
「
行
ふ
尼
な
り
け
り
」
考

—
そ
の
文
構
造
と
意
味
ー
_
—

一
、
問
題
提
起

「
源
氏
物
語
」
の
若
紫
の
巻
に
、

日
も
い
と
長
き
に
、
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
夕
暮
の
い
た
う
霞
み
た
る
に
ま

ぎ
れ
て
、
か
の
小
柴
垣
の
も
と
に
立
ち
出
で
給
ふ
。
人
々
は
か
へ
し
給
ひ

て
、
惟
光
ば
か
り
御
供
に
て
、
の
ぞ
き
給
へ
ば
、
た
だ
此
の
西
面
に
し

も
、
持
仏
す
ゑ
奉
り
て
、
行
ふ
尼
な
り
け
り
。
簾
垂
す
こ
し
あ
げ
て
、
花

奉
る
め
り
。
中
の
柱
に
寄
り
ゐ
て
、
脇
息
の
上
に
経
を
置
き
て
、
い
と
な

や
ま
し
げ
に
読
み
居
た
る
尼
君
、
た
だ
び
と
と
見
え
ず
。
（
『
対
校
源
氏
物

語
新
釈
』
巻
一
の
一
七
五
。
ヘ
ー
ジ
八
行
目
以
下
。
以
下
、
引
用
文
は
本
書

に
よ
る
。
）

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
傍
線
の
部
分
「
た
だ
此
の
西
面
に
し
も
、
持
仏

す
ゑ
奉
り
て
、
行
ふ
尼
な
り
け
り
」
を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
い
い
か
。

4

こ
の
部
分
の
文
構
造
と
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
稿

の
目
的
で
あ
る
。

二
、
従
来
の
諸
説

ま
ず
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
ど
ん
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る

か
を
見
て
み
よ
う
。

北
山
総
太
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

、
、
、

王
朝
文
学
叢
書
に
口
訳
し
て
、
「
持
仏
を
据
ゑ
て
念
仏
し
て
ゐ
る
尼
が
あ

、、っ
た
。
」
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
A

の
文
意
は
、
「
さ
き
に
女

あ
り
と
見
し
は
•
•
…
·
行
ふ
尼
な
り
け
り
」
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
尼

、、

が
あ
っ
た
」
で
は
な
く
て
「
尼
で
あ
っ
た
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
る
。
く
わ
し
く
い
え
ば
、
こ
の
「
尼
な
り
け
り
」
は
、
こ
れ
よ
り
三
頁

ば
か
り
前
に
、

か
し
こ
に
女
こ
そ
あ
り
け
れ
。
僧
都
は
、
よ
も
さ
や
う
に
は
据
ゑ
給

は
じ
を
、
い
か
な
る
人
な
ら
む
と
口
々
い
ふ
。
下
り
て
覗
く
も
あ
り
。

を
か
し
げ
な
る
女
子
ど
も
、
若
き
人
、
童
ど
も
見
ゆ
る
と
い
ふ
。

と
あ
る
の
に
、
造
か
に
呼
応
す
る
も
の
で
、
源
氏
の
供
人
ど
も
が
、
僧
坊

に
女
の
い
る
の
を
見
て
、
「
僧
都
は
、
よ
も
さ
や
う
に
は
据
ゑ
給
は
じ
を
」

と
、
大
き
な
不
審
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
文
に
は
書
い
て
は

北

原

保

雄
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な
い
が
、
源
氏
も
、
ま
た
少
な
か
ら
ず
好
奇
心
に
駆
ら
れ
た
の
に
相
違
な

い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
ひ
そ
か
に
「
小
柴
垣
の
も
と
に
立
ち
出
で
」
た
の
で

あ
る
。
決
し
て
何
げ
な
く
立
ち
出
で
た
の
で
は
な
い
。
然
る
に
覗
い
て
見

る
と
、
意
外
に
も
そ
れ
が
、
尼
な
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
「
な
り

け
り
」
の
一
語
に
、
こ
の
予
想
外
の
発
見
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
疑
念
の
一

部
が
解
け
た
よ
う
な
響
が
籠
っ
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
「
尼
あ
り
け
り
」

で
は
、
特
別
の
あ
て
も
な
し
に
覗
い
て
見
る
よ
う
に
な
っ
て
、
源
氏
の
心

底
に
あ
る
、
僧
坊
に
居
る
婦
人
の
正
体
に
対
す
る
探
究
の
心
持
が
、
一
向

に
響
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
而
し
て
又
、
先
行
す
る
長
い
文
章
の

底
を
貫
く
文
脈
の
流
れ
が
、
全
く
顧
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
「
な
り
け
り
」
の
一
語
、
一
見
小
さ
い
こ
と
の
よ
う
で
は
あ

る
が
、
実
に
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
一
語
能
く
、
造
か
な
る
前
文
に
呼

応
す
る
不
思
議
な
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
わ

た
く
し
は
、
常
に
心
を
ひ
そ
め
て
、
こ
と
ば
の
霊
妙
さ
を
見
落
さ
な
い
よ

う
に
し
た
い
も
の
だ
と
思
う
。

（
「
若
紫
の
巻
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ー
『
源
氏
』
語
義
語
法
の
研
究
ー
」
『
国
文

学
』
二
の
八
）

「
な
り
け
り
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
い
る
の
は
い
い
。
し
か
し
、
「
「
な

り
け
り
」
の
一
語
に
、
こ
の
予
想
外
の
発
見
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
疑
問
の
一
部

が
解
け
た
よ
う
な
響
が
籠
っ
て
い
る
の
を
感
じ
る
」
と
か
、
「
一
語
能
く
、
造

か
な
る
前
文
に
呼
応
す
る
不
思
議
な
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う

、、

よ
う
な
読
み
方
は
、
主
観
に
流
れ
す
ぎ
て
い
る
。
「
尼
が
あ
っ
た
」
で
は
な
く

て
「
尼
で
あ
っ
た
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
何

が
」
あ
る
い
は
「
誰
が
」
「
尼
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
か
、
明
確
に
示
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
、
王
上
琢
弥
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
見
て
み
よ
う
。

「
尼
さ
ん
が
あ
っ
た
」
と
か
「
尼
が
い
た
」
な
ど
の
訳
文
が
見
ら
れ
、

「
尼
あ
り
け
り
」
と
あ
り
た
い
と
注
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
ま
た
「
な
り

け
り
」
を
生
か
し
て
「
お
つ
と
め
を
し
て
い
る
の
は
尼
だ
っ
た
」
と
訳
す

る
の
も
あ
る
。
「
尼
な
り
け
り
」
と
受
け
ら
れ
る
も
の
は
、
前
文
、
僧
坊

を
見
下
す
条
り
の
「
…
か
し
こ
に
を
ん
な
こ
そ
あ
り
け
れ
。
僧
都
は
、
よ

も
さ
や
う
に
は
す
ゑ
た
ま
は
じ
を
、
い
か
な
る
人
な
ら
む
：
．
」
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
女
が
い
る
と
さ
わ
い
で
い
た
、
ど
う
い
う
人
か
と
思
っ
た

そ
の
人
は
、
尼
だ
っ
た
。
若
い
女
や
童
た
ち
も
尼
に
仕
え
る
も
の
で
あ
っ

た
、
と
、
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
疑
問
が
氷
解
す
る
の
で
あ
る
。
「
尼
な
り

け
り
」
を
か
く
解
す
る
に
し
て
は
、
そ
の
間
に
入
っ
た
明
石
の
噂
話
が
長

い
た
め
、
両
者
の
緊
密
性
が
な
く
、
お
だ
や
か
で
な
い
と
説
く
向
き
も
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
、
二
の
説
明
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

ま
ず
、
当
時
の
人
は
気
が
長
か
っ
た
と
思
え
る
の
が
一
っ
、
さ
ら
に
物
語

音
読
論
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
耳
か
ら
響
く
も
の
は
、
目
で
文
字
を
追
う

よ
り
印
象
が
軽
い
と
い
う
事
。
ま
た
、
こ
の
若
紫
の
巻
の
冒
頭
に
あ
っ
た

絵
は
、
「
つ
づ
ら
折
」
の
下
の
僧
坊
の
有
様
、
女
、
子
供
の
姿
な
ど
で
あ

り
、
相
当
長
い
文
を
背
負
う
事
の
出
来
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
絵
を
見

な
が
ら
女
房
の
声
を
耳
に
す
る
な
ら
、
噂
さ
話
の
長
さ
は
気
に
な
ら
な
い

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
噂
さ
話
の
も
つ
意
味
は
、
明
石
の
上
の
紹

介
な
の
で
は
な
い
。
「
か
や
う
に
て
も
、
な
べ
て
な
ら
ず
、
も
て
ひ
が
み

た
る
こ
と
、
こ
の
み
た
ま
ふ
御
心
な
れ
ば
、
御
耳
と
ど
ま
ら
む
や
と
見
た

て
ま
つ
る
」
を
引
出
し
、
そ
う
い
う
男
君
の
性
格
を
強
く
印
象
づ
け
て
幼

女
へ
の
求
婚
と
い
う
本
巻
の
主
題
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
、

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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（
「
ど
れ
が
源
氏
物
語
の
正
し
い
解
釈
だ
ろ
う
か
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
ニ

五
七
号
）

基
本
的
に
は
、
北
山
氏
と
同
じ
意
見
で
あ
る
。
玉
上
氏
は
、
「
尼
な
り
け
り
」

は
、
僧
坊
を
見
下
す
く
だ
り
の
「
：
．
か
し
こ
に
女
こ
そ
あ
り
け
れ
。
…
い
か
な

る
人
な
ら
む
…
」
を
受
け
る
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
氏
の
説
明
に
あ
る
「
当

時
の
人
は
気
が
長
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
否
定
も
で
き
な
い
が
肯
定
も
で
き

な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
氏
の
い
う
物
語
音
読
論
を
認
め
る
に
し
て
も
、
ど

う
い
う
絵
を
見
な
が
ら
、
こ
の
部
分
の
音
読
を
聞
い
た
か
と
い
う
の
は
、
氏
の

い
う
通
り
か
ど
う
か
問
廻
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
耳
か
ら
響
く
も
の
は
、
目
で

文
字
を
追
う
よ
り
印
象
が
軽
い
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

音
読
の
た
め
の
文
は
、
構
造
が
そ
れ
ほ
ど
し
っ
か
り
し
て
い
な
く
て
も
い
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
問
題
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

三
。
ヘ
ー
ジ
以
上
も
前
に
あ
る
表
現
を
受
け
て
い
る
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で

も
、
文
脈
上
照
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
尼
な
り
け
り
」
は
、
「
何
が
」

あ
る
い
は
「
誰
が
」
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
玉
上
氏
も
答

え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

松
尾
聰
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
な
り
け
り
」
は
「
あ
り
け
り
」
と
あ
る
べ
き
も
の
か
と
い
わ
れ
る
が
、

前
に
、
「
か
し
こ
に
女
こ
そ
あ
り
け
れ
。
僧
都
は
よ
も
さ
や
う
に
据
ゑ
給

は
じ
を
い
か
な
る
人
な
ら
む
」
と
あ
っ
た
の
に
照
応
し
て
、
「
女
の
あ
り

け
る
と
見
え
し
は
尼
な
り
け
り
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
『
全
釈
源
氏
物
語
二
』
）

こ
れ
も
、
北
山
氏
、
圭
上
氏
と
共
通
す
る
意
見
で
あ
る
が
、
松
尾
氏
の
場
合

は
、
「
女
の
あ
り
け
る
と
見
え
し
は
」
と
い
う
よ
う
な
語
旬
を
想
定
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
違
う
。
し
か
し
、
三
ペ
ー
ジ
も
前
の
表
現
と
照
応
さ
せ
て
、
主
題
成

分
を
補
う
の
は
、
は
た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
。

三
、
類
似
の
表
現

こ
う
い
う
場
合
に
は
、
若
紫
の
巻
の
こ
の
部
分
だ
け
に
つ
い
て
考
え
て
い
て

も
、
解
決
の
糸
口
は
見
出
せ
な
い
。
他
の
類
似
の
表
現
を
さ
が
し
て
み
る
こ
と

が
有
効
な
―
つ
の
方
法
で
あ
る
。

①
寝
殿
の
方
に
、
人
の
け
は
ひ
聞
く
や
う
も
や
と
お
ぽ
し
て
、
や
を
ら
立
ち

い
で
給
ふ
。
透
垣
の
た
だ
す
こ
し
折
れ
残
り
た
る
隠
れ
の
方
に
立
寄
り
給

ふ
に
、
も
と
よ
り
立
て
る
男
あ
り
け
り
。
誰
な
ら
む
、
心
か
け
た
る
好
色

者
あ
り
け
り
、
と
お
ぼ
し
て
、
蔭
に
つ
き
て
立
ち
隠
れ
給
へ
ば
、
頭
中
将

な
り
け
り
。
（
末
摘
花
巻
一
ー
ニ
三
六
⑫
）

③
宮
は
何
心
も
な
く
大
殿
籠
り
に
け
る
を
、
近
く
男
の
け
は
ひ
の
す
れ
ば
、

院
の
お
は
す
る
と
お
ぽ
し
た
る
に
、
う
ち
か
し
こ
ま
り
た
る
気
色
見
せ

て
、
床
の
し
も
に
抱
き
お
ろ
し
奉
る
に
、
物
に
お
そ
は
る
る
か
と
、
せ
め

て
見
あ
げ
給
へ
れ
ば
、
あ
ら
ぬ
人
な
り
け
り
。
（
若
菜
下
巻
四
ー
六
五

⑧
)
 

③
「
…
・
:
」
と
聞
え
給
へ
る
を
、
涙
ぐ
み
て
見
給
ふ
程
に
、
お
と
ど
の
君
渡

り
給
へ
り
。
例
な
ら
ず
、
お
前
近
き
ら
し
い
ど
も
を
、
な
ぞ
、
怪
し
と
御

覧
ず
る
に
、
院
の
御
文
な
り
け
り
。
（
横
笛
巻
四
ー
一
七
二
⑭
）

⑭
中
門
入
り
給
ふ
程
に
、
同
じ
宿
直
姿
な
る
人
立
て
り
け
り
。
隠
れ
な
む
と

思
ひ
け
る
を
、
引
き
と
ど
め
た
れ
ば
、
こ
の
常
に
た
ち
煩
ふ
少
将
な
り
け

切
。
（
竹
河
巻
四
ー
三
九
三
⑦
）

こ
れ
ら
の
傍
線
部
分
に
も
、
主
題
あ
る
い
は
主
格
の
成
分
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
四
つ
の
例
に
共
通
す
る
顕
著
な
特
徴
は
、
す
ぐ
近
く
に

そ
れ
と
分
か
る
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
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で
は
、
「
も
と
よ
り
立
て
る
男
」
が
「
頭
中
将
な
り
け
り
」
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
、
⑭
で
は
、
「
同
じ
宿
直
姿
な
る
人
」
が
「
こ
の
常
に
た
ち
煩
ふ
少

将
な
り
け
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
②
も
③
も
、
主
題
な
り
主
格
の
成
分
は
容

易
に
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
、
容
易
に
補
う
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
省
略
と
は
、
そ
う

い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
で
は
、
い
わ
ゆ
る
主
語
は
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
な

ど
と
い
う
人
が
い
る
が
、
省
略
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
の
あ
る
場
合

で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
こ
の
論
で
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
、
若
紫
の
巻
の
「
行

ふ
尼
な
り
け
り
」
を
見
な
お
し
て
み
る
と
、
す
ぐ
近
く
に
は
、
そ
れ
ら
し
き
表

、
、
、

現
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
そ
れ
は
、
行
ふ
尼
な
り
け
り
」
の
「
そ
れ
は
」

に
相
当
す
る
よ
う
な
表
現
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
、
す
ま
し
て
い
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。

四
、
「
な
り
」
お
よ
び
「
な
り
け
り
」
で
終
止
す
る
文
の
構
造

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
解
釈
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
古
典
文
学

大
系
本
に
示
さ
れ
た
山
岸
徳
平
氏
の
も
の
で
あ
る
。

す
ぐ
目
の
前
の
、
西
側
の
部
屋
に
、
持
仏
を
お
据
え
申
し
て
、
お
勤
め
を

し
て
い
る
人
は
、
尼
で
あ
っ
た
。
「
行
ふ
」
は
連
体
形
で
、
そ
の
下
に
「
人

は
」
と
か
「
者
は
」
を
略
し
て
い
る
。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物

語
一
』
一
八
三
ペ
ー
ジ
頭
注
一
八
）

こ
れ
な
ら
ば
、
「
尼
な
り
け
り
」
の
主
題
成
分
は
明
白
で
あ
る
。
日
本
古
典

文
学
全
集
（
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
三
氏
）
も
、
「
す
ぐ
そ
こ
の
西

面
の
部
屋
に
、
持
仏
を
お
据
え
申
し
て
、
お
勤
め
を
し
て
い
る
、
そ
れ
は
尼
で

あ
っ
た
。
」
と
通
釈
し
て
お
り
、
ほ
ぽ
同
じ
意
見
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
う

解
釈
が
、
い
つ
ご
ろ
、
誰
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

も
、
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
、

前
に
引
用
し
た
玉
上
氏
の
論
の
初
め
の
部
分
に
、
す
で
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
付
言
し
て
お
く
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
山
岸
氏
の
よ
う
な
解
釈
は
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
も
、
や
は
り
類
似
の
表
現
を
集
め
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
察
す
る

こ
と
に
な
る
。

次
に
、
主
格
あ
る
い
は
主
題
の
成
分
が
活
用
語
の
連
体
形
で
あ
る
も
の
を
、

囚
助
詞
が
付
い
て
い
な
い
も
の
、
⑱
係
助
詞
「
は
」
の
付
い
て
い
る
も
の
、
＠

係
助
詞
「
も
」
の
付
い
て
い
る
も
の
に
分
け
て
列
挙
し
て
み
よ
う
。

囚
助
詞
の
付
い
て
い
な
い
も
の

①
御
几
帳
の
帷
子
引
き
あ
げ
て
見
奉
り
給
へ
ば
、
い
と
を
か
し
げ
に
て
、
御

腹
は
い
み
じ
う
高
う
て
臥
し
給
へ
る
さ
ま
、
よ
そ
人
だ
に
、
見
奉
ら
む
に

心
乱
れ
ぬ
べ
し
。
ま
し
て
惜
し
う
悲
し
う
お
ぽ
す
△
、
こ
と
わ
り
な
り
。

（
葵
巻
―
—
三
四
四
⑤
）

③
お
前
な
る
大
人
々
々
し
き
人
な
ど
、
い
と
悲
し
く
て
、
さ
と
う
ち
泣
き
た

る
△
、
そ
ぞ
ろ
寒
き
ゆ
ふ
べ
の
気
色
な
り
。
（
葵
巻
一
ー
三
六
九
③
）

③
帰
り
出
で
む
方
も
な
き
心
地
し
て
、
を
が
み
給
ふ
に
、
あ
り
し
御
面
影
さ

や
か
に
見
え
給
へ
る
△
、
そ
ぞ
ろ
寒
き
ほ
ど
な
り
。
（
須
磨
巻
ニ
ー
ニ

〇
⑨
)

⑭
俄
に
引
き
わ
か
れ
て
、
恋
し
う
思
ひ
聞
え
給
へ
る
△
、
こ
と
わ
り
な
り
。

（
須
磨
巻
ニ
ー
ニ
八
⑪
）

⑥
「
げ
に
う
ち
思
ふ
ま
ま
に
聞
え
て
け
る
か
な
」
と
お
ぼ
し
て
、
み
づ
か
ら

も
う
ち
笑
み
給
へ
る
△
、
い
と
を
か
し
き
色
合
つ
ら
つ
き
な
り
。
（
野
分

巻
三

l
-
―
四
⑭
）

- 4 -



⑥
今
は
、
し
か
か
け
離
れ
て
も
て
い
で
給
ふ
ら
む
に
、
さ
て
心
強
く
物
し
給

ふ
△
、
い
と
お
も
な
う
人
笑
へ
な
る
事
な
り
。
（
巻
三
ー
一
九
三
⑨
）

⑦
「
…
」
と
諫
め
申
し
給
ふ
△
、
こ
と
わ
り
な
り
。
（
真
木
柱
巻
三
ー
ニ

0
―
③
)
 

⑧
か
く
お
ぼ
し
た
る
△
、
こ
と
わ
り
な
り
。
（
若
菜
上
巻
三
ー
三
六
六
⑦
）

⑨
た
だ
人
の
す
く
よ
か
に
な
ほ
な
ほ
し
き
を
の
み
、
今
の
世
の
人
の
か
し
こ

く
す
る
△
、
品
な
き
わ
ざ
な
り
。
（
若
菜
下
巻
四
ー
八
⑥
）

⑲
よ
き
や
う
と
い
ひ
な
が
ら
、
あ
ま
り
心
も
と
な
く
お
く
れ
た
る
△
、
頼
も

し
げ
な
き
わ
ざ
な
り
。
（
若
菜
下
巻
四
—
九
六
⑤
）

⑪
す
べ
て
か
か
る
こ
と
の
心
苦
し
さ
を
見
過
ぐ
さ
で
、
あ
や
な
き
、
人
の
恨

み
負
ふ
△
、
か
へ
り
て
は
か
る
が
る
し
き
わ
ざ
な
り
け
り
。
（
藤
袴
巻

三
ー
一
六
四
⑥
）

⑱
係
助
詞
「
は
」
の
付
い
て
い
る
も
の

⑫
限
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
し
き
は
命
な
り
け
り
（
桐
壺

巻
一
ー
六
⑧
）

⑬
ひ
た
す
ら
世
に
な
く
な
り
て
の
ち
に
恨
み
残
す
m
‘
世
の
常
の
事
切
り
。

（
葵
巻
一
ー
三
四
二
⑦
）

⑭
い
づ
か
た
と
も
な
く
ゆ
く
へ
な
き
心
地
し
給
ひ
て
、
只
目
の
ま
へ
に
見
や

ら
る
る
は
、
淡
路
島
な
り
け
り
。
（
明
石
巻
ニ
ー
七
二
⑦
）

⑬
天
変
し
き
り
に
さ
と
し
、
世
の
中
し
づ
か
な
ら
ぬ
は
、
こ
の
け
な
り
。
（
薄

雲
巻
ニ
ー
ニ
五
四
⑪
）

⑲
富
士
の
峰
よ
り
も
、
け
に
く
ゆ
り
み
ち
出
で
た
る
は
、
本
意
な
き
わ
ざ
な

り
。
（
鈴
虫
巻
四
ー
一
九
五
④
）

⑬
そ
の
頃
按
察
の
大
納
言
と
聞
ゆ
る
は
、
故
致
仕
の
お
と
ど
の
次
郎
な
り
。

（
紅
梅
巻
四
ー
三
六
七
①
）

c
係
助
詞
「
も
」
の
付
い
て
い
る
も
の

⑱
「
人
た
が
へ
に
こ
そ
侍
る
め
れ
」
と
い
ふ
も
、
息
の
下
な
り
。
（
帯
木

巻
一
ー
七
八
⑦
）

⑲
程
な
き
柏
、
人
よ
り
は
黒
く
染
め
て
、
黒
き
汗
診
、
萱
草
色
の
袴
な
ど
着

た
る
も
、
を
か
し
き
姿
な
り
。
（
葵
巻
一
ー
三
六
三
⑪
）

⑳
か
か
る
所
を
わ
ざ
と
つ
く
ろ
ふ
も
、
あ
い
な
き
わ
ざ
な
り
。
（
松
風
巻

ニ
ー
ニ
―
八
①
）

仰
田
舎
び
た
る
人
を
ば
、
か
や
う
の
所
に
は
、
よ
か
ら
ぬ
な
ま
も
の
ど
も

の
、
あ
な
づ
ら
は
し
う
す
る
も
、
恭
き
こ
と
な
り
。
（
玉
霊
巻
ニ
ー
三

七
九
①
）

認
さ
か
し
ら
に
迎
へ
ゐ
て
来
て
、
人
斯
う
謗
る
と
て
、
返
し
お
く
ら
む
も
、

い
と
か
る
が
る
し
く
、
物
ぐ
る
ほ
し
き
や
う
な
り
。
（
常
夏
巻
三
ー
八

五
⑫
）

⑬
鹿
は
た
だ
籠
の
も
と
に
た
た
ず
み
つ
つ
、
山
田
の
引
板
に
も
驚
か
ず
、
色

濃
き
稲
ど
も
の
な
か
に
ま
じ
り
て
打
嗚
く
も
、
愁
へ
が
ほ
な
り
。
（
夕
霧

巻
四
ー
ニ
五
八
⑤
）

山
岸
氏
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
、
因
の
よ
う
な
類
型
と
み
な
し
て
の
こ
と

で
あ
る
。
た
だ
、
③
に
は
、
「
な
り
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、
「
な
り
け
り
」
は
、

⑪
の
例
文
の
よ
う
に
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
き
わ
め
て
僅
少
で
あ
る
。
し
か

し
、
「
け
り
」
は
い
わ
ゆ
る
気
づ
き
の
「
け
り
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
類
型
に

用
い
ら
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

⑱
や
＠
の
よ
う
に
係
助
詞
「
は
」
や
「
も
」
が
付
い
て
い
れ
ば
、
題
述
関
係

と
い
う
文
の
構
造
が
は
っ
き
り
す
る
。
④
の
中
に
も
、
河
内
本
で
は
「
は
」
や

「
も
」
の
付
く
も
の
が
あ
り
、
囚
の
中
の
⑨
⑩
仰
な
ど
は
、
述
語
が
「
し
わ
ざ

な
り
」
と
い
う
形
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
⑱
の
⑲
‘
c
の
⑳
な
ど
と
変
わ
る
と
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こ
ろ
が
な
い
。

そ
れ
で
は
、
い
と
⑱
c
と
の
間
に
は
、
何
の
違
い
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
掲
の
例
文
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
と
、
い
と
⑱
と
の
間
に
は
、
重
大
な
違
い

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑱
の
、
た
と
え
ば
⑫
の
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」
の
「
い
か
ま
ほ

し
き
」
と
「
命
」
に
は
、
「
命
が
い
か
ま
ほ
し
」
と
い
う
格
関
係
が
認
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
⑭
の
「
只
目
の
ま
へ
に
見
や
ら
る
る
は
、
淡
路
島
な
り
け
り
」
の

「
只
目
の
ま
へ
に
見
や
ら
る
る
」
と
「
淡
路
島
」
に
も
、
「
淡
路
島
が
只
目
の
ま

ヘ
に
見
や
ら
る
」
と
い
う
格
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
⑬
の
「
天
変
し
き
り
に
さ

と
し
、
世
の
中
し
づ
か
な
ら
ぬ
は
、
こ
の
け
な
り
」
の
「
天
変
し
き
り
に
さ
と

、、

し
、
世
の
中
し
づ
か
な
ら
ぬ
」
と
「
こ
の
け
」
の
間
に
も
、
「
こ
の
け
に
て
、

天
変
し
き
り
に
さ
と
し
、
世
の
中
し
づ
か
な
ら
ず
」
と
い
う
格
関
係
が
認
め
ら

れ
る
。
⑬
の
「
そ
の
頃
按
察
の
大
納
言
と
聞
ゆ
る
は
、
故
致
仕
の
お
と
ど
の
次

郎
な
り
」
の
「
そ
の
頃
按
察
の
大
納
言
と
聞
ゆ
る
」
と
「
故
致
仕
の
お
と
ど
の

次
郎
」
の
間
に
も
、
「
故
致
仕
の
お
と
ど
の
次
郎
が
そ
の
頃
按
察
の
大
納
言
と

聞
ゆ
」
と
い
う
格
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
⑱
の
⑫
⑭
⑬
⑬
な
ど
は
、
変
形
文
法
で
い
う
一
種
の
分
裂
文
に
な

っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
⑱
の
す
べ
て
の
例
文
が
分
裂
文
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
⑬
⑲
な
ど
は
ぃ
と
変
ら
な
い
文
構
造
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
④
は
、
ど
う
い
う
文
構
造
の
表
現
で
あ
ろ
う
か
。
①
の

「
ま
し
て
惜
し
う
悲
し
う
お
ぽ
す
、
こ
と
わ
り
な
り
」
は
、
「
（
源
氏
が
）
ま
し

て
惜
し
う
悲
し
う
お
ぽ
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
表
現
主
体
が
、
そ
れ
は

「
こ
と
わ
り
な
り
」
と
、
評
釈
し
て
い
る
表
現
で
、
「
ま
し
て
惜
し
う
悲
し
う
お

ぽ
す
」
と
「
こ
と
わ
り
」
の
間
に
は
、
格
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
②
は
、

「
お
前
な
る
大
人
々
々
し
き
人
な
ど
が
、
い
と
悲
し
く
て
、
さ
と
う
ち
泣
い
た
」

そ
の
さ
ま
に
つ
い
て
、
「
そ
ぞ
ろ
寒
き
ゆ
ふ
べ
の
気
色
な
り
」
と
評
釈
し
て
い

る
表
現
で
、
「
さ
と
う
ち
泣
き
た
る
」
と
「
そ
ぞ
ろ
寒
き
ゆ
ふ
べ
の
気
色
」
と

の
間
に
は
、
格
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
。

⑤
の
「
み
づ
か
ら
も
う
ち
笑
み
給
へ
る
、
い
と
を
か
し
き
色
合
つ
ら
つ
き
な

、、

り
」
な
ど
に
は
、
「
い
と
を
か
し
き
色
合
つ
ら
つ
き
に
て
、
み
づ
か
ら
も
う
ち

笑
み
給
へ
り
」
と
い
う
格
関
係
が
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り

無
理
な
解
釈
で
、
「
み
づ
か
ら
も
う
ち
笑
み
給
へ
る
」
、
そ
の
さ
ま
が
「
い
と
を

か
し
き
色
合
つ
ら
つ
き
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
⑱
（
係
助
詞

「
は
」
の
付
い
て
い
る
も
の
）
に
は
分
裂
文
の
構
造
の
も
の
も
あ
る
が
、
④
（
助

詞
の
付
い
て
い
な
い
も
の
）
に
は
分
裂
文
の
構
造
の
も
の
は
な
く
、
あ
る
事
象

や
あ
る
状
態
に
つ
い
て
表
現
主
体
が
評
釈
や
注
釈
を
示
す
表
現
し
か
な
い
。
つ

ま
り
、
⑱
に
は
囚
の
よ
う
な
構
造
の
も
の
も
あ
る
が
、
囚
の
方
に
は
⑱
の
よ
う

な
分
裂
文
の
構
造
の
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
い
う
観
点
か
ら
、
＠
（
係
助
詞
「
も
」
の
付
い
て
い
る
も
の
）
に
つ
い

て
見
て
み
る
と
、
c
に
も
分
裂
文
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
例
は
認
め
ら
れ
ず
、

因
と
同
じ
く
、
あ
る
事
象
や
あ
る
状
態
に
つ
い
て
の
表
現
主
体
の
評
釈
や
注
釈

を
表
現
し
た
も
の
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

因
と
⑱
と
の
間
に
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
違
い
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
⑱
の
分
裂
文
⑭
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

国
目
の
ま
へ
に
見
や
ら
る
る
は
、
淡
路
島
な
り
け
り
。

ま、
，

ー

1

伽
淡
路
島
（
が
）
目
の
ま
へ
に
見
や
ら
る
る
。

を
、
も
と
の
文
と
し
て
で
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
固
の
文
を
も

と
に
し
て
、
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団
目
の
ま
へ
に
見
や
ら
る
る
淡
路
島
な
り
け
り
。

と
い
う
連
体
修
飾
構
造
の
文
も
で
き
る
。
こ
の
団
の
文
は
、

固
目
の
ま
へ
に
見
や
ら
る
る
、
淡
路
島
な
り
け
り
。

の
よ
う
に
、
「
見
や
ら
る
る
」
の
次
に
、
読
点
を
打
ち
、
少
々
ポ
ー
ズ
を
お
い

た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
連
体
修
飾
構
造
を
保
ち
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
側
の
文

は、

主

述

9

,

 

u目
の
ま
へ
に
見
や
ら
る
る
、
淡
路
島
な
り
け
り
。

連

体

修

飾

被

修

飾

＇、は
目
の
ま
へ
に
見
や
ら
る
る
、
淡
路
島
な
り
け
り
。

ーヽ，‘

の
二
様
に
解
釈
さ
れ
う
る
。
こ
の
出
の
解
釈
の
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
に

（
 

は
、
「
見
や
ら
る
る
」
の
次
に
助
詞
を
入
れ
れ
ば
い
い
。
そ
の
助
詞
は
、
「
は
」

に
限
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
⑱
に
し
か
分
裂
文
の
な
い
理
由
の
一

つ
は
、
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

④
の
①
の
「
ま
し
て
惜
し
う
悲
し
う
お
ぽ
す
、
こ
と
わ
り
な
り
。
」
に
例
を

と
る
と
、
こ
の
文
は
、

主

（

あ

る

事

象

）

述

（

そ

れ

に

つ

い

て

の

評

釈

）

伺
（
源
氏
が
）
ま
し
て
惜
し
う
悲
し
う
お
ぽ
す
、
こ
と
わ
り
な
り
。

と
い
う
構
造
で
あ
り
、
そ
の
主
述
関
係
は
、
助
詞
が
な
く
て
も
、
誤
っ
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
文
の
構
造
、
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
の
両
而
か
ら
、
助

詞
は
省
略
し
う
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
助
詞
「
は
」
や
「
も
」
が
付
い
て

も
い
い
。
そ
れ
が
、
⑱
の
⑲
や
c
の
諸
例
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
主
格
あ
る
い
は
主
題
の
成
分
が
活
用
語
の
連
体
形
に
形
式
名
詞

の
付
い
た
も
の
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

⑪

助

詞

の

付

い

て

い

な

い

も

の

＇

⑳
ふ
た
ぎ
も
て
ゆ
く
ま
ま
に
、
難
き
韻
の
文
字
ど
も
い
と
多
く
て
、
覚
え
あ

る
博
士
ど
も
な
ど
の
、
惑
ふ
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
、
時
々
う
ち
宣
ふ
さ
ま
△
、

い
と
こ
よ
な
き
御
ざ
え
の
程
な
り
。
（
賢
木
巻
一
ー
四
三
六
③
）

斡
尼
君
、
「
ー
~
歌
ー
」
と
て
泣
き
給
ふ
さ
ま
△
、
い
と
こ
と
わ
り
な
り
。

（
松
風
巻
ニ
ー
ニ
―
―
⑥
)

⑳
さ
や
う
な
る
事
の
世
に
涌
り
出
で
む
こ
と
△
、
い
と
憂
き
事
な
り
。
（
若

菜
上
巻
三
ー
ニ
八
九
②
）

⑳
宮
の
泣
き
ま
ど
ひ
給
ふ
こ
と
△
、
い
と
こ
と
わ
り
な
り
か
し
。
（
夕
霧

巻
四
ー
ニ
四
九
①
）

⑩
係
助
詞
「
は
」
の
付
い
て
い
る
も
の

斡
行
平
の
中
納
言
の
関
吹
き
越
ゆ
る
と
い
ひ
け
む
浦
浪
、
夜
々
は
げ
に
い
と

近
く
聞
え
て
、
又
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
、
か
か
る
所
の
秋
な
り
け

り
。
（
須
磨
巻
ニ
ー
三
六
①
）

⑳
今
あ
ら
た
め
書
か
む
こ
と
は
、
本
意
な
き
こ
と
な
り
。
（
絵
合
巻
ニ
ー

一
九
六
③
）

〒

⑳
と
あ
る
も
か
か
る
も
、
き
は
離
る
る
事
は
、
難
き
も
の
な
り
け
り
。
（
若

菜
上
巻
三
ー
三
二
四
⑫
）

⑦
係
助
詞
「
も
」
の
付
い
て
い
る
も
の

⑳
「
…
」
と
て
、
御
髪
を
掻
き
や
り
つ
つ
、
い
と
ほ
し
と
お
ぽ
し
た
る
さ
ま

も
、
絵
に
か
か
ま
ほ
し
き
御
あ
は
ひ
な
り
。
（
植
巻
ニ
ー
ニ
八
六
④
）

詳
し
い
説
明
は
省
略
に
従
う
が
、
⑪
⑲
R
の
関
係
は
、
前
に
見
た
④
⑱
c
の

関
係
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

さ
て
、
結
論
で
あ
る
。
「
た
だ
此
の
西
而
に
し
も
、
持
仏
す
ゑ
奉
り
て
、
行

ふ
尼
な
り
け
り
」
は
、
や
は
り
主
述
の
と
と
の
っ
た
構
文
と
解
釈
し
な
け
れ

五

、

結

論
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（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
教
授
）

ば
、
落
ち
着
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

主

述

↓

↑

 

た
だ
此
の
西
面
に
し
も
持
仏
す
ゑ
奉
り
て
行
ふ
尼
な
り
け
り

と
い
う
文
構
造
で
あ
る
と
解
釈
し
た
い
が
、
そ
の
場
合
、

す
ぐ
そ
こ
の
西
面
の
部
屋
に
持
仏
を
お
据
え
申
し
て
お
勤
め
を
し
て
い
る
の

は
、
尼
で
あ
っ
た
。

と
現
代
語
訳
を
し
た
の
で
は
、
「
尼
が
行
ふ
」
と
い
う
格
関
係
の
認
め
ら
れ
る

分
裂
文
に
な
っ
て
し
ま
う
。
係
助
詞
の
付
い
て
い
な
い
③
の
文
型
で
あ
る
こ
と

を
重
視
す
れ
ば
、

す
ぐ
そ
こ
の
西
面
の
部
屋
に
、
一
人
の
人
が
持
仏
を
お
据
え
申
し
て
お
勤
め

を
し
て
い
る
の
は
、
（
俗
の
姿
で
は
な
く
）
尼
姿
で
あ
っ
た
。

と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
西
面
の
部
屋
で
、
あ

る
人
が
お
勤
め
を
し
て
い
る
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
尼
の
形
に
見
え
た
、
尼
で
あ

っ
た
と
、
判
定
す
る
表
現
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

山
岸
氏
の
解
釈
で
は
、
「
お
勤
め
を
し
て
い
る
人
は
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

「
人
が
お
勤
め
を
し
て
い
る
の
は
」
と
な
る
べ
き
だ
し
、
「
尼
で
あ
っ
た
」
は

「
尼
形
で
あ
っ
た
（
尼
の
姿
に
見
え
た
）
」
と
で
も
現
代
語
訳
す
べ
き
で
、
二
つ

の
点
で
、
こ
の
稿
の
結
論
と
は
異
な
る
。
日
本
古
典
文
学
全
集
の
解
釈
も
、
は

っ
き
り
と
は
い
え
な
い
が
、
や
は
り
、
山
岸
氏
の
解
釈
に
近
い
も
の
の
よ
う
に

読
み
取
れ
る
。
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