
済
的
な
理
由
よ
り
は
む
し
ろ
業
平
の
好
色
な
性
格
を
表
面
に
立
て
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
『
知
顕
集
』
の
業
平
像
と
異
な
る
と

こ
ろ
が
窺
え
る
の
で
あ
っ
て
、
『
冷
泉
抄
』
は
、
業
平
の
「
好
色
の
な
ら
ひ
」
即
ち
好
色
な
性
癖
を
一
貫
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
有
常
娘
に
と
っ
て
は
、
こ
の
事
件
は
、
結
婚
後
最
初
に
訪
れ
た
結
婚
生
活
の
危
機
と
言
え
る
。
様
々
な
不
安
を
抱
え
つ
つ
有
常
娘
は
夫
の
夜

道
を
案
じ
た
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
詠
み
、
河
内
へ
行
く
ふ
り
を
し
て
「
前
栽
の
中
に
か
く
れ
ゐ
て
」
こ
れ
を
聞
い
た
業
平
は
、
感
心
し
て
河

内
へ
行
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
妻
の
行
動
に
感
心
し
て
改
心
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
業
平
の
河
内
行
は
、
経
済
的
な
理
由
よ
り
は

む
し
ろ
心
の
問
題
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
夫
に
よ
る
別
の
女
性
へ
の
通
い
を
有
常
娘
が
「
あ
し
と
思
へ
る
気
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ざ
し
L
を
見
せ
ず
に
許
し
た
の
は
、
経
済
的
な
面
を
配
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
夫
の
業
平
は
、
経
済
的
な
貧
窮
よ
り
は
「
好
色
の
な
ら

ひ
」
に
よ
っ
て
通
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
『
冷
泉
抄
』
は
、
「
好
色
を
面
に
立
る
也
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
冷

泉
抄
』
は
、
後
に
詳
し
く
触
れ
る
が
、
同
じ
く
業
平
・
有
常
娘
の
話
と
す
る
十
七
段
や
二
十
四
段
の
注
釈
に
お
い
て
、
好
色
な
夫
業
平
が
長
い

間
の
孤
閨
生
活
を
強
い
る
こ
と
に
対
し
て
一
抹
の
恨
み
を
抱
き
、
ま
た
京
で
別
の
女
と
恋
愛
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
を
「
無
本
意
」
に
思
っ
た

と
す
る
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
解
釈
を
受
け
て
か
、
『
冷
泉
抄
』
の
影
響
が
著
し
い
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
で
は
、
こ
の
二
十

三
段
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
有
常
娘
は
「
う
ら
み
く
ひ
」
る
心
情
で
詠
ん
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
有
常
娘
の
心
の
揺
れ

に
関
す
る
こ
う
し
た
解
釈
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
の
「
風
吹
け
ば
」
の
物
語
が
謡
曲
『
井
筒
』
の
重
要
な
話
材
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
に
解
釈
さ
れ
る
「
う
ら
み
く
ひ
」
る
心
情
に
こ
そ
、
本
曲
の
シ
テ
の
人
物
像
に
迫
る
た
め
の
手

が
か
り
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
冷
泉
抄
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
業
平
は
、
宮
仕
え
す
る
身
な
の
で
妻
の
有
常
娘
の
許
を
再
び
去
っ
て
京
へ
帰
っ
た
と
す
る
。

こ
れ
は
二
十
段
の
注
釈
に
お
い
て
、

　
　
宮
仕
す
る
人
な
れ
ば
か
へ
る
と
は
、
業
平
、
奈
良
に
久
敷
ゐ
て
京
に
帰
る
也
。

と
あ
る
と
こ
ろ
と
、
二
十
四
段
の
注
に
、

　
　
男
宮
仕
し
に
と
て
、
別
を
し
み
て
い
に
け
り
と
は
、
文
徳
の
御
時
、
業
平
宮
仕
し
に
、
平
の
京
へ
行
を
い
ふ
也
。

と
あ
る
と
こ
ろ
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
十
段
や
二
十
四
段
は
そ
れ
ぞ
れ
「
有
常
が
な
ら
に
住
け
る
に
、
其
娘
の
も
と
に
、
業
平
始
て
よ

ば
ひ
け
る
時
の
事
也
。
」
一
二
十
段
一
「
有
常
、
大
和
に
す
み
し
時
、
業
平
彼
知
耳
に
て
ゐ
た
り
し
時
の
事
也
。
」
一
二
十
四
段
一
等
と
同
次
元
の
話

と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
一
段
の
「
平
城
の
京
、
春
日
の
里
」
で
の
出
来
事
と
も
そ
の
地
名
の
同
一
性
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
宮
仕
え
し
に
業
平
が
京
へ
去
っ
た
こ
と
は
、
十
七
段
の
注
釈
に
も
、

　
　
年
頃
音
づ
れ
ざ
り
け
る
と
い
ふ
は
、
業
平
宮
仕
に
京
へ
行
て
、
彼
二
条
の
后
の
事
故
に
、
東
山
に
押
籠
ら
れ
て
、
三
と
せ
こ
ね
ば
、
年
比
と
云
也
。
又
云
、

　
　
貞
観
十
三
年
の
花
盛
に
京
到
し
が
、
二
条
の
后
の
事
に
よ
り
て
、
東
山
に
押
籠
ら
れ
て
、
三
年
ま
で
、
有
常
が
娘
の
本
へ
と
い
か
ぬ
を
、
年
比
と
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
線
筆
者
）
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と
あ
っ
て
、
各
章
段
を
矛
盾
な
く
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
注
釈
家
の
意
図
が
歴
然
と
見
え
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
引
用
文
に

は
、
宮
仕
え
し
に
京
へ
行
っ
た
業
平
が
二
条
の
后
と
い
う
天
皇
の
御
妻
－
業
平
か
ら
す
れ
ば
別
の
女
だ
が
－
と
恋
愛
事
件
を
起
こ
し
た
と
い
う

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
二
十
三
段
の
話
と
の
繋
が
り
に
添
っ
て
考
え
を
進
め
れ
ば
、
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
に
心
を
打
た
れ
て
改
心

し
た
後
間
も
な
く
、
業
平
の
「
好
色
の
な
ら
ひ
」
が
あ
ら
た
め
て
頭
を
も
た
げ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
『
冷
泉
抄
』
の
注
釈
に
よ
る
限
り
、
夫

の
こ
う
し
た
好
色
性
は
、
既
に
妻
に
よ
っ
て
察
知
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
二
十
段
の
「
大
和
に
あ
る
女
」
の
返

歌
の
「
い
つ
の
間
に
う
つ
ろ
ふ
色
の
つ
き
ぬ
ら
ん
君
が
里
に
は
春
な
か
る
ら
し
」
を
解
し
た
次
の
注
釈
に
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
窺
え
る
か
ら
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
い
つ
の
ま
に
う
つ
ろ
ふ
色
の
つ
き
ぬ
ら
ん
と
は
、
我
を
ふ
か
く
お
も
ふ
と
は
い
へ
ど
も
、
小
町
に
あ
は
む
と
て
、
我
に
は
秋
に
て
の
ぼ
り
給
ふ
程
に
、
御
心

　
　
の
色
の
秋
な
る
よ
り
や
が
て
も
み
ぢ
し
ぬ
。
我
を
思
ふ
春
は
な
し
と
い
へ
る
な
り
。

　
こ
れ
は
業
平
が
妻
へ
の
深
い
恋
情
を
紅
葉
に
た
と
え
て
贈
っ
た
「
君
が
た
め
た
お
れ
る
枝
は
春
な
が
ら
か
く
こ
そ
秋
の
も
み
ぢ
し
に
け
れ
」

の
歌
に
答
え
た
返
歌
の
解
釈
で
あ
る
が
、
「
我
を
ふ
か
く
お
も
ふ
と
は
い
へ
ど
も
、
小
町
に
あ
は
む
と
て
、
我
に
は
秋
に
て
の
ぼ
り
給
ふ
」
と
い
っ

た
と
こ
ろ
に
は
、
夫
へ
の
強
い
不
信
感
が
描
か
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
な
た
が
私
を
深
く
愛
す
る
と
は
言
っ
て
い
ま

す
が
、
小
町
と
い
う
別
の
女
の
許
に
通
お
う
と
し
て
、
私
に
は
も
は
や
飽
き
て
こ
の
秋
に
京
へ
上
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
、
夫
の
真
心
を
疑
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
他
な
ら
ぬ
業
平
の
常
日
頃
の
「
好
色
の
な
ら
ひ
」
を
気
に
か
け
る
妻
の
心
情
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
た
だ
し
、
こ
の
解
釈
で
い
う
「
小
町
」
と
は
、
十
八
・
三
十
七
・
四
十
二
・
六
十
・
百
十
三
段
等
に
「
小
野
小
町
」
と
い
う
具
体
的
な
名
が

見
え
る
か
ら
、
中
世
語
と
し
て
の
若
く
美
し
い
女
性
と
い
う
意
で
は
な
く
、
業
平
・
小
町
の
恋
愛
謂
の
中
の
小
野
小
町
と
見
て
よ
い
。
従
っ
て
、

こ
の
二
十
段
の
「
小
町
に
あ
は
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
『
冷
泉
抄
』
に
散
見
さ
れ
る
こ
の
二
人
の
恋
愛
謂
を
背
景
と
し
た
注
釈
と
見
な
く
て

は
な
る
ま
い
。
一

　
さ
て
、
前
述
の
よ
う
な
有
常
娘
の
危
倶
の
念
は
、
業
平
が
二
条
の
后
高
子
と
の
恋
愛
事
件
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
化
し
た
わ
け
で
あ

る
が
、
四
段
の
注
に
お
い
て
、

　
　
二
条
后
た
“
人
に
て
お
は
せ
し
時
、
業
平
夫
婦
の
契
有
け
る
に
、
思
ひ
の
外
に
后
に
成
て
お
は
す
る
に
忍
て
か
よ
へ
ば
、
本
意
な
ら
ず
し
て
通
と
云
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
二
条
の
后
に
通
い
始
め
た
頃
に
は
、
高
子
が
ま
だ
后
に
な
る
前
の
「
た
“
人
」
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
「
思
ひ
の
外
に
」
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后
と
な
っ
て
業
平
の
恋
に
殴
朋
り
が
さ
さ
れ
、
忍
ぶ
恋
を
強
い
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
設
定
が
六
十
五
段
の
注
釈
に
も
見
え
る
が
、

「
二
条
の
后
未
だ
女
御
だ
ち
に
て
座
し
時
の
事
」
と
ま
だ
后
に
な
る
前
の
こ
と
と
し
、
「
二
条
后
と
業
平
と
忍
て
あ
ひ
給
け
る
」
と
二
人
の
密

会
を
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
二
条
の
后
へ
の
業
平
の
恋
情
は
、
四
段
の
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
業
平
の
失
恋
談
に
も
窺
え
る
よ
う

に
、
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
六
十
五
段
の
注
釈
に
、

　
里
へ
行
と
は
、
二
条
后
の
御
も
と
へ
、
業
平
あ
ま
り
に
し
げ
く
通
ふ
問
、
か
く
て
は
あ
し
か
り
な
ん
と
て
御
里
長
良
卿
の
宿
所
へ
座
す
也
。
内
裏
に
て
は
皆

　
京
を
里
と
い
ふ
な
り
。

と
、
宮
中
で
は
業
平
が
二
条
の
后
の
と
こ
ろ
へ
忍
ん
で
通
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
頻
繁
な
の
で
、
后
は
里
下
り
し
て
、
実
家
で
あ
る
長

良
卿
の
と
こ
ろ
へ
預
け
ら
れ
た
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
業
平
の
そ
う
し
た
頻
繁
な
忍
び
通
い
は
や
が
て
発
覚
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
二
条
后
の
里
下
り
は
后
へ
の
讃
責
と
し
て
の
処
置
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
処
罰
は
業
平
に
も
及
ん
だ
。
十
七
段
の
注
釈
に
お
い
て
、

　
　
二
条
の
后
の
事
に
よ
り
て
、
東
山
に
押
籠
ら
れ
て
、
三
年
ま
で
、
，
有
常
が
娘
の
本
へ
と
い
か
ぬ

と
あ
る
こ
と
や
、
二
十
四
段
の
注
釈
に
、

　
　
三
年
こ
ざ
り
け
り
と
は
、
二
条
の
后
の
御
事
故
に
、
忠
仁
公
に
あ
づ
け
を
か
れ
て
、
ゆ
か
ざ
る
を
い
ふ
也
。

と
あ
る
こ
と
な
ど
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
業
平
の
身
柄
は
、
忠
仁
公
藤
原
良
房
に
よ
っ
て
東
山
に
三
年
も
の
長
い
間
押
し
込
め
ら
れ
た
。
こ

の
業
平
へ
の
講
責
は
、
二
十
四
段
の
注
釈
な
ど
か
ら
「
勅
勘
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
東
山
に
押
し
込
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
六
十
五
段
の
注
釈
に
お
い
て
も
、

　
　
此
男
を
ば
な
が
し
っ
か
は
す
と
い
ふ
は
、
東
山
に
を
し
こ
む
る
な
り
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
『
冷
泉
抄
』
は
、
こ
の
二
条
の
后
と
の
恋
愛
事
件
に
よ
る
三
年
問
の
監
禁
生
活
の
た
め
、
業
平
は
妻
の
有
常
娘
の
許
へ
行

け
な
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
業
平
が
妻
の
許
へ
帰
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
単
に
こ
の
監
禁
だ
け
に
よ
る
も
の
と
は
限
れ
ま
い
。
こ
れ
ま
で

指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
業
平
の
好
色
性
に
添
っ
て
考
え
を
進
め
る
限
り
、
東
山
で
の
束
縛
生
活
に
よ
ら
ず
と
も
、
業
平
の
有
常
娘
へ
向
け
る
足

取
り
は
途
絶
え
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
二
条
の
后
と
の
恋
愛
謂
と
す
る
六
十
五
段
に
お
い
て
も
、
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此
男
女
方
ゆ
る
さ
れ
た
り
け
る
と
は
、
業
平
は
宮
の
御
子
に
て
座
せ
ば
、
内
裏
の
内
は
い
づ
く
を
も
き
ら
は
ず
、
女
御
后
の
座
す
所
を
も
ゆ
る
さ
れ
て
座
す

　
　
を
い
ふ
な
り
。
或
は
唯
業
平
好
色
に
長
ず
る
義
を
い
ふ
と
も
申
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
線
筆
者
一

と
、
業
平
の
好
色
性
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
す
る
解
釈
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
前
に
も
触
れ
た
通
り
、
結
婚
後
間
も
な
い
有
常
娘
の
実
家
の
没
落
に
か
こ
つ
け
て
業
平
の
別
の
女
へ
の
通
い
が
始
ま
っ
た
の
が
、
有
常
娘
に

と
っ
て
は
最
初
に
接
し
た
結
婚
生
活
の
危
機
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
が
、
業
平
の
色
好
み
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宮
仕
え
し
に
京
へ
上
っ
た

後
も
再
び
別
の
女
と
の
恋
愛
事
件
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
五
才
の
時
の
幼
な
恋
の
解
釈
に
も
、
業
平
の
「
好

色
の
道
に
長
ぜ
る
」
性
癖
が
当
て
は
め
ら
れ
た
が
、
こ
う
し
た
業
平
の
好
色
性
は
、
結
婚
後
に
お
い
て
も
、
別
の
女
へ
の
通
い
の
形
で
発
揮
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
冷
泉
抄
』
に
お
け
る
有
常
娘
の
結
婚
生
活
は
、
業
平
の
好
色
性
に
よ
っ
て
揺
る
が
さ
れ
、
っ
い
に
は
破
綻

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
6
）
結
婚
生
活
の
破
綻

　
二
条
の
后
と
の
恋
愛
事
件
を
起
こ
し
た
た
め
、
忠
仁
公
に
よ
っ
て
業
平
が
東
山
に
押
し
込
め
ら
れ
た
と
い
う
三
年
間
、
有
常
娘
は
閨
怨
を
堪

え
な
が
ら
待
っ
て
い
た
、
と
す
る
話
が
十
七
段
の
注
釈
に
描
か
れ
て
い
る
。
■

　
先
ず
こ
こ
に
十
七
段
の
本
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
　
年
ご
ろ
を
と
づ
れ
ざ
り
け
る
人
の
、
桜
の
さ
か
り
に
見
に
来
た
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
、

　
　
　
あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り

　
　
返
し
、

　
　
　
け
ふ
来
ず
は
あ
す
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
見
ま
し
や
　
　
　
　
　
．

　
こ
の
短
い
章
段
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
『
冷
泉
抄
』
は
、
次
の
よ
う
な
二
十
四
段
の
注
釈
と
結
び
付
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
待
わ
ひ
た
り
け
る
に
、
い
と
ね
ん
こ
ろ
に
あ
は
ん
と
い
へ
ぱ
今
宵
あ
は
ん
と
云
は
、
仁
明
天
皇
御
子
つ
ね
や
す
の
親
王
を
、
あ
こ
が
夫
に
し
奉
ら
ん
と
て
、

　
　
こ
よ
ひ
や
く
そ
く
し
た
り
け
る
夜
、
業
平
勅
勘
ゆ
り
て
き
た
れ
る
也
。
或
本
云
、
今
夜
あ
は
ん
と
い
ふ
と
は
、
業
平
三
と
せ
こ
ざ
り
け
れ
ば
、
さ
の
み
ひ
と

　
　
り
あ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
と
て
、
さ
が
の
天
皇
十
三
の
御
子
つ
ね
み
の
親
王
、
あ
こ
が
夫
に
し
奉
ら
ん
と
し
け
る
夜
、
業
平
ち
よ
つ
か
ん
ゆ
り
て
来
な
り
。
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一
傍
線
筆
者
一

　
っ
ま
り
、
業
平
が
三
年
間
も
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
、
長
す
ぎ
る
孤
閨
の
生
活
に
耐
え
き
れ
ず
、
「
ま
ち
わ
び
」
て
、
「
さ
の
み
ひ
と
り
あ
る
べ

き
に
も
あ
ら
ず
」
即
ち
「
そ
う
い
つ
ま
で
も
一
人
で
一
待
っ
て
一
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
思
っ
て
、
別
の
男
を
新
し
い
夫
と
し
て
迎
え
入

れ
よ
う
と
し
た
と
『
冷
泉
抄
』
は
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
十
七
段
の
注
釈
の
末
尾
に
お
い
て
、

　
　
新
枕
す
れ
と
よ
め
る
に
て
聞
へ
た
り

と
い
っ
た
文
句
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
十
四
段
は
十
七
段
と
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
十
七
段
と
同
次
元
に
お
い
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
話
と
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
「
年
ご
ろ
を
と
づ
れ
ざ
り
け
る
」
と
い
う
の
は
、
業
平
が
三
年
間
の
束
縛
生
活
に
よ
っ
て
有
常
娘
の
許
へ
行
け
な
か
っ
た
と
説
明

さ
れ
る
事
柄
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
短
い
章
段
の
背
景
に
は
、
夫
の
帰
り
を
待
ち
続
け
て
三
年
も
経
っ
た
有
常
娘
が
、

あ
ま
り
に
も
長
い
孤
閨
な
の
で
待
ち
き
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
情
況
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
「
あ
だ
な
り
と
…
」
の
歌
を
詠
ん
だ
有
常
娘
の
心
情
を
捉
え
て
、
長
い
問
来
な
い
こ
と
に
対
す
る
恨
み
の
吐
露
を
読
み
取
る
次
の
よ

う
な
解
釈
が
見
え
る
と
こ
ろ
は
注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
8
一

　
　
久
敷
こ
ぬ
と
う
ら
む
る
為
に
、
あ
る
じ
の
心
を
と
ら
む
と
て
、
一
向
に
花
の
う
へ
斗
を
、
さ
あ
ら
ぬ
由
に
て
詠
ぜ
る
に
や
と
お
ほ
へ
た
り
。
今
日
来
た
れ
ば

　
　
盛
な
る
花
と
も
見
つ
れ
、
明
日
、
雪
と
見
て
は
、
我
身
も
花
も
曲
な
し
と
い
へ
る
に
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
線
筆
者
）

　
こ
の
注
釈
は
、
そ
の
「
あ
だ
な
り
と
…
」
の
歌
を
詠
ん
で
業
平
を
責
め
た
て
た
と
こ
ろ
、
業
平
が
「
け
ふ
来
ず
は
…
」
の
歌
に
よ
っ
て
恨
み

返
し
た
こ
と
を
説
明
し
た
部
分
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
見
え
る
有
常
娘
の
「
恨
み
」
は
、
『
冷
泉
抄
』
に
お
け
る
有
常
娘
像
を
考
え
る
点
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
有
常
娘
は
、
い
っ
ま
で
も
至
純
な
恋
心
を
保
ち
な
が
ら
業
平
を
待
ち
続
け
た
の
で
は
な
く
、
耐
え
き
れ
な
い
ほ
ど
長
い
孤
閨
生
活
を
強

い
る
業
平
に
対
し
て
一
抹
の
恨
み
を
抱
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
注
釈
は
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
有
常
娘

の
心
の
内
奥
に
は
閨
怨
が
芽
生
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
ま
た
、
二
十
四
段
の
注
に
お
い
て
、
三
年
問

も
帰
っ
て
こ
な
い
業
平
を
「
待
ち
わ
び
」
て
、
「
さ
の
み
ひ
と
り
あ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
、
孤
閨
に
耐
え
き
れ
な
い
こ
と
を
吐
露
し
た
と

す
る
と
こ
ろ
と
も
緊
密
に
繋
が
る
。
二
人
で
「
い
ひ
あ
は
せ
て
」
河
内
の
高
安
の
女
の
も
と
に
夫
を
行
か
せ
た
時
は
、
表
面
的
な
「
気
ざ
し
」
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に
は
許
諾
を
示
せ
た
有
常
娘
で
あ
っ
た
が
、
三
年
間
も
の
長
い
孤
閨
生
活
に
は
耐
え
き
れ
ず
、
心
の
中
に
秘
め
て
き
た
「
恨
み
」
を
も
あ
ら
わ

に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
二
十
四
段
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
「
待
ち
わ
び
」
て
「
さ
の
み
ひ
と
り
あ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
寂
し
さ
に
く
ず
お
れ
て
い
た

折
、
「
い
と
ね
ん
ご
ろ
に
い
ひ
け
る
人
」
が
近
づ
い
て
来
た
の
で
あ
り
、
こ
の
男
が
「
仁
明
天
皇
御
子
っ
ね
や
す
の
親
王
」
だ
っ
た
と
『
冷
泉
抄
』

は
説
明
す
る
。
そ
し
て
こ
の
男
を
迎
え
入
れ
て
新
た
に
新
枕
に
至
っ
た
そ
の
夜
、
勅
勘
を
許
さ
れ
た
業
平
が
有
常
娘
の
許
に
帰
っ
て
き
て
、
「
こ

の
戸
あ
け
た
ま
へ
」
と
門
を
叩
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
ま
り
に
も
悲
劇
的
な
運
命
の
い
た
ず
ら
に
直
面
し
た
彼
女
は
、
さ
り
と
て
門
を
開
け

る
わ
け
に
も
行
か
ず
、
開
け
な
い
ま
ま
に
「
あ
ら
た
ま
の
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
た
“
今
宵
こ
そ
に
ゐ
ま
く
ら
す
れ
」
の
歌
を
詠
ん
で
、
外

に
い
る
男
に
差
し
出
す
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
時
の
状
況
を
『
冷
泉
抄
』
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
業
平
二
条
の
后
の
御
事
故
に
、
勅
勘
を
蒙
れ
ば
、
有
常
が
女
の
為
に
は
、
無
意
思
ひ
て
来
り
け
れ
ど
も
、
無
左
右
う
ち
と
け
ざ
り
け
る
を
、
戸
も
あ
け
で

　
　
と
い
ふ
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
線
筆
者
）

　
こ
こ
で
傍
線
の
部
分
を
訳
す
と
、
「
有
常
娘
に
と
っ
て
は
、
一
別
の
女
と
恋
愛
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
を
）
不
本
意
に
思
っ
て
、
一
業
平
が
）
帰
っ

て
き
た
け
れ
ど
も
、
た
め
ら
っ
て
打
ち
解
け
な
か
っ
た
」
と
な
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
二
条
の
后
と
の
恋
愛
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
に
対
す
る
有

常
娘
の
不
満
が
漂
わ
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
有
常
娘
の
閨
怨
は
、
単
に
長
い
問
夫
が
帰
っ
て
こ
な
い
こ
と
だ
け
に
限
ら
ず
、
自
分
を
去
っ

て
別
の
女
に
通
っ
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

　
前
引
の
十
七
段
は
、
こ
の
よ
う
な
物
語
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
彼
女
の
心
情
と
は
う
ら
は
ら
に
、
業
平
は
却
っ
て
彼
女
の

「
あ
だ
な
る
」
と
こ
ろ
を
責
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
冷
泉
抄
』
は
、

　
　
有
常
が
娘
を
、
も
と
あ
だ
な
る
と
業
平
い
ひ
た
る
が
、
あ
だ
な
ら
ば
、
か
く
ま
れ
成
人
を
ば
ま
た
じ
、
三
年
を
待
っ
け
た
れ
ば
と
云
也
。

と
解
釈
し
、
三
年
聞
も
待
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
彼
女
の
「
あ
だ
」
で
な
い
こ
と
を
弁
護
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
有
常
娘
を
「
人
待
つ
女
」

と
造
形
す
る
姿
勢
が
こ
の
解
釈
と
響
き
合
う
。
こ
こ
で
「
三
年
」
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
述
の
業
平
が
東
山
に
押
し
込
め
ら
れ

て
い
た
期
間
と
し
て
、
二
十
四
段
の
「
三
年
」
と
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
態
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
い
え
ば
、
こ
の
「
三
年
」
と
い
う

の
は
、
『
知
顕
集
』
系
諸
本
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
期
間
で
あ
る
。
『
知
顕
集
』
に
お
け
る
好
色
で
真
心
が
な
い
「
あ
だ
」
な
有
常
娘
の
姿
の
強
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調
と
は
対
躁
的
な
人
物
像
の
解
釈
と
言
え
る
。

　
『
冷
泉
抄
』
に
描
か
れ
る
真
心
の
あ
る
有
常
娘
の
イ
メ
i
ジ
は
、
二
十
四
段
の
注
釈
に
お
い
て
、
「
女
の
う
け
じ
と
て
こ
ざ
り
け
れ
ば
、
業

平
出
て
い
な
ん
と
し
け
る
時
」
に
彼
女
が
詠
ん
だ
と
す
る
「
梓
弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
昔
よ
り
心
は
君
に
よ
り
に
し
物
を
」
の
歌
の
解
釈
に
お
い

て
も
、

　
あ
づ
さ
ゆ
み
ひ
け
ど
ひ
か
ね
ど
と
は
、
君
が
我
に
逢
時
も
あ
は
ぬ
時
も
、
心
は
君
に
よ
る
と
い
ふ
也
。

と
、
一
貫
し
て
窺
え
る
。
夫
が
京
で
別
の
女
と
の
恋
愛
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
を
「
無
本
意
」
に
思
っ
た
こ
と
も
、
夫
へ
の
愛
情
が
あ
っ
て
こ

そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
、
有
常
娘
の
業
平
へ
の
こ
う
し
た
心
情
に
は
、
愛
情
と
恨
み
が
絢
い
交
ぜ
に
さ
れ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
有
常
娘
の
夫
へ
の
切
な
い
思
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
の
業
平
は
、
「
梓
弓
真
弓
槻
弓
年
を
へ
て
わ
が
せ
し
が
ご
と

う
る
は
し
み
せ
よ
」
の
歌
を
残
し
て
去
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
『
冷
泉
抄
』
で
は
、

　
　
あ
づ
さ
弓
ま
ゆ
み
つ
き
ゆ
み
と
は
、
三
張
の
弓
也
。
三
張
の
弓
は
、
三
春
也
。
三
春
は
、
三
年
也
。
三
年
あ
は
ぬ
事
を
い
ふ
也
。

と
あ
り
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
9
一

　
　
我
せ
し
か
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ
と
は
、
か
ご
と
と
云
に
、
二
の
義
有
。
常
に
は
む
つ
ご
と
也
。
是
は
ち
か
ご
と
也
。

と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
従
っ
て
こ
の
歌
を
訳
す
と
、
「
三
年
間
会
わ
ず
に
過
ご
し
て
き
た
が
、
一
そ
う
心
変
わ
り
せ
ず
に
）
か
つ
て
私
と
結
ん
だ

約
束
通
り
に
愛
情
を
示
せ
よ
」
の
意
と
な
ろ
う
。
男
は
却
っ
て
女
の
変
身
を
詰
る
歌
を
残
し
て
去
っ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
結
婚

生
活
の
破
綻
、
さ
ら
に
は
「
筒
井
筒
」
の
物
語
に
端
を
発
す
る
二
人
の
長
い
間
の
恋
物
語
の
終
焉
を
予
見
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
、
二
人
の
間
の

深
い
亀
裂
が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
去
っ
て
行
こ
う
と
す
る
業
平
に
対
し
て
有
常
娘
は
、
「
梓
弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
…
」
の
歌
を
詠
ん
で
、
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
訴
え

て
留
め
よ
う
と
す
る
が
、
業
平
は
そ
の
ま
ま
去
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
有
常
娘
は
、
恋
の
終
末
が
「
い
と
か
な
し
く
て
」
、
男
の
後
を
追
っ
て
行
っ

た
が
追
い
つ
け
ず
、
「
清
水
の
あ
る
所
」
に
う
ち
伏
し
て
泣
い
た
と
す
る
。

　
『
冷
泉
抄
』
は
こ
の
場
面
を
、

　
有
常
が
家
の
前
に
清
水
の
有
所
ま
で
の
っ
か
似
、
追
て
行
ど
も
、
と
ま
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
そ
こ
に
打
臥
て
な
き
け
り
。
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と
説
明
す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
「
清
水
の
あ
る
所
」
が
「
有
常
が
家
の
前
」
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
つ
・
い
づ
・
の
場
所
」
だ

と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
な
ら
ぬ
二
十
三
段
の
「
筒
井
筒
」
の
物
語
の
ゆ
か
り
の
地
そ
の
も
の
を
さ
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
二
十
三
段
と
こ

の
二
十
四
段
の
話
を
密
接
に
結
び
付
け
る
仕
組
み
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
二
人
の
恋
物
語
の
始
発
と
終
焉
の
有
様
を
「
つ
・
い
づ
・
の
場
所
」

の
上
に
同
時
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
業
平
は
そ
の
「
つ
・
い
づ
・
の
場
所
」
に
止
ま
ら
ず
過
ぎ
去
っ
て
行
く
が
、
一
方
の
有
常
娘
は
「
そ

こ
に
打
臥
て
な
き
け
り
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
人
の
行
動
に
お
け
る
こ
の
食
い
違
い
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
冷
泉
抄
』
に
説
か
れ
た
好

色
で
真
心
の
な
い
業
平
像
と
、
夫
の
帰
り
を
待
ち
続
け
た
有
常
娘
像
を
象
徴
す
る
行
動
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
つ
・
い
づ
・
の
場
所
」

を
そ
の
ま
ま
過
ぎ
去
る
業
平
の
姿
に
は
、
色
好
み
で
あ
る
が
故
に
こ
れ
か
ら
も
引
き
続
く
彼
の
果
て
し
な
き
愛
情
遍
歴
が
象
徴
さ
れ
、
そ
こ
に

執
心
あ
り
気
に
う
ち
伏
し
て
泣
き
ひ
し
が
れ
る
有
常
娘
の
姿
に
は
、
愛
の
宿
命
を
見
透
か
し
て
い
つ
ま
で
も
そ
こ
を
離
れ
ま
い
と
す
る
切
な
い

情
念
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
「
つ
・
い
づ
・
の
場
所
」
と
は
、
業
平
に
と
っ
て
は
愛
の
遍
歴
の
途
上
の

過
ぎ
去
る
一
地
点
に
す
ぎ
ず
、
一
方
の
有
常
娘
に
と
っ
て
は
、
恋
の
始
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
帰
結
点
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
愛
の
終
末
を
目
の
当
た
り
に
し
た
有
常
娘
の
様
子
を
、
『
冷
泉
抄
』
は
、

　
　
そ
こ
に
て
い
た
づ
ら
に
成
に
け
り
と
は
、
死
た
る
に
は
非
ず
。
業
平
の
ふ
り
捨
て
行
を
見
て
、
い
た
む
ま
じ
き
か
ほ
に
な
る
を
い
ふ
也
。
さ
れ
ば
い
た
づ
ら

　
　
な
り
。

と
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
た
づ
ら
に
成
に
け
り
」
が
、
死
ん
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
業
平
が
振
り
捨
て
て
去
っ
て
行
く
の
を
見
て

決
し
て
傷
つ
け
ら
れ
ま
い
と
す
る
表
情
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
死
ん
だ
と
す
る
よ
り
は
、

愛
の
終
り
の
辛
さ
に
堪
え
る
姿
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
・
永
遠
に
待
ち
続
け
る
果
て
し
な
き
情
念
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
有
常
娘
は
、
永
遠
に
「
人
待
つ
女
」
で
あ
り
つ
づ
け
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
有
常
娘
の
恋
は
、
「
つ
・
い
づ
・
の
場
所
」

に
お
い
て
美
し
く
始
ま
り
、
「
つ
・
い
づ
・
の
場
所
」
に
お
い
て
悲
劇
的
に
終
っ
た
こ
と
を
、
『
冷
泉
抄
』
は
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
『
冷
泉
抄
』
に
描
か
れ
る
有
常
娘
の
一
代
記
を
通
し
て
、
業
平
と
か
か
わ
り
合
っ
て
生
き
た
そ
の
女
人
像
を
辿
っ
て
み
た
。
み
て
き

た
よ
う
に
、
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
の
解
釈
の
方
法
と
し
て
の
、
新
た
な
物
語
化
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
の
注
釈
の
方
法
は
、
一
篇

一
篇
の
物
語
の
解
釈
を
、
こ
の
新
た
な
物
語
化
の
方
向
と
相
互
に
媒
介
さ
せ
る
か
た
ち
で
施
し
て
ゆ
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
新
た
な
物
語
化
の
方
向
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
注
釈
の
方
法
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
注
釈
が

主
で
あ
る
た
め
に
、
新
た
な
物
語
化
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
自
体
で
自
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
た
な
物
語
化
の
中
に
す
べ

て
の
話
が
整
合
的
に
集
約
さ
れ
る
と
い
う
強
い
吸
引
力
は
も
て
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
追
跡
し
て
き
た
有
常
娘
の
一
代
記
と
は
必
ず

し
も
整
合
的
で
は
な
い
、
い
わ
ば
異
な
る
物
語
化
と
も
言
う
べ
き
方
向
が
同
じ
注
釈
書
の
中
で
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
方
向

の
注
釈
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

　
そ
の
異
な
る
物
語
化
の
方
向
に
支
え
ら
れ
た
注
釈
と
は
、
十
九
段
に
お
い
て
、

　
　
相
し
る
と
は
、
有
常
が
娘
を
阿
子
と
て
染
殿
后
御
内
に
行
て
仕
る
を
、
業
平
、
彼
女
に
忍
び
く
通
ひ
け
る
を
い
ふ
な
り
。

と
あ
る
こ
と
と
、
三
十
九
段
の
注
釈
に
お
い
て
、

　
　
女
車
に
相
の
り
て
と
は
、
有
常
が
娘
と
同
車
し
た
る
を
い
ふ
也
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
有
常
娘
の
京
へ
の
出
仕
説
を
さ
す
。
つ
ま
り
、
十
九
段
の
注
釈
の
こ
の
引
用
文
に
従
う
限
り
、
有
常
娘
は
、
常

時
「
春
日
の
里
」
の
父
邸
に
と
ど
ま
っ
て
業
平
の
来
訪
を
待
ち
続
け
る
立
場
で
は
な
く
な
り
、
京
の
染
殿
后
邸
に
女
房
と
し
て
出
仕
し
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
・
な
お
、
三
十
九
段
の
注
釈
に
見
え
る
「
女
車
」
も
宮
仕
え
す
る
女
房
の
車
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
、
こ
の

十
九
段
の
注
に
は
、

　
　
山
の
風
と
は
王
也
。
王
を
ば
風
と
云
。
一
中
略
）
さ
れ
ば
、
我
が
ゐ
る
山
と
は
、
わ
が
ゐ
る
内
裏
の
王
の
通
ひ
給
ふ
女
の
な
・
れ
ば
、
よ
そ
に
の
み
見
る
と

　
　
い
ふ
な
り
。
是
は
、
彼
女
に
、
光
孝
天
皇
の
い
ま
だ
親
王
に
て
の
時
、
通
は
せ
給
ひ
し
に
お
そ
れ
て
通
は
ず
と
い
ふ
な
り
。

と
あ
り
、
彼
女
に
「
い
ま
だ
親
王
に
て
の
時
」
め
光
孝
天
皇
と
い
う
別
の
男
が
通
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
年
間
も
孤
閨
を
守
り

業
平
の
帰
り
を
待
ち
続
け
た
あ
げ
く
、
あ
ま
り
に
も
長
い
孤
閨
の
寂
し
さ
に
く
ず
お
れ
、
新
し
い
夫
を
迎
え
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
る
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十
七
段
や
二
十
四
段
の
注
釈
に
お
け
る
貞
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
十
九
段
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、

　
男
宮
仕
し
け
る
女
の
か
た
と
は
、
業
平
染
殿
后
に
つ
か
ふ
ま
つ
る
也
。

と
、
業
平
も
有
常
娘
と
同
じ
く
染
殿
后
に
仕
え
て
い
た
と
し
、
本
文
の
「
同
じ
と
こ
ろ
」
を
前
も
っ
て
説
明
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
身
近
に
暮

ら
し
な
が
ら
も
有
常
娘
が
別
の
男
を
迎
え
入
れ
た
と
す
る
こ
と
も
、
遠
く
京
へ
去
っ
た
夫
を
奈
良
で
待
ち
続
け
た
と
す
る
十
七
段
・
二
十
四
段

の
解
釈
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
十
九
段
の
本
文
の
末
尾
に
は
、
こ
の
女
を
さ
し
て
「
又
お
と
こ
あ
る
人
」
と
称
し
た
と
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
解
釈
は
、
む
し
ろ
『
知
顕
集
』
系
注
釈
書
の
「
あ
だ
」
な
る
女
に
近
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
異
な
る
物
語
化
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
節
ま
で
辿
っ
て
き
た
よ
う
な
有
常
娘
の
一
代
記
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
、
こ

れ
だ
け
で
は
解
す
る
す
べ
が
な
い
が
、
そ
の
筋
を
揺
る
が
す
ま
で
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
な
、

『
冷
泉
抄
』
の
随
所
に
散
見
さ
れ
る
内
容
に
於
け
る
矛
盾
性
の
枠
内
に
入
れ
て
考
え
て
お
い
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

（
三
）
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』

に
お
け
る
有
常
娘

　
前
に
も
触
れ
た
通
り
、
片
桐
洋
一
氏
の
「
鎌
倉
時
代
勢
語
注
釈
書
の
影
響
」
に
お
い
て
「
冷
泉
家
流
古
注
の
影
響
が
ま
こ
と
に
著
し
い
も
の

が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
は
、
『
伊
勢
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
目
ぼ
し
い
女
十
二
人
を
選
び
出
し
、

見
合
っ
た
二
人
ず
つ
を
つ
が
わ
せ
て
勝
負
の
判
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
三
番
に
、
有
常
娘
が
右
の
紫
上
と
つ
が
う
相
手
と
し
て
左
に

据
え
ら
れ
て
い
る
。
判
定
は
さ
す
が
に
右
の
紫
上
の
勝
と
さ
れ
て
い
る
が
、
紫
上
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
優
劣
を
論
じ
ら
れ
た
だ
け
で
も
有
常
娘

は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
こ
に
有
常
娘
に
対
す
る
判
詞
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
左
、
中
将
の
父
の
親
王
、
紀
有
常
家
な
ど
、
遠
か
ら
ぬ
程
な
れ
ば
、
お
と
こ
も
女
も
い
わ
け
な
き
ま
・
に
、
う
ち
い
ざ
な
ひ
な
ど
し
て
あ
そ
び
け
る
が
、

　
春
秋
の
花
も
み
ぢ
に
つ
け
て
も
、
い
ろ
ふ
か
き
さ
ま
に
、
ゆ
く
す
ゑ
か
け
て
ち
ぎ
り
か
は
し
け
る
に
、
も
ろ
と
も
に
お
と
な
し
う
な
り
て
の
よ
は
、
女
の
お

　
　
や
い
に
し
さ
ま
に
も
ゆ
る
う
心
ど
も
侍
ら
ぬ
を
、
は
・
な
ん
心
あ
る
さ
ま
に
、
け
し
き
ば
む
お
り
く
も
あ
り
け
る
に
や
、
さ
て
よ
め
る
、

　
　
　
み
よ
し
の
・
た
の
も
の
雁
も
ひ
た
ぶ
る
に
き
み
が
か
た
に
ぞ
よ
る
と
な
く
な
る

　
　
お
と
こ
よ
ろ
こ
び
て
か
へ
し
、
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我
た
め
に
よ
る
と
な
く
な
る
み
よ
し
の
・
た
の
も
の
か
り
を
い
つ
か
わ
す
れ
ん

い
か
な
り
け
る
折
に
か
、
お
ん
な
、

　
あ
ま
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
行
か
さ
す
が
に
め
に
は
み
ゆ
る
も
の
か
ら

お
と
こ
返
し
、

　
あ
ま
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
ふ
る
こ
と
は
我
ゐ
る
山
の
か
ぜ
は
や
み
な
り

と
侍
る
は
、
又
お
と
こ
あ
る
人
と
か
け
り
。
か
・
れ
ば
に
や
人
の
く
に
・
、
人
も
と
め
て
ま
か
り
か
よ
ひ
け
る
に
、
女
も
は
た
お
な
じ
こ
、
ろ
に
、
い
で
た

た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ナ

ち
や
り
な
ど
す
め
れ
ば
、
お
と
こ
い
ぶ
か
し
う
お
も
ひ
け
る
が
、
又
い
ぬ
る
か
ほ
し
て
、
も
の
・
く
ま
に
○
ず
み
み
け
れ
ば
い
と
よ
う
け
さ
う
じ
て
、
夜

ふ
く
る
ま
で
こ
と
か
き
な
ら
し
、
う
ら
み
く
ひ
て
、
ぬ
と
て
、

　
　
風
吹
け
ば
興
津
し
ら
な
み
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん

此
君
ぞ
お
と
こ
の
い
ま
は
の
時
に
も
さ
き
だ
ち
て
こ
そ
や
み
ぢ
の
ひ
か
り
に
も
と
打
た
の
ま
れ
侍
る
に
、
す
て
は
て
給
て
ん
や
と
嘆
け
れ
ば
、
お
と
こ
、

　
　
し
る
や
さ
は
我
に
ち
ぎ
れ
る
世
の
人
の
く
ら
き
に
ゆ
か
ぬ
た
よ
り
あ
り
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
）

さ
も
ゆ
へ
あ
り
が
ほ
な
り
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
線
筆
者
一

　
こ
の
内
容
を
見
る
と
、
書
き
出
し
は
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
に
拠
っ
て
お
り
、
以
下
、
十
段
、
十
九
段
に
基
づ
き
、
最
後
に
再
び
二
十
三

段
に
拠
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
冒
頭
に
、
「
中
将
の
父
の
親
王
、
紀
有
常
家
な
ど
、
遠
か
ら
ぬ
程
な
れ
ば
、
お
と
こ
も
女
も
い

わ
け
な
き
ま
・
に
、
う
ち
い
ざ
な
ひ
な
ど
し
て
あ
そ
び
け
る
」
と
あ
る
か
ら
、
二
十
三
・
十
・
十
九
段
の
各
章
段
を
業
平
と
有
常
娘
二
人
の
話

と
し
て
綴
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章
段
を
、
同
じ
く
業
平
・
有
常
娘
の
話
と
す
る
注
釈
書
は
『
冷
泉
抄
』
の
み
で
あ
る

こ
と
は
、
先
学
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
が
『
冷
泉
抄
』
の
解
釈
に
従
っ

て
作
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
引
用
文
の
傍
線
部
「
う
ら
み
く
ひ
て
」
は
、
二
十
三
段
の
『
冷
泉
抄
』
に
は
直
接
に
は
見
え
な
い
解
釈
で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
解
釈
は
、
中
世
の
女
人
像
と
し
て
の
有
常
娘
が
造
形
さ
れ
る
上
で
重
要
な
解
釈
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
謡
曲
『
井
筒
』
の
シ
テ
の
人
物
像

と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
っ
い
て
は
あ
と
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
『
伊
勢
源
氏

十
二
番
女
合
』
が
単
に
そ
の
ま
ま
『
冷
泉
抄
』
の
読
み
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
さ
ら
な
る
解
釈
を
通
し
て
、
新
た
な
る
物

語
化
へ
と
い
う
志
向
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
冷
泉
抄
』
の
注
釈
に
お
い
て
は
、
三
年
問
も
帰
っ
て
こ
な
い
業
平
を
有
常
娘
が
「
久
敷

一120一
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こ
ぬ
と
う
ら
む
る
」
（
十
七
段
）
こ
と
や
、
三
年
間
も
の
孤
閨
生
活
に
も
か
か
わ
ら
ず
業
平
が
別
の
女
に
通
っ
た
こ
と
を
有
常
娘
が
「
無
本
意
」

に
思
っ
た
（
二
十
四
段
）
と
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
有
常
娘
像
が
、
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
新
た
な
物
語
化
を
支
え
る
『
伊
勢
物
語
』
本
文
の

「
女
」
を
貫
い
て
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
当
然
二
十
三
段
の
「
女
」
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
の
有
常
娘
像
が
ま
さ
に

そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
十
七
段
や
二
十
四
段
に
見
え
た
有
常
娘
の
「
う
ら
み
」
を
、
二
十
三
段
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
詠
む
彼
女
の
心

情
に
ま
で
お
し
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
『
冷
泉
抄
』
の
二
十
三
段
の
注
に
お
い
て
は
、
彼
女
の
心
の
奥
底
は
ど
う
で
あ
れ
、

少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
「
河
内
の
国
へ
行
を
あ
し
と
思
へ
る
気
ざ
し
」
が
な
か
っ
た
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
『
伊
勢
源
氏
十
二
番

女
合
』
に
お
い
て
は
、
業
平
が
別
の
女
を
求
め
て
行
っ
た
こ
と
を
「
う
ら
み
」
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
に
男
を
別
の
女
へ
通
わ
せ
た
自
ら
を
も
呵

責
し
て
（
「
く
ひ
て
」
）
、
「
夜
ふ
く
る
ま
で
こ
と
か
き
な
ら
し
」
、
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
伊
勢
源
氏
十

二
番
女
合
』
の
有
常
娘
の
「
う
ら
み
く
ひ
」
る
心
情
に
拠
る
限
り
、
夜
が
更
け
る
ま
で
琴
を
か
き
鳴
ら
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
「
う
ら
み
く
ひ
」

る
心
情
を
抑
え
鎮
め
る
た
め
の
し
ぐ
さ
と
見
る
し
か
な
か
ろ
う
。
こ
う
し
て
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
に
お
け
る
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
は
、

男
の
仕
打
ち
に
対
す
る
恨
み
と
嫉
妬
を
吐
露
し
た
歌
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
『
冷
泉
抄
』
や
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
の
解
釈

は
、
二
十
三
段
本
文
の
「
風
吹
け
ば
」
の
物
語
に
お
い
て
、
高
安
の
女
へ
夫
を
通
わ
せ
た
時
の
「
女
」
の
心
の
奥
底
に
は
、
夫
の
心
変
わ
り
を

「
無
本
意
」
に
思
い
、
さ
ら
に
は
恨
め
し
く
思
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
風
吹

け
ば
」
の
歌
を
詠
ん
だ
彼
女
の
心
情
に
は
、
別
の
女
へ
向
か
う
夫
へ
の
恨
み
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
見
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
に
続
く
、

　
　
此
君
ぞ
お
と
こ
の
い
ま
は
の
時
に
も
さ
き
だ
ち
て
こ
そ
や
み
ぢ
の
ひ
か
り
に
も
と
打
た
の
ま
れ
侍
る
に
、
す
て
は
て
給
て
ん
や
と
歎
け
れ
ば
、
お
と
こ
、

　
　
　
し
る
や
さ
は
我
に
ち
ぎ
れ
る
世
の
人
の
く
ら
き
に
ゆ
か
ぬ
た
よ
り
あ
り
と
は

　
　
さ
も
ゆ
へ
あ
り
が
ほ
な
り
や
。

は
、
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
に
基
づ
い
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
独
自
異
文
と
見
ら
れ
る
が
、
「
お
と
こ
の
い
ま
は
の
時
に
も
さ
き
だ
ち
て
こ
そ

や
み
ぢ
の
ひ
か
り
に
も
と
打
た
の
ま
れ
侍
る
に
、
す
て
は
て
給
ひ
て
ん
や
」
（
男
が
、
一
私
の
）
死
際
に
も
（
私
の
）
先
に
立
っ
て
一
導
い
て
く

れ
て
、
私
の
）
闇
路
の
光
に
も
な
っ
て
ほ
し
い
と
、
（
男
を
）
お
頼
り
し
て
い
ま
し
た
の
に
、
お
捨
て
な
さ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
か
）
と
、
有

常
娘
が
嘆
い
た
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
詠
ん
だ
有
常
娘
の
心
情
の
敷
延
説
明
と
し
て
、
男
に
救
済
を
期
待
し
な
が
ら
も

救
済
さ
れ
ぬ
こ
と
へ
の
彼
女
の
嘆
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
歌
の
「
…
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん
」
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に
は
、
死
際
ま
で
も
「
闇
路
の
光
」
と
な
っ
て
私
を
導
い
て
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
ほ
ど
に
お
頼
み
に
し
て
い
た
あ
な
た
が
、
別
の
女
の

許
に
通
お
う
と
し
て
、
私
を
離
れ
て
一
人
で
「
た
つ
た
山
」
を
越
え
て
行
く
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
っ
た
有
常
娘
の
嫉
妬
心
こ
も
っ
た
嘆
き
が

こ
め
ら
れ
た
と
、
こ
こ
に
は
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
す
て
は
て
給
て
ん
や
」
に
こ
め
ら
れ
る
嘆
き
は
、
前
文
の
「
夜
ふ
く
る
ま

で
こ
と
か
き
な
ら
し
」
て
抑
え
よ
う
と
努
め
た
「
う
ら
み
」
そ
の
も
の
の
吐
露
と
言
え
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
［
う
ら
み
L
と
は
「
男
」
に
救

済
を
求
め
て
救
済
さ
れ
ぬ
「
女
」
の
恨
み
な
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
業
深
き
女
、
罪
深
き
女
と
い
う
中
世
的
な
自
覚
か
ら
、
女
で
あ
る

ゆ
え
の
罪
業
に
よ
っ
一
て
死
後
の
不
安
に
お
び
え
ね
ば
な
ら
ぬ
女
の
宿
世
を
「
男
」
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
と
す
る
中
世
的
な
解

釈
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
考
え
方
を
裏
付
け
る
の
が
、
贈
答
歌
形
式
と
し
て
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
の
返
歌
と
さ
れ
る
「
し
る
や
さ
は
」
の
歌
で
あ
る
。
訳
す

れ
ば
、
「
そ
れ
で
は
、
お
わ
か
り
な
の
で
す
ね
。
私
と
結
ば
れ
る
世
の
女
が
暗
い
闇
路
に
一
明
り
も
な
く
一
辿
る
こ
と
を
し
な
い
で
す
む
導
き

手
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
ば
」
、
と
な
ろ
う
。
っ
ま
り
「
我
に
ち
ぎ
れ
る
」
世
の
「
女
」
は
救
済
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
の
歌
を
業
平
が
返
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
契
り
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
る
救
済
に
関
し
て
は
、
書
陵
部
本
『
知
顕
集
』
に
「
男
女
和
合
の
道
」
と
し
て
著
し
く
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
序

詞
言
」
に
お
い
て
、

　
　
・
こ
の
み
ち
は
胎
卵
二
滞
の
和
合
の
法
と
て
、
よ
く
な
ら
ひ
、
よ
く
さ
と
り
ぬ
れ
ば
、
即
身
成
仏
の
く
ら
ひ
に
の
ぼ
る
べ
き
行
一
な
る
）

　
　
・
女
に
ち
ぎ
り
を
む
す
び
て
往
生
の
縁
と
な
る
べ
し
、

等
と
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
思
想
は
見
え
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
「
胎
卵
二
浦
の
和
合
の
法
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
世
鎌
倉
期
に
流
行
し
た
と
さ

　
　
　
　
　
　
一
2
1
一

れ
る
基
言
立
川
流
の
影
響
を
窺
わ
せ
る
の
だ
が
、
『
知
顕
集
』
に
見
え
る
こ
う
し
た
考
え
方
が
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
に
も
影
響
し
て
い

た
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
に
お
け
る
有
常
娘
は
、
業
平
が
別
の
女
の
許
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
へ
の
道

を
断
た
れ
、
そ
の
絶
望
の
「
恨
み
」
を
、
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
に
載
せ
て
吐
露
す
る
人
物
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

男
が
別
の
女
の
も
と
へ
通
う
こ
と
を
恨
む
と
い
っ
た
王
朝
的
な
解
釈
を
と
る
『
冷
泉
抄
』
に
対
し
て
、
救
わ
れ
ぬ
こ
と
を
恨
む
と
い
っ
た
中
世

的
な
解
釈
が
行
な
わ
れ
、
「
恨
み
」
の
質
的
転
換
が
見
受
け
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
紫
上
と
つ
が
う
相
手
と
し
て
据
え

ら
れ
て
優
劣
を
論
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
貞
女
が
、
自
ら
の
感
情
を
抑
え
き
れ
ず
、
夫
へ
の
「
う
ら
み
」
を
露
見
し
た
と
す
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
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ち
、
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
に
は
、
男
の
変
心
に
よ
る
女
の
心
の
揺
ら
ぎ
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
こ
れ
ほ
ど
の
貞
女
で
さ
え
、
心
の
内
奥

に
う
ご
め
く
嫉
妬
心
を
抑
え
き
れ
ず
、
男
へ
の
「
う
ら
み
」
を
吐
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
、
業
深
く
罪
深
い
存
在
と
い
う
中
世
的
な
解

釈
に
基
づ
い
た
有
常
娘
像
が
編
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
謡
曲
『
井
筒
』
の
本
説
－
結
び
に
か
え
て
－

　
世
阿
弥
は
、
『
三
道
』
（
能
作
書
条
々
）
に
お
い
て
、
「
本
説
の
種
を
よ
く
よ
く
案
得
し
て
」
（
能
の
拠
り
所
と
な
る
素
材
を
よ
く
よ
く
会
得
し

て
）
能
作
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
説
を
重
視
す
る
世
阿
弥
の
態
度
を
窺
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
『
申
楽
談

儀
』
な
ど
に
も
同
じ
よ
う
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
我
々
は
、
よ
り
精
密
に
本
説
を
確
か
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
従
来
、
『
井
筒
』
の
主
な
本
説
が
『
冷
泉
抄
』
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
既
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
伊
藤
正
義
氏
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
〕

『
冷
泉
抄
』
に
お
け
る
「
『
伊
勢
物
語
』
の
右
各
段
を
つ
な
い
だ
紀
有
常
の
娘
の
物
語
」
に
『
井
筒
』
の
本
説
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
『
井

筒
』
構
想
の
直
接
の
拠
り
所
、
即
ち
「
作
者
の
内
に
あ
っ
て
凝
集
さ
れ
構
想
さ
れ
て
作
品
化
す
る
に
至
っ
た
本
説
」
一
伊
藤
正
義
氏
、
前
掲
注
一
6
）

の
論
文
）
と
い
う
場
合
、
『
冷
泉
抄
』
の
し
か
る
べ
き
章
段
の
注
釈
の
つ
な
ぎ
合
わ
せ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
本
稿
で
追
跡
し
た
と
こ
ろ
の
中

世
に
お
け
る
新
た
な
物
語
化
の
方
向
に
こ
そ
『
井
筒
』
の
本
説
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
冷
泉
抄
』
や
そ
れ
を
受
容

し
て
編
ま
れ
た
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』
に
描
か
れ
る
有
常
娘
像
に
は
、
中
世
的
な
解
釈
に
も
と
づ
い
た
業
深
く
罪
深
い
女
人
像
が
読
み
と

れ
る
の
で
あ
る
。
有
常
娘
は
、
「
人
待
つ
女
」
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
業
平
の
訪
れ
を
待
つ
貞
女
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

女
人
の
業
ゆ
え
に
、
業
平
の
色
好
み
に
対
し
て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
「
う
ら
み
」
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
女
人
で
も
あ
っ
た
。
本
説
が
こ
の
中

世
に
お
け
る
新
た
な
物
語
化
の
中
に
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
女
人
像
こ
そ
謡
曲
『
井
筒
』
の
シ
テ
の
人
物
像
に
投
影
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
世
阿
弥
が
謡
曲
『
井
筒
』
の
中
に
描
こ
う
と
し
た
シ
テ
の
実
像
に
迫
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
女
人

像
を
比
較
の
対
象
と
し
た
作
品
の
読
み
を
行
な
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
申
楽
談
儀
』
に
お
い
て
、
世
阿
弥
が
「
井
筒
、
上
花
也
」
と
い
っ

た
最
高
の
自
賛
を
次
男
の
元
能
に
言
い
聞
か
せ
た
の
も
、
単
に
美
化
し
た
至
純
な
恋
心
だ
け
で
な
く
、
前
述
の
よ
う
な
よ
り
膨
ら
み
の
あ
る
中

世
的
な
女
人
像
を
作
品
の
中
に
巧
み
に
組
み
込
め
た
こ
と
か
ら
の
満
足
感
の
現
わ
れ
と
は
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
考
え
の
上
で
、

謡
曲
『
井
筒
』
に
描
か
れ
て
い
る
シ
テ
の
人
物
像
を
捉
え
て
い
く
こ
と
は
、
稿
者
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
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654321一
7
）98ユ2 11 10

一
1
3
一

16 15 14

岩
波
思
想
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』
二
八
六
頁
。

例
え
ば
、
表
章
氏
も
「
妙
花
風
の
可
能
性
を
暗
示
し
た
評
価
で
寵
深
花
風
よ
り
も
高
い
評
価
で
あ
ろ
う
」
と
同
前
書
の
頭
注
に
述
べ
て
い
る
。

同
前
書
、
二
八
八
頁
。

同
前
書
、
二
八
九
頁
。

西
村
聡
「
「
人
待
つ
女
」
の
「
今
」
と
「
昔
」
－
能
『
井
筒
』
論
L
一
『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
一
八
、
昭
和
五
五
・
一
一

伊
藤
正
義
「
謡
曲
と
伊
勢
物
語
の
秘
伝
－
「
井
筒
」
の
場
合
を
中
心
と
し
て
－
L
一
「
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
」
『
謡
曲
・
狂
言
』
有
精
堂
、
昭
和
五
六
、

所
収
。
）

中
村
格
「
室
町
末
期
の
女
能
－
『
井
筒
』
の
場
合
－
」
一
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
第
二
五
集
、
昭
和
四
九
一
。
「
『
井
筒
』
の
主
題
と
「
幽
玄
」
L
一
『
観
世
』

昭
和
五
一
・
四
、
前
掲
論
文
の
一
部
を
再
収
録
一

香
西
精
「
『
井
筒
』
－
作
者
と
本
説
」
一
『
観
世
』
昭
和
三
八
・
九
一

片
桐
洋
一
、
『
伊
勢
物
語
の
研
究
［
資
料
篇
］
』
一
明
治
書
院
、
昭
和
四
四
一
所
収
。
氏
に
よ
れ
ば
、
『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
と
は
、
「
原
題
の
『
伊
勢

物
語
抄
』
が
あ
ま
り
に
も
普
通
名
詞
的
で
あ
る
こ
と
を
慮
っ
て
」
、
片
桐
氏
が
私
に
付
し
た
仮
題
。
一
同
氏
『
伊
勢
物
語
の
研
究
［
研
究
篇
］
』
所
収
「
冷

泉
家
流
伊
勢
物
語
古
注
を
め
ぐ
っ
て
」
、
五
三
三
頁
参
照
。
一
謡
曲
『
井
筒
』
が
『
冷
泉
抄
』
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
伊
藤
正
義
氏
の
前
掲
論
文
「
謡
曲

と
伊
勢
物
語
の
秘
伝
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

竹
本
幹
夫
「
愛
の
追
憶
－
『
井
筒
』
『
杜
若
』
な
ど
」
一
『
国
文
学
』
昭
和
五
八
・
七
一

本
文
引
用
は
、
古
典
大
系
本
『
謡
曲
集
』
上
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

「
鎌
倉
時
代
勢
語
注
釈
書
の
影
響
」
一
前
掲
『
伊
勢
物
語
の
研
究
［
研
究
篇
］
』
所
収
一
六
三
四
頁
参
照
。
片
桐
氏
に
よ
れ
ば
、
『
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
』

は
、
鎌
倉
時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

『
知
顕
集
』
に
は
、
書
陵
部
本
、
島
原
文
庫
本
、
群
書
類
従
本
な
ど
が
あ
る
が
、
島
原
文
庫
本
と
群
書
類
従
本
は
ほ
ぼ
同
一
文
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
前
二

者
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

本
文
引
用
は
、
前
掲
『
伊
勢
物
語
の
研
究
［
資
料
篇
］
』
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

前
掲
注
㈹
の
論
文
、
六
一
七
頁
。

堀
口
康
夫
『
猿
楽
能
の
研
究
』
桜
楓
社
、
昭
和
六
三
、
所
収
。
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（
1
7
）
「
伊
勢
物
語
古
註
考
」
一
『
国
語
国
文
』
昭
和
三
九
・
四
一
一
六
頁
。
『
冷
泉
抄
』
の
注
釈
態
度
に
関
し
て
は
、
こ
の
論
文
に
詳
し
い
。

（
1
8
）
底
本
に
は
「
…
ね
に
」
と
あ
る
が
、
「
ね
」
の
字
が
「
為
」
の
誤
写
と
見
ら
れ
、
さ
ら
に
文
脈
の
繋
が
り
を
考
え
て
、
「
…
為
に
」
と
直
し
た
。

一
1
9
一
底
本
に
は
「
…
義
。
有
常
－
・
」
と
あ
る
が
、
意
味
上
の
繋
が
り
を
考
え
て
「
有
」
の
次
に
句
読
点
を
施
し
た
。

（
2
0
）
本
文
引
用
は
、
前
掲
『
伊
勢
物
語
の
研
究
［
資
料
篇
］
』
に
拠
る
。

一
2
1
一
村
岡
空
「
性
と
仏
教
－
基
言
立
川
流
の
新
資
料
を
め
ぐ
っ
て
－
」
（
『
歴
史
公
論
』
第
五
二
号
、
昭
和
五
五
・
三
）
参
照
。

（
2
2
）
古
典
集
成
本
『
謡
曲
集
』
上
、
「
各
曲
解
題
」
四
〇
四
頁
。
た
だ
し
、
『
冷
泉
抄
』
を
解
釈
し
た
筈
の
氏
の
こ
の
「
解
題
」
の
中
に
は
、
「
三
年
目
の
夜
、

　
　
業
平
を
追
っ
て
、
追
い
続
け
て
息
絶
え
る
。
」
と
、
『
冷
泉
抄
』
か
ら
有
常
娘
の
死
を
読
み
と
る
と
こ
ろ
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
「
そ
こ
に
て
い
た
づ
ら
に

　
　
成
に
け
り
と
は
、
死
た
る
に
は
非
ず
。
」
と
あ
る
『
冷
泉
抄
』
の
注
釈
を
見
逃
し
た
読
み
と
言
え
よ
う
。
他
に
西
村
聡
氏
や
竹
本
幹
夫
氏
の
前
掲
論
文
に

　
　
も
同
じ
よ
う
な
読
み
が
見
受
け
ら
れ
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
。
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