
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
光
源
氏
と
源
典
侍

助
詞
「
や
」
の
両
義
性
が
導
く
恋
物
語

外
山
敦
　
子

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
の
い
わ
ゆ
る
「
を
こ
」
な
る
人
物
と
し
て
源
典
侍
の
存
在
が
あ
る
。
彼
女
は
六
十
近
い
年
齢
で
あ
り
な
が
ら
、
当
代
一
の
貴

公
子
光
源
氏
に
恋
を
す
る
好
色
な
女
性
で
、
そ
の
特
異
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
と
唐
突
な
登
場
の
仕
方
が
、
従
来
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
現
在
ま
で
の
源
典
侍
研
究
を
概
観
す
る
と
、
源
典
侍
の
登
場
で
、
紅
葉
賀
巻
が
突
如
滑
稽
話
へ
と
転
ず
る
こ
と
の
違
和
を
合
理
的
に
解
釈
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

よ
う
と
し
た
成
立
論
・
主
題
論
に
は
じ
ま
る
。
そ
の
後
は
、
一
見
唐
突
と
も
み
え
る
光
源
氏
と
の
寸
劇
を
、
滑
稽
話
と
し
て
解
釈
す
る
だ
け
で

な
く
、
『
源
氏
物
語
』
全
体
の
な
か
に
い
か
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
を
論
じ
た
構
造
論
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
源
典
侍
の
登
場
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

若
紫
の
君
が
深
く
関
係
し
て
い
る
と
し
て
、
二
者
の
際
立
っ
た
対
照
性
を
見
出
し
た
論
、
『
源
氏
物
語
』
の
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
藤
壼
・
朧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

月
夜
と
の
密
通
事
件
が
、
源
典
侍
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
論
、
源
典
侍
が
天
照
大
神
に
仕
え
る
巫
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
し
て
、
六
条
御
息
所
と
同
根
の
物
語
に
生
き
、
柏
木
の
密
通
を
予
兆
す
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
す
る
論
、
末
摘
花
と
の
共
通
性
・
対
照
性

　
　
　
　
　
（
5
）

を
見
出
し
た
論
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
源
典
侍
を
日
本
の
文
学
史
に
連
綿
す
る
〈
嘔
物
語
〉
〈
烏
瀞
物
語
〉
の
系
譜
に
位

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

置
づ
け
よ
う
と
す
る
論
、
光
源
氏
の
「
ま
れ
人
の
王
者
性
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
巫
女
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
す
る
論
な
ど
が
あ
る
。

一61一



　
こ
の
よ
う
に
、
源
典
侍
と
光
源
氏
の
恋
愛
烏
瀞
話
が
、
物
語
全
体
の
な
か
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
は
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
源
典
侍
と
光
源
氏
と
の
関
係
が
い
か
に
し
て
（
あ
る
い
は
、
な
ぜ
）
成
立
し
得
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
は
あ
ま
り
積
極

的
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
源
典
侍
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
『
眠
江
入
楚
』
が
「
私
云
伊
勢
物
語
に
思
ふ
を
も
思
は
ぬ
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

け
ち
め
み
せ
ぬ
と
い
へ
る
心
歎
」
と
注
し
、
村
井
順
が
共
通
性
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
の
「
つ
く
も
髪
」
を
源
泉

の
ひ
と
つ
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
現
在
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
源
典
侍
と
光
源
氏
と
の
恋
愛
の
成
立
過
程
も
ま
た
、
「
つ
く

も
髪
」
の
老
女
と
「
在
五
中
将
」
の
恋
愛
の
成
立
過
程
が
そ
の
ま
ま
投
影
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
〈
思
い
込
み
〉
が
わ
れ
わ
れ
に
は
存
在
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
物
語
の
表
現
に
そ
く
し
て
み
た
と
き
、
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
源
典
侍
物
語
と
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十

三
段
と
で
は
、
登
場
人
物
の
精
神
性
や
恋
愛
の
あ
り
か
た
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
二
人
の
関
係
の
発
端

を
描
く
紅
葉
賀
巻
を
中
心
に
詳
述
し
て
み
た
い
。

『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
の
状
況
と
「
在
五
中
将
」
の
精
神
性
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源
典
侍
と
光
源
氏
の
恋
愛
関
係
に
お
け
る
最
大
の
疑
問
点
は
、
な
ぜ
当
代
｝
の
貴
公
子
光
源
氏
が
好
色
の
老
女
と
契
り
を
結
ぶ
に
至
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
光
源
氏
の
動
機
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
従
来
は
、
そ
の
動
機
こ
そ
が
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十

三
段
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
高
橋
文
二
は
、
「
老
女
に
対
す
る
［
「
在
五
中
将
」
の
…
引
用
者
注
］
憐
燗
の
あ
り
よ
う
な
ど
は
、

『
古
事
記
』
下
巻
の
「
雄
略
天
皇
」
の
条
に
載
る
、
天
皇
と
引
田
部
の
赤
猪
子
と
の
話
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
で
、
単
な
る
「
す
き
心
」
の
表

れ
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
大
き
な
、
古
代
的
な
統
治
者
の
度
量
な
ど
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
そ
う
し
た
王
朝
人
の
理
想
と
す

る
統
治
者
の
あ
り
よ
う
が
、
光
源
氏
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
麺
．
・
ま
た
東
原
伸
明
は
・
光
源
氏
と
「
在
五
中
将
」
の
共
通
性
に
三
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



　
　
光
源
氏
と
源
典
侍
が
共
寝
を
す
る
動
機
は
、
あ
く
ま
で
も
彼
女
へ
の
同
情
か
ら
で
あ
る
。
以
前
に
も
「
〈
齢
の
ほ
ど
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、

　
　
慰
め
む
〉
と
思
せ
ど
、
」
（
姐
頁
）
［
↑
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
二
（
小
学
館
）
頁
数
…
引
用
者
注
］
と
あ
っ
て
、
や
は
り
彼

　
　
女
の
年
齢
に
同
情
し
て
い
る
。
こ
の
老
女
へ
の
同
情
は
、
た
し
か
に

　
　
　
　
「
か
う
か
う
な
む
思
ふ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
あ
は
れ
が
り
て
来
て
寝
に
け
り
。
（
中
略
）
と
よ
み
け
る
を
、
男
、
〈
あ
は
れ
〉
と
思
ひ

　
　
　
　
て
そ
の
夜
は
寝
に
け
り
。
世
の
中
の
例
と
し
て
、
思
ふ
を
ば
思
ひ
、
思
は
ぬ
を
ば
思
は
ぬ
も
の
を
、
こ
の
人
は
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ

　
　
　
　
を
も
、
け
ち
め
見
せ
ぬ
心
な
む
あ
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
古
典
集
成
　
7
6
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
と
い
う
『
伊
勢
物
語
』
の
「
男
」
の
精
神
を
継
承
し
て
い
る
と
い
え
る
。

高
橋
や
東
原
に
よ
る
と
、
『
伊
勢
物
語
』
の
「
在
五
中
将
」
と
老
女
の
関
係
は
、
老
女
に
対
す
る
「
在
五
中
将
」
の
同
情
．
憐
欄
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
光
源
氏
と
源
典
侍
が
共
寝
を
す
る
動
機
も
、
源
典
侍
に
対
す
る
光
源
氏
の
同
情
・
憐
燗
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
と
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
源
典
侍
物
語
の
共
通
性
を
見
出
す
た
め
に
、
ま
ず
は

『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
の
状
況
と
「
在
五
中
将
」
の
精
神
性
を
確
認
す
る
。

　
昔
、
「
情
の
深
い
男
と
関
係
を
持
ち
た
い
」
と
願
う
老
母
の
望
み
を
叶
え
よ
う
と
し
た
息
子
が
、
狩
を
し
て
い
た
「
在
五
中
将
」
に
「
か
う

か
う
な
む
思
ふ
」
と
事
情
を
説
明
す
る
と
、
「
在
五
中
将
」
は
「
あ
は
れ
が
り
て
」
老
母
と
夜
を
共
に
し
た
。
そ
の
後
、
男
の
訪
れ
は
途
絶
え

る
（
「
さ
て
の
ち
、
男
見
え
ざ
り
け
れ
ば
」
）
。
し
か
し
、
夜
離
れ
を
嘆
い
た
老
母
の
「
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
恋
し
き
人
に
あ
は

で
の
み
寝
む
」
と
い
う
和
歌
を
聞
い
た
男
は
「
あ
は
れ
と
思
ひ
て
」
再
び
そ
の
夜
だ
け
は
共
寝
を
し
た
（
「
そ
の
夜
は
寝
に
け
り
」
）
、
と
い
う

話
で
あ
る
。

　
こ
の
章
段
に
お
け
る
、
老
女
と
「
在
五
中
将
」
の
関
係
性
の
特
徴
を
二
点
挙
げ
て
お
く
。
第
一
に
、
こ
の
二
人
の
関
係
は
、
女
（
側
）
か
ら

の
働
き
か
け
に
男
が
応
じ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
な
か
で
、
老
女
と
「
在
五
中
将
」
は
二
度
夜
を
共
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
二
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度
と
も
、
老
女
（
側
）
の
行
動
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
一
度
目
は
、
老
女
の
息
子
が
男
に
事
情
を
説
明
し
て
い
る
の
で
老
女
の
か
か
わ

り
は
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
二
度
目
の
場
合
は
、
夜
離
れ
を
嘆
い
た
老
女
が
、
男
の
家
を
垣
間
見
す
る
と
い
う
大
胆
な
行
動
に
で
て
お
り
、
か

な
り
積
極
的
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
こ
う
し
た
女
（
側
）
か
ら
の
積
極
的
な
働
き
か
け
に
対
し
て
、
男
は
「
あ
は
れ
が
り
て
来
て
寝
に
け
り
」
「
あ
は
れ
と
思
ひ
て
そ

の
夜
は
寝
に
け
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
あ
は
れ
（
が
る
）
」
と
い
う
感
情
か
ら
そ
れ
に
応
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
度
目
の
「
あ
は
れ
が
る
」

に
つ
い
て
、
諸
注
釈
書
は
①
老
母
の
願
い
を
叶
え
よ
う
と
す
る
息
子
の
心
に
「
同
情
」
し
た
、
②
男
を
思
う
老
女
に
「
同
情
」
し
た
、
③
老
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
息
子
の
両
方
に
「
同
情
」
し
た
、
と
い
う
三
つ
の
解
釈
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
「
あ
は
れ
が
る
」
が
「
同
情
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
二
度
目
の
「
あ
は
れ
」
に
関
し
て
は
、
「
気
の
毒
に
思
っ
て
」
「
憐
欄
の
あ
ま
り
」
「
か
わ
い
そ
う
に
」

な
ど
、
表
現
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
諸
注
ほ
ぼ
一
致
し
た
解
釈
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
先
述
し
た
高
橋
文
二
論
文
で
は
「
憐
欄
」
、
東

原
伸
明
論
文
で
は
「
同
情
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
解
釈
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
と
判
断
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、

男
は
老
女
を
愛
し
い
と
思
っ
て
共
寝
を
し
た
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
同
情
」
「
憐
欄
」
の
気
持
ち
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の

章
段
の
末
尾
に
「
世
の
中
の
例
と
し
て
、
思
ふ
を
ば
思
ひ
、
思
は
ぬ
を
ば
思
は
ぬ
も
の
を
、
こ
の
人
は
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も
、
け
ち
め
見

せ
ぬ
心
な
む
あ
り
け
る
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
在
五
中
将
」
は
、
色
好
み
の
常
と
し
て
「
思
は
ぬ
」
人
（
1
1
こ
の
章
段

の
老
女
の
よ
う
に
、
愛
情
を
抱
く
こ
と
が
で
き
な
い
女
性
）
に
対
し
て
も
差
別
せ
ず
に
扱
う
心
を
持
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
老
女
と
夜
を
共
に
し

た
の
だ
。
第
六
十
三
段
の
末
尾
は
、
そ
う
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
の
老
女
と
「
在
五
中
将
」
の
関
係
性
か
ら
は
、
①
女
か
ら
男
へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け
、
②
男
が
女
に
対
し
て

「
あ
は
れ
（
が
る
）
」
と
い
う
「
同
情
」
「
憐
欄
」
の
情
か
ら
女
の
思
い
を
受
け
入
れ
た
、
と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
で

は
、
従
来
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
源
典
侍
と
光
源
氏
の
関
係
性
に
も
、
こ
の

二
つ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
確
認
し
て
い
き
た
い
。
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二
　
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
状
況
と
光
源
氏
の
精
神
性

　
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
源
典
侍
物
語
は
、
優
れ
た
女
性
が
あ
ま
た
ひ
し
め
く
桐
壼
帝
後
宮
の
様
子
や
、
た
と
え
女
房
相
手
で
あ
っ
て
も

適
当
に
あ
し
ら
っ
て
浮
気
め
い
た
こ
と
を
し
な
い
光
源
氏
の
女
性
関
係
か
ら
語
ら
れ
、
そ
の
後
源
典
侍
の
紹
介
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

　
　
　
㈲
年
い
た
う
老
い
た
る
ω
典
侍
、
ω
人
も
や
む
ご
と
な
く
ω
心
ば
せ
あ
り
て
、
㈲
あ
て
に
ω
お
ぼ
え
高
く
は
あ
り
な
が
ら
、
⑧
い
み
じ

　
　
う
あ
だ
め
い
た
る
心
ざ
ま
に
て
、
そ
な
た
に
は
重
か
ら
ぬ
あ
る
を
、
か
う
さ
だ
過
ぐ
る
ま
で
、
な
ど
さ
し
も
乱
る
ら
む
と
い
ぶ
か
し
く
お

　
　
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
戯
れ
言
い
ひ
ふ
れ
て
こ
こ
ろ
み
た
ま
ふ
に
、
似
げ
な
く
も
思
は
ざ
り
け
る
。
あ
さ
ま
し
と
思
し
な
が
ら
、
閨

　
　
か
か
る
も
を
か
し
う
て
、
も
の
な
ど
の
た
ま
ひ
て
け
れ
ど
、
人
の
漏
り
聞
か
む
も
古
め
か
し
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
つ
れ
な
く
も
て
な
し
た
ま

　
　
へ
る
を
、
女
は
い
と
つ
ら
し
と
思
へ
り
。

　
　
　
上
の
御
硫
櫛
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
は
て
に
け
れ
ば
、
上
は
御
桂
の
人
召
し
て
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
ほ
ど
に
、
ま
た
人
も
な
く
て
、

　
　
こ
の
内
侍
常
よ
り
も
き
よ
げ
に
、
様
体
頭
つ
き
な
ま
め
き
て
、
装
束
あ
り
さ
ま
い
と
は
な
や
か
に
好
ま
し
げ
に
見
ゆ
る
を
、
さ
も
古
り
が

　
　
た
う
も
と
心
づ
き
な
く
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
い
か
が
思
ふ
ら
ん
と
さ
す
が
に
過
ぐ
し
が
た
く
て
、
裳
の
裾
を
引
き
お
ど
ろ
か
し
た
ま
へ

　
　
れ
ば
、
か
は
ほ
り
の
え
な
ら
ず
ゑ
が
き
た
る
を
さ
し
隠
し
て
見
か
へ
り
た
る
ま
み
、
い
た
う
見
延
べ
た
れ
ど
、
目
皮
ら
い
た
く
黒
み
落
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
入
り
て
、
い
み
じ
う
は
つ
れ
そ
そ
け
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
紅
葉
賀
・
三
三
六
～
三
三
七
頁
］

源
典
侍
は
、
ω
老
齢
の
、
㈲
典
侍
で
、
ω
家
柄
が
高
く
、
⑰
才
気
が
あ
り
、
⑧
品
格
も
備
わ
っ
て
い
て
、
ω
周
囲
の
人
々
か
ら
高
く
評
価
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
「
な
が
ら
」
、
㎏
ひ
ど
く
好
色
で
、
そ
の
方
面
で
は
思
慮
が
欠
け
て
い
る
。
三
谷
邦
明
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
源
典
侍
は
ん
P
か
ら
O
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
正
性
と
、
白
ま
た
は
㎏
と
い
う
負
性
を
併
せ
持
つ
人
物
で
あ
る
こ
と
が
冒
頭
で
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
紹
介
文
だ
け
で
彼
女
の
輪
郭
は
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
正
性
と
負
性
と
い
う
相
反
す
る
属
性
は
、
「
な
が
ら
」
と
い
う
助
詞
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
に
結
び

つ
け
ら
れ
、
源
典
侍
と
い
う
特
異
な
人
物
を
説
明
し
て
い
る
。
対
極
に
あ
る
ふ
た
つ
の
属
性
が
融
合
し
た
人
物
‖
源
典
侍
。
彼
女
を
中
心
と
す
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る
物
語
は
、
そ
の
後
も
「
な
が
ら
」
と
い
う
助
詞
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
源
典
侍
の
人
物
紹
介
の
次
は
、
光
源
氏
に
よ
る
源
典
侍
評
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
も
助
詞
「
な
が
ら
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
注

意
し
た
い
。
光
源
氏
は
「
あ
さ
ま
し
と
思
し
な
が
ら
、
国
倒
閉
週
か
か
る
も
を
か
し
う
て
」
、
「
さ
も
古
り
が
た
う
も
と
心
づ
き
な
く
見
た
ま
ふ

も
の
か
ら
、
い
か
が
思
ふ
ら
ん
と
さ
す
が
に
過
ぐ
し
が
た
く
て
」
と
、
源
典
侍
を
評
価
す
る
。
光
源
氏
は
「
あ
さ
ま
し
」
「
心
づ
き
な
し
」
と

い
っ
た
ん
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
す
る
が
、
し
か
し
一
方
で
は
「
を
か
し
」
「
過
ぐ
し
が
た
し
」
と
思
い
、
彼
女
の
存
在
を
無
視
で
き
な
い
で
い
る
。

つ
ま
り
、
光
源
氏
に
と
っ
て
の
源
典
侍
は
、
あ
き
れ
た
不
愉
快
な
存
在
で
あ
り
「
な
が
ら
」
、
し
か
し
「
さ
す
が
に
」
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き

な
い
魅
力
の
持
ち
主
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
源
典
侍
へ
の
興
味
が
、
　
　
　
部
分
「
戯
れ
言
い
ひ
ふ
れ
て
こ
こ
ろ
み
た
ま
ふ
」
「
も
の
な
ど
の
た
ま
ひ
て
け
れ
ど
」
「
裳
の

裾
を
引
き
お
ど
ろ
か
し
た
ま
へ
れ
ば
」
と
い
う
光
源
氏
の
行
動
の
直
接
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
光
源
氏
の
関
心
は
、
桐

壼
帝
後
宮
の
、
容
貌
気
だ
て
が
優
れ
、
か
つ
教
養
も
あ
る
大
勢
の
女
房
た
ち
で
は
な
く
、
源
典
侍
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
光
源
氏
は
源
典
侍
の
興

味
を
積
極
的
に
行
動
へ
と
移
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
源
典
侍
と
光
源
氏
の
関
係
は
、
「
男
か
ら
の
働
き
か
け
に
女
が
応
え
る
」
こ
と
で
は
じ
ま
っ

て
い
る
の
だ
。
こ
の
点
か
ら
し
て
す
で
に
、
源
典
侍
と
光
源
氏
の
関
係
性
は
、
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
前

章
で
述
べ
た
と
お
り
、
『
伊
勢
物
語
』
第
⊥
ハ
十
三
段
は
、
老
女
側
か
ら
の
積
極
的
な
働
き
か
け
に
男
が
応
ず
る
こ
と
が
特
徴
だ
っ
た
。
し
か
し
、

源
典
侍
と
光
源
氏
の
関
係
は
、
光
源
氏
の
連
続
し
た
積
極
的
な
働
き
か
け
に
源
典
侍
が
応
ず
る
形
で
始
ま
っ
て
お
り
、
源
典
侍
に
「
つ
く
も
髪
」

の
老
女
ほ
ど
の
積
極
性
は
見
出
せ
な
い
。
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
の
特
徴
の
ひ
と
つ
、
「
女
か
ら
男
へ
の
働
き
か
け
」
と
い
う
点
は
、
源
典

侍
と
光
源
氏
の
関
係
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
の
特
徴
の
二
つ
目
、
「
男
が
女
に
対
し
て
「
同
情
」
「
憐
欄
」
の
情
を
抱
く
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
確
認
し

て
お
き
た
い
。
前
章
で
引
用
し
た
東
原
論
文
は
、
「
光
源
氏
と
源
典
侍
が
共
寝
を
す
る
動
機
は
、
あ
く
ま
で
も
彼
女
へ
の
同
情
か
ら
で
あ
る
」

と
し
て
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
根
拠
に
次
の
箇
所
を
挙
げ
て
い
た
。
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齢
の
ほ
ど
い
と
ほ
し
け
れ
ば
慰
め
む
と
思
せ
ど
、
か
な
は
ぬ
も
の
う
さ
に
い
と
久
し
く
な
り
に
け
る
を
、
（
後
略
）
［
紅
葉
賀
・
三
三
九
頁
］

東
原
論
文
が
引
用
し
た
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、
傍
線
部
分
「
齢
の
ほ
ど
い
と
ほ
し
け
れ
ば
慰
め
む
」
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
、
た
し
か

に
光
源
氏
は
、
源
典
侍
の
「
齢
」
を
気
の
毒
が
り
、
何
と
か
喜
ば
せ
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
こ
の
箇
所
は
、
直
後
に
逆
接
の

接
続
助
詞
「
ど
」
を
伴
っ
て
「
か
な
は
ぬ
も
の
う
さ
に
い
と
久
し
く
な
り
に
け
る
」
へ
と
つ
な
が
る
文
脈
の
な
か
で
機
能
し
て
い
る
の
だ
。
光

源
氏
は
、
源
典
侍
が
年
寄
り
で
あ
る
こ
と
を
気
の
毒
に
思
い
、
喜
ば
せ
て
や
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
、
そ
う
は
い
う
も
の
の
気
が
進
ま
な
い
ま
ま

日
数
だ
け
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
は
、
源
典
侍
に
対
し
て
い
っ
た
ん
は
同
情
す
る
も
の
の
、
し
か
し
そ
れ
が
何
ら
行
動
へ
と

結
び
つ
く
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
源
典
侍
物
語
冒
頭
の
、
積
極
的
な
光
源
氏
の
行
動
力
と
比
較
す
る
と
、
こ

の
と
き
の
光
源
氏
の
態
度
は
対
照
的
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
光
源
氏
に
と
っ
て
源
典
侍
は
、
興
味
の
対
象
で
こ
そ
あ
れ
、
同
情
の
対
象
と
は
な
り

得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
光
源
氏
の
心
情
が
、
『
伊
勢
物
語
』
第
⊥
ハ
十
三
段
の
「
在
五
中
将
」
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
も
は
や

説
明
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
老
女
へ
の
同
情
を
「
共
寝
」
と
い
う
行
動
で
示
し
た
「
在
五
中
将
」
と
、
源
典
侍
に
同
情
は
す
る
も
の
の
何
も

で
き
な
い
ま
ま
時
間
だ
け
を
重
ね
る
光
源
氏
1
。
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
と
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
源
典
侍
物
語
は
、
「
理
想
的
な

貴
公
子
と
老
女
の
恋
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
実
は
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
精
神
の
あ
り
よ
う
や
心
の
動
き
は
対
照
的
な

の
で
あ
る
。
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三
　
光
源
氏
の
こ
と
ば
の
両
義
性
ー
助
詞
「
や
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー

　
前
章
で
、
源
典
侍
と
の
恋
愛
関
係
の
き
っ
か
け
が
光
源
氏
側
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
し
た
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
積
極
性
と
い
っ
て
も
そ
れ

は
「
戯
れ
言
」
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
は
な
く
、
か
な
ら
ず
し
も
共
寝
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
温
明
殿

で
の
共
寝
、
そ
し
て
頭
中
将
と
の
立
ち
回
り
と
い
う
顛
末
へ
と
展
開
し
て
し
ま
う
の
は
、
光
源
氏
が
源
典
侍
に
「
引
き
ず
ら
れ
、
老
女
の
誘
い



　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
ひ
き
こ
ま
れ
て
い
く
」
か
ら
と
い
う
の
が
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
か
。
実
は
光
源
氏
は
、
自
分
の
意
識
の
範
囲
を
越
え

た
と
こ
ろ
で
源
典
侍
を
求
め
て
い
る
。
彼
は
、
源
典
侍
と
の
や
り
と
り
の
な
か
で
、
彼
女
に
対
す
る
興
味
と
欲
望
を
無
意
識
の
う
ち
に
明
ら
か

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
あ
る
日
、
桐
壼
帝
の
御
整
髪
に
奉
仕
し
た
源
典
侍
の
な
ま
め
か
し
い
姿
に
興
味
を
持
っ
た
光
源
氏
は
、
彼
女
の
裳
の
裾
を
引
き
、
そ
し
て
扇

を
交
換
す
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
は
、
源
典
侍
に
興
味
が
あ
っ
て
声
を
か
け
た
も
の
の
、
老
女
を
相
手
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
人
に
見
ら
れ

た
く
な
い
。
光
源
氏
は
途
中
か
ら
源
典
侍
と
の
や
り
と
り
を
早
々
に
切
り
上
げ
よ
う
と
必
死
に
な
る
。

　
　
　
　
（
源
典
侍
》
君
し
来
ば
手
な
れ
の
駒
に
刈
り
飼
は
む
さ
か
り
過
ぎ
た
る
下
葉
な
り
と
も

　
　
と
言
ふ
さ
ま
、
こ
よ
な
く
色
め
き
た
り
。

　
　
　
　
《
光
源
氏
》
　
「
笹
分
け
ば
人
や
答
め
む
い
つ
と
な
く
駒
な
つ
く
め
る
森
の
木
が
く
れ

　
　
わ
づ
ら
は
し
さ
に
」
と
て
立
ち
た
ま
ふ
を
ひ
か
へ
て
、
（
後
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
紅
葉
賀
・
三
三
八
頁
］

源
典
侍
は
、
自
分
を
「
下
葉
」
に
喩
え
て
、
「
あ
な
た
が
お
い
で
く
だ
さ
る
な
ら
、
あ
な
た
の
お
手
な
ら
し
の
馬
に
草
を
刈
っ
て
ご
馳
走
し
ま

し
ょ
う
。
盛
り
を
過
ぎ
た
下
葉
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
」
と
積
極
的
に
光
源
氏
を
誘
う
。
す
る
と
光
源
氏
は
、
「
い
つ
だ
っ
て
多
く
の
馬
が

慕
い
寄
っ
て
い
く
ら
し
い
森
の
木
隠
れ
の
あ
な
た
の
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
私
が
あ
な
た
に
逢
い
に
行
っ
た
ら
、
他
の
人
が
見
答
め
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
面
倒
な
の
で
す
。
」
と
応
酬
す
る
。
光
源
氏
は
源
典
侍
に
、
修
理
大
夫
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ま
た
の
男
た
ち
が
通
っ
て
い
る
こ
と
を
持

ち
出
し
、
そ
の
男
た
ち
に
見
答
め
ら
れ
る
の
が
煩
わ
し
い
か
ら
行
き
た
く
て
も
行
け
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
何
と
か
そ
の
場
を
う
ま
く
収
め
て

席
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
光
源
氏
の
歌
中
「
人
や
答
め
む
」
の
助
詞
「
や
」
に
注
目
し
た
い
。
現
在
ま
で
の
諸
注
釈
書
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
「
人
が
見

　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

答
め
る
だ
ろ
う
」
、
「
人
が
気
づ
く
だ
ろ
う
」
な
ど
、
多
少
表
現
の
相
違
は
あ
る
が
「
や
」
を
間
投
助
詞
と
解
釈
す
る
見
解
で
一
致
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
助
詞
「
や
」
は
、
一
方
で
反
語
の
係
助
詞
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。
す
る
と
光
源
氏
の
和
歌
の
意
味
は
、
「
あ
な
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た
の
も
と
に
は
い
つ
で
も
多
く
の
男
た
ち
が
慕
い
寄
っ
て
い
る
ら
し
い
が
、
も
し
私
が
あ
な
た
に
逢
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
で
他
の
男
が
私
を
答

め
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
誰
も
答
め
は
し
な
い
。
」
と
な
り
、
光
源
氏
の
絶
対
的
な
自
信
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
源
典
侍
と
の
契
り
を
強
く
切
望
す
る

和
歌
に
変
貌
し
て
し
ま
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
一
見
源
典
侍
の
誘
い
を
う
ま
く
回
避
し
た
か
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
こ
の
光
源
氏
の
歌
に
は
、
実

は
光
源
氏
自
身
さ
え
も
気
づ
か
な
い
欲
望
を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
和
歌
の
直
後
に
「
わ
づ
ら
は
し
さ
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

光
源
氏
は
前
者
の
意
味
で
返
歌
し
た
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
裏
側
に
源
典
侍
と
の
契
り
を
望
む
気
持
ち
な
ど
い
さ
さ
か
も
な
か
っ
た

こ
と
は
疑
う
余
地
も
な
い
。
源
典
侍
自
身
も
、
光
源
氏
の
返
歌
か
ら
〈
拒
絶
〉
を
読
み
と
っ
た
か
ら
こ
そ
、
立
ち
上
が
っ
た
彼
を
引
き
止
め
て

薄
情
を
恨
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
後
者
の
意
で
解
釈
し
た
形
跡
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
光
源
氏
の
和
歌
が
当

事
者
た
ち
の
思
惑
と
は
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
、
相
反
す
る
も
う
一
つ
の
解
釈
を
許
容
し
て
し
ま
う
こ
と
な
の
だ
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏

は
源
典
侍
を
「
あ
さ
ま
し
」
「
心
づ
き
な
し
」
と
思
い
「
な
が
ら
」
、
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
女
に
近
づ
い
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
照
応
す

る
か
の
よ
う
に
、
光
源
氏
は
、
源
典
侍
と
深
い
関
係
に
な
る
つ
も
り
は
な
い
と
返
歌
し
な
が
ら
、
実
は
そ
の
深
層
に
は
、
彼
自
身
も
気
づ
か
な

い
共
寝
へ
の
欲
望
が
渦
巻
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
な
る
欲
望
こ
そ
が
、
後
日
現
実
の
出
来
事
と
な
っ
て
し
ま
う
。
光
源
氏
の

和
歌
は
、
図
ら
ず
も
後
の
物
語
展
開
を
胚
胎
す
る
の
で
あ
る
。

　
夕
立
の
な
ご
り
で
涼
し
く
な
っ
た
あ
る
日
、
温
明
殿
の
あ
た
り
を
歩
い
て
い
た
光
源
氏
は
、
琵
琶
を
弾
き
な
が
ら
催
馬
楽
「
山
城
」
を
謡
っ

て
い
る
源
典
侍
を
見
つ
け
る
。
自
然
に
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
引
き
込
ま
れ
て
、
光
源
氏
は
催
馬
楽
「
東
屋
」
を
朗
詠
す
る
。

　
　
東
屋
の
　
真
屋
の
あ
ま
り
の
　
そ
の
雨
そ
そ
き
　
我
立
ち
濡
れ
ぬ
　
殿
戸
開
か
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
鍵
も
　
錠
も
あ
ら
ば
こ
そ
　
そ
の
殿
戸
　
我
鎖
さ
め
　
お
し
開
い
て
来
ま
せ
　
我
や
人
妻

女
の
も
と
を
訪
れ
軒
先
で
雨
に
濡
れ
て
し
ま
っ
た
男
が
、
女
に
戸
を
開
け
る
よ
う
頼
む
。
す
る
と
女
は
、
掛
け
が
ね
も
な
い
の
だ
か
ら
早
く
開

け
て
入
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
と
男
を
誘
引
す
る
内
容
の
歌
謡
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
夕
立
の
後
と
い
う
情
景
と
、
源
典
侍
が
直
前
に
謡
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
2
）

た
「
山
城
」
に
合
わ
せ
て
こ
の
催
馬
楽
を
謡
っ
た
。
当
時
こ
う
し
た
露
骨
な
歌
謡
に
対
し
て
、
女
性
は
応
じ
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
ら
、
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光
源
氏
は
本
気
で
源
典
侍
に
契
り
を
せ
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
応
じ
た
風
流
と
い
う
だ
け
の
行
為
と
し
て

「
東
屋
」
を
朗
詠
し
た
の
だ
。

　
と
こ
ろ
が
源
典
侍
は
光
源
氏
の
予
想
を
裏
切
り
、
後
に
つ
づ
け
て
「
お
し
開
い
て
来
ま
せ
」
と
謡
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
う
ろ
た
え
る
光

源
氏
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
源
典
侍
は
「
立
ち
濡
る
る
人
し
も
あ
ら
じ
東
屋
に
う
た
て
も
か
か
る
雨
そ
そ
き
か
な
」
［
紅
葉
賀
・
三

四
〇
頁
］
と
い
う
和
歌
を
自
分
か
ら
詠
み
か
け
る
の
で
あ
る
。
「
私
に
は
『
東
屋
』
の
よ
う
に
尋
ね
て
き
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
」
と
嘆
く
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

典
侍
の
歌
は
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
そ
の
内
容
を
否
定
す
る
と
い
う
女
歌
の
常
套
表
現
を
用
い
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
流
れ

で
は
、
応
ず
る
光
源
氏
の
和
歌
は
、
同
じ
く
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
女
へ
の
愛
の
深
さ
を
訴
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
だ
。

　
し
か
し
、
実
際
の
光
源
氏
の
和
歌
は
「
人
妻
は
あ
な
わ
づ
ら
は
し
東
屋
の
真
屋
の
あ
ま
り
も
馴
れ
じ
と
そ
思
ふ
」
［
紅
葉
賀
・
三
四
〇
頁
］

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
人
妻
は
な
ん
と
も
面
倒
で
し
て
、
あ
な
た
の
軒
先
に
も
馴
れ
馴
れ
し
く
近
づ
く
こ
と
は
し
ま
す
ま
い
。
」
と
い
う
内

容
の
こ
の
歌
は
、
「
東
屋
」
に
即
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
「
東
屋
」
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
光
源
氏
は
完
全
に
及
び
腰

に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
時
光
源
氏
は
敢
え
て
催
馬
楽
「
東
屋
」
に
両
義
的
な
表
現
を
見
出
だ
す
こ
と
で
、
催
馬
楽
世
界
を
は
ぐ

ら
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
東
屋
」
の
末
尾
「
我
や
人
妻
」
の
助
詞
「
や
」
は
反
語
で
、
「
私
は
他
人
の
妻
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
な

　
　
　
　
（
2
4
）

た
の
も
の
よ
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
源
典
侍
は
「
私
（
源
典
侍
）
は
あ
な
た
（
光
源
氏
）
の
も
の
よ
」
と
い
う
意
味
で
「
東
屋
」
を

謡
っ
た
の
に
対
し
て
、
光
源
氏
は
こ
の
「
や
」
を
間
投
助
詞
の
意
で
解
釈
し
、
「
私
（
源
典
侍
）
は
あ
な
た
（
光
源
氏
）
の
も
の
で
は
な
く
、

他
の
人
の
妻
で
す
。
」
と
い
う
意
味
を
和
歌
中
に
採
用
す
る
こ
と
で
、
何
と
か
し
て
催
馬
楽
世
界
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
自
ら
催

馬
楽
「
東
屋
」
を
持
ち
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
慌
て
ふ
た
め
い
て
そ
れ
を
和
歌
で
撤
回
し
て
し
ま
っ
た
こ
の
対
応
で
、
光
源
氏
の
色
好
み
の
面

目
は
完
全
に
つ
ぶ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
光
源
氏
自
身
も
「
あ
ま
り
は
し
た
な
く
や
」
［
紅
葉
賀
・
三
四
〇
頁
］
と
反
省
し
、

結
局
こ
の
夜
、
と
う
と
う
光
源
氏
は
源
典
侍
と
契
り
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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光
源
氏
は
、
興
味
本
位
で
源
典
侍
に
声
を
か
け
た
も
の
の
、
彼
女
と
深
い
関
係
に
な
る
こ
と
ま
で
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
契
り
を
結
ぶ
に
至
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
て
そ
の
原
因
が
源
典
侍
の
積
極
性
だ
け
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
源
典
侍
と
交
わ
し
た
光
源
氏
自
身
の
こ
と
ば
（
表
現
）
の
内
奥
に
そ
の
萌
芽
は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一

度
目
は
、
光
源
氏
自
身
は
意
識
し
な
か
っ
た
「
や
」
の
両
義
性
が
源
典
侍
と
の
未
来
の
契
り
を
暗
示
し
、
二
度
目
は
、
源
典
侍
か
ら
逃
れ
る
た

め
、
光
源
氏
自
身
が
作
り
だ
し
た
は
ず
の
「
や
」
の
両
義
性
が
裏
目
に
で
て
、
結
局
暗
示
の
と
お
り
光
源
氏
は
源
典
侍
と
契
り
を
結
ぶ
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
、
源
典
侍
と
光
源
氏
の
恋
愛
の
あ
り
よ
う
や
二
人
の
精
神
性
は
、
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
「
つ
く
も
髪
」
の
老
女
と
「
在
五

中
将
」
を
継
承
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
光
源
氏
が
色
好
み
の
老
女
の
誘
惑
に
引
き
ず
ら
れ
る
ま
ま
に
契
り
を
結
ん
だ
、
つ
ま
り
、
源

典
侍
が
先
導
す
る
恋
愛
関
係
だ
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
し
か
し
、
物
語
は
そ
の
よ
う
に
語
っ
て
は
い
な
い
。
逃
れ
た
い
気
持
ち
を
一
方
で

抱
え
つ
つ
も
、
実
際
は
光
源
氏
自
身
の
こ
と
ば
が
源
典
侍
を
手
繰
り
寄
せ
、
彼
の
こ
と
ば
が
さ
ら
な
る
関
係
性
の
発
展
へ
と
誘
引
し
て
い
っ
た

の
だ
。
光
源
氏
自
身
の
意
志
や
思
考
と
は
裏
腹
に
、
彼
の
発
し
た
こ
と
ば
は
源
典
侍
と
の
関
係
を
選
び
取
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
源
典
侍
と
の
恋
愛
は
あ
く
ま
で
も
光
源
氏
先
導
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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注

（
1
）
池
田
亀
鑑
は
「
源
典
侍
に
関
す
る
物
語
は
、
長
篇
の
主
流
か
ら
離
れ
、
異
質
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
し
（
『
日
本
古
典
全
書
源
氏
物
語

　
　
　
＝
（
朝
日
新
聞
社
）
三
九
五
頁
頭
注
）
、
次
い
で
阿
部
秋
生
が
そ
の
「
異
質
性
」
の
実
体
を
分
析
し
、
紅
葉
賀
巻
の
源
典
侍
挿
話
は
か
な
り
後

　
　
に
な
っ
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
成
立
の
次
元
に
関
連
づ
け
て
論
じ
た
（
「
光
源
氏
の
容
姿
」
『
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科
学
科
紀
要
』

　
　
第
四
輯
、
一
九
五
四
年
二
月
。
↓
『
光
源
氏
論
ー
発
心
と
出
家
ー
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
八
月
）
。
ほ
か
に
、
高
橋
和
夫
「
源
氏

　
　
物
語
成
立
論
二
題
」
（
『
群
馬
大
学
学
芸
学
部
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
編
』
七
巻
四
号
、
一
九
五
七
年
一
一
月
。
↓
改
題
「
紅
葉
賀
・
葵
両
巻
の

　
　
あ
る
部
分
に
つ
い
て
」
（
『
源
氏
物
語
の
主
題
と
構
想
』
、
桜
楓
社
、
一
九
六
六
年
二
月
）
、
池
田
勉
「
源
氏
物
語
「
紅
葉
の
賀
」
の
巻
に
お
け
る

　
　
異
質
的
な
も
の
に
つ
い
て
」
（
『
国
文
学
孜
』
第
四
二
号
、
一
九
六
七
年
三
月
。
↓
『
源
氏
物
語
試
論
』
、
古
川
書
房
、
一
九
七
四
年
＝
月
）
、

　
　
伊
藤
博
「
源
典
侍
挿
話
の
周
辺
ー
紅
葉
賀
・
花
宴
断
想
ー
」
（
『
文
学
論
輯
』
第
一
八
号
、
一
九
七
一
年
三
月
。
↓
『
源
氏
物
語
の
原
点
』
、
明
治

　
　
書
院
、
一
九
八
〇
年
一
一
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
玉
上
琢
彌
「
源
氏
物
語
評
釈
二
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
一
月
）
、
藤
村
潔
「
源
典
侍
の
場
合
ー
源
氏
物
語
作
者
の
方
法
ー
」
（
『
藤
女
子
大

　
　
学
国
文
学
雑
誌
』
第
七
号
、
一
九
六
九
年
一
一
月
。
↓
『
源
氏
物
語
の
構
造
二
』
、
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
七
一
年
六
月
）
。

（
3
）
三
谷
邦
明
「
源
典
侍
の
物
語
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
第
二
集
』
、
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
）
。
↓
改
題
「
源
典
侍
物
語
の
構
造
－
織

　
　
物
性
あ
る
い
は
藤
壼
事
件
と
朧
月
夜
事
件
ー
」
（
『
物
語
文
学
の
方
法
H
』
、
有
精
堂
、
一
九
八
九
年
六
月
）
、
小
嶋
菜
温
子
「
光
源
氏
の
〈
犯
し
〉

　
　
を
め
ぐ
っ
て
ー
源
典
侍
挿
話
と
「
を
こ
」
ー
」
（
『
日
本
文
学
』
第
三
七
巻
第
一
二
号
、
一
九
八
八
年
一
二
月
）
。
↓
改
題
「
源
典
侍
と
朧
月
夜
」

　
　
（
『
源
氏
物
語
批
評
』
、
有
精
堂
、
一
九
九
五
年
七
月
）
。

（
4
）
久
富
木
原
玲
「
天
照
大
神
の
巫
女
た
ち
ー
六
条
御
息
所
、
そ
し
て
源
典
侍
ー
」
（
『
新
物
語
研
究
3
』
、
有
精
堂
、
一
九
九
五
年
一
一
月
。
↓
『
中

　
　
古
文
学
研
究
叢
書
5
源
氏
物
語
歌
と
呪
性
』
、
若
草
書
房
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）
。

（
5
）
藤
本
勝
義
「
源
典
侍
ー
末
摘
花
と
の
連
繋
ー
」
（
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
、
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
一
月
。
↓
『
源
氏
物
語
研
究
叢
書
2

　
　
源
氏
物
語
の
人
こ
と
ば
文
化
』
、
新
典
杜
、
一
九
九
九
年
九
月
）
。

（
6
）
小
林
茂
美
「
源
典
侍
物
語
の
周
辺
」
（
『
源
氏
物
語
序
説
ー
王
朝
の
文
学
と
伝
承
構
造
I
l
』
、
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
五
月
）
。

（
7
）
鈴
木
日
出
男
「
源
典
侍
と
光
源
氏
」
（
『
國
語
と
國
文
學
』
第
八
二
〇
号
、
一
九
九
二
年
四
月
）
。

（
8
）
引
用
は
、
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
六
巻
眠
江
入
楚
皇
桐
壼
至
＋
一
花
散
里
』
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
四
年
六
月
）
四
一
九
頁
。

（
9
）
「
「
紅
葉
賀
」
の
巻
」
（
『
源
氏
物
語
評
論
』
、
明
治
書
院
、
一
九
四
二
年
一
二
月
）
。

（
1
0
）
「
宮
廷
の
風
雅
ー
紅
葉
賀
・
花
宴
」
（
『
國
文
學
』
第
三
二
巻
第
＝
二
号
、
一
九
八
七
年
一
一
月
）
。
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「
源
典
侍
物
語
の
〈
喩
〉
ー
催
馬
楽
「
石
川
」
引
用
と
烏
瀞
劇
の
寓
話
的
解
釈
」
（
『
國
文
學
』
第
三
八
巻
第
＝
号
い
一
九
九
三
年
一
〇
月
）

主
要
な
注
釈
書
の
う
ち
、
①
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
松
尾
聡
『
新
註
伊
勢
物
語
』
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
五
二
年
）
、
窪
田
空
穂
『
伊

勢
物
語
評
釈
』
（
東
京
堂
、
一
九
五
五
年
）
、
大
津
有
一
・
築
島
裕
『
日
本
古
典
文
学
大
系
伊
勢
物
語
』
（
岩
波
書
店
、
　
九
五
七
年
）
、
片
桐
洋

一
「
伊
勢
物
語
の
研
究
［
研
究
篇
］
』
（
明
治
書
院
、
一
九
六
八
年
）
、
上
坂
信
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』
（
有
精
堂
、
一
九
六
八
年
）
、
中
田
武
司
・

狩
野
尾
義
衛
『
伊
勢
物
語
新
解
』
（
白
帝
社
、
一
九
七
一
年
）
、
森
野
宗
明
『
講
談
社
文
庫
伊
勢
物
語
』
（
講
談
社
、
一
九
七
二
年
）
、
森
本
茂

「
伊
勢
物
語
全
釈
』
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
七
三
年
）
、
阿
部
俊
子
『
講
談
社
学
術
文
庫
伊
勢
物
語
全
訳
注
』
（
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）
、
竹
岡

正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』
（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
年
）
、
秋
山
度
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
伊
勢
物
語
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
。
②

の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
岸
田
武
夫
『
伊
勢
物
語
評
解
』
（
白
楊
社
、
一
九
五
〇
年
）
。
③
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
福
井
貞
助

『
日
本
古
典
文
学
全
集
伊
勢
物
語
』
（
小
学
館
、
一
九
七
二
年
）
、
同
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
伊
勢
物
語
』
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
で

あ
る
。

福
井
貞
助
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
伊
勢
物
語
』
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
一
二
月
）
。

秋
山
慶
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
伊
勢
物
語
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
一
月
）
。

渡
辺
実
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
伊
勢
物
語
』
（
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
七
月
）
。

引
用
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
』
（
小
学
館
）
に
拠
る
。
な
お
、
私
に
傍
線
等
を
付
し
、
下
に
巻
名
と
頁
数
を
記
し
た
。

前
掲
（
3
）
、
「
源
典
侍
の
物
語
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
第
二
集
』
、
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
。
↓
改
題
「
源
典
侍
物
語
の
構
造
ー

織
物
性
あ
る
い
は
藤
壼
事
件
と
朧
月
夜
事
件
ー
」
『
物
語
文
学
の
方
法
n
』
、
有
精
堂
、
一
九
八
九
年
六
月
）
。

木
船
重
昭
「
源
氏
物
語
の
表
現
ー
源
典
侍
物
語
の
場
合
ー
」
（
『
平
安
文
学
研
究
』
第
五
二
号
、
一
九
七
四
年
七
月
）
。

石
田
穣
二
他
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
源
氏
物
語
』
（
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
七
月
）
。

柳
井
滋
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
源
氏
物
語
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
一
月
）
。

引
用
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
催
馬
楽
』
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
に
拠
る
。

前
掲
（
1
8
）
論
文
。

鈴
木
日
出
男
「
女
歌
の
本
性
」
（
『
古
代
和
歌
史
論
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）
。

臼
田
甚
五
郎
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
催
馬
楽
』
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
士
後
期
課
程
四
年
）
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