
﹃
源
氏
物
語
﹄
源
典
侍
考

︱
︱
﹁
朝
顔
﹂
巻
の
登
場
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

杉

浦

一

彰

一
、
問
題
の
所
在

源
典
侍
は
、
物
語
の
主
要
な
展
開
に
関
与
し
な
い
所
謂
︿
端
役(１

)

﹀
と
し
て
こ
れ
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
検
討
が
な

さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
既
往
の
解
釈
か
ら
は
解
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
源
典
侍
が
最
後
に
登
場
す
る
の
が
、
﹁
朝
顔
﹂
巻
で
あ
る
。
﹁
朝
顔
﹂
巻
は
そ

の
巻
名
が
示
す
よ
う
に
、
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
と
の
交
流
が
主
に
展
開
す
る
た
め
、
源
典
侍
の
登
場
は
唐
突
な
感
が
否
め
な
い
。

し
か
し
先
行
研
究
は
、
源
典
侍
が
初
登
場
す
る
﹁
紅
葉
賀
﹂
巻
に
比
べ
て
少
な
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
登
場
場
面
の
多
少
が
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
数
少
な
い
論
考
を
挙
げ
る
と
、
当
該
巻
の
懐
古
主
義
的
な
雰
囲
気
と
の
関
わ
り
か
ら
源
典
侍
登
場
の
意
義
を
考
察
す
る
も
の
や(

２
)

、
他
の
登

場
人
物
と
比
較
・
対
照
を
試
み
る
も
の
が
あ
る(３

)

。
そ
の
一
方
で
、
本
来
注
目
さ
れ
る
べ
き
、
源
典
侍
の
〝
挿
話
的
な
再
登
場
〟
の
あ
り
よ
う
と
、

彼
女
の
〝
物
語
内
行
動
〟
に
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
所
詮
、︿
端
役
﹀
に
過
ぎ
な
い
と
の
意
識
が
読
み
手
の
中
に
働
い

て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、﹁
朝
顔
﹂
巻
の
物
語
展
開
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
源
典
侍
が
こ
の
巻
で
担
う
役
割
や
存
在
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
特
に
、
源
典
侍

と
光
源
氏
と
の
贈
答
歌
の
あ
り
よ
う
に
着
目
し
、
詠
歌
に
込
め
ら
れ
た
心
情
に
迫
り
た
い
。
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二
、︿
恋
物
語
﹀
の
実
態

ま
ず
は
、
源
典
侍
が
登
場
す
る
ま
で
の
物
語
状
況
を
整
理
す
る
。

斎
院
は
御
服
に
て
お
り
ゐ
た
ま
ひ
に
き
か
し
。
大
臣
、
例
の
思
し
そ
め
つ
る
こ
と
絶
え
ぬ
御
癖
に
て
、
御
と
ぶ
ら
ひ
な
ど
い
と
し
げ
う
聞

こ
え
た
ま
ふ
。
宮
、
わ
づ
ら
は
し
か
り
し
こ
と
を
思
せ
ば
、
御
返
り
も
う
ち
と
け
て
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
い
と
口
惜
し
と
思
し
わ
た
る
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
六
九
頁(４

)

︶

右
引
用
は
、﹁
朝
顔
﹂
巻
初
発
部
分
で
あ
る
。
光
源
氏
の
新
た
な
恋
物
語
を
予
兆
す
る
語
り
は
、
藤
壺
と
の
死
別
や
冷
泉
帝
へ
の
密
奏
と
い
っ

た
﹁
薄
雲
﹂
巻
を
読
み
進
め
て
き
た
読
者
に
奇
妙
な
印
象
を
覚
え
さ
せ
る
。
物
語
作
者
は
両
巻
間
の
内
容
の
乖
離
を
自
覚
し
て
い
た
よ
う
で
、

そ
の
解
決
の
た
め
に
、
こ
こ
で
光
源
氏
の
﹁
御
癖
﹂
を
話
題
に
す
る
。﹁
癖
﹂
に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔
に
よ
っ
て
、
﹁
日
常
の
彼
の
歩
調
と
は
矛

盾
し
背
反
す
る
行
動
に
身
を
委
ね
る
﹂
契
機
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(５

)

。
ま
た
、
﹁
癖
﹂
を
持
ち
出
し
た
こ
と
で
、
読
者
に
は
、
﹁
う
ち

つ
け
の
す
き
ず
き
し
さ
は
好
ま
し
か
ら
ぬ
御
本
性
に
て
、
ま
れ
に
は
、
あ
な
が
ち
に
ひ
き
違
へ
心
づ
く
し
な
る
こ
と
を
御
心
に
思
し
と
ど
む
る

癖
﹂︵
五
三
～
五
四
頁
︶
が
あ
る
と
い
う
、﹁
帚
木
﹂
巻
の
物
語
叙
述
が
想
起
さ
れ
、
自
ず
と
空
蝉
の
よ
う
な
女
性
と
の
恋
愛
が
期
待
さ
せ
ら
れ

て
い
く
。
斎
院
を
退
い
た
朝
顔
姫
君
は
、﹁
わ
づ
ら
は
し
か
り
し
こ
と
を
思
せ
ば
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
に
こ
れ
ま
で
靡
か
な
か
っ
た
稀
有

な
女
性
で
あ
る
。
読
者
は
こ
の
難
攻
不
落
の
女
性
に
対
し
、
光
源
氏
が
い
か
な
る
活
躍
を
す
る
か
期
待
を
高
め
る
。

そ
う
し
た
読
者
の
期
待
に
応
え
る
よ
う
に
、
こ
の
巻
に
は
二
人
の
関
係
を
後
押
し
す
る
人
物
が
登
場
す
る
。
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長
月
に
な
り
て
、
桃
園
の
宮
に
渡
り
た
ま
ひ
ぬ
る
を
聞
き
て
、
女
五
の
宮
の
そ
こ
に
お
は
す
れ
ば
、
そ
な
た
の
御
と
ぶ
ら
ひ
に
こ
と
づ
け

て
参
で
た
ま
ふ
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
六
九
頁
︶

高
貴
な
出
自
な
が
ら
そ
の
存
在
の
一
切
が
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
女
五
の
宮
が
、
朝
顔
姫
君
の
桃
園
邸
移
住
に
伴
っ
て
登
場
す
る
。
役
割
・
存

在
意
義
が
登
場
当
初
か
ら
暗
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
彼
女
の
次
の
発
言
に
も
注
目
し
た
い
。

﹁
時
々
見
た
て
ま
つ
ら
ば
、
い
と
ど
し
き
命
や
延
び
は
べ
ら
む
。
今
日
は
老
も
忘
れ
、
う
き
世
の
嘆
き
み
な
さ
り
ぬ
る
心
地
な
む
﹂
と
て

も
、
ま
た
泣
い
た
ま
ふ
。﹁
三
の
宮
う
ら
や
ま
し
く
、
さ
る
べ
き
御
ゆ
か
り
そ
ひ
て
、
親
し
く
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
を
、
う
ら
や
み
は
べ

る
。
こ
の
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
も
、
さ
や
う
に
こ
そ
悔
い
た
ま
ふ
を
り
を
り
あ
り
し
か
﹂
と
の
た
ま
ふ
に
ぞ
、
す
こ
し
耳
と
ま
り
た
ま
ふ
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
七
二
頁
︶

肉
親
と
の
死
別
な
ど
の
悲
し
み
を
経
験
し
た
女
五
の
宮
は
、﹁
よ
ろ
づ
心
細
く
﹂
︵
四
七
〇
頁
︶
暮
ら
し
て
き
た
。
光
源
氏
の
弔
問
は
、
そ
の

悲
し
み
を
慰
謝
す
る
だ
け
で
無
く
、﹁
老
も
忘
れ
、
う
き
世
の
嘆
き
み
な
さ
り
ぬ
る
心
地
﹂
に
さ
せ
て
く
れ
た
。
女
五
の
宮
が
こ
こ
で
光
源
氏
に
、

﹁
す
こ
し
耳
と
ま
﹂
る
話
題
を
提
供
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
彼
の
訪
問
を
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
利
己
心
の
現
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
悪
く
言

え
ば
、
朝
顔
姫
君
を
餌
に
し
て
、
光
源
氏
を
己
の
も
と
へ
と
誘
い
出
そ
う
と
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
結
果
的
に
男
女
関
係
を
切
り
結
ぶ
役
割
を

担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
の
仲
は
遅
々
と
し
て
深
ま
ら
な
い
。
こ
の
巻
の
語
り
手
は
そ
の
原
因
と
し
て
、
恋
愛
を
﹁
わ
づ
ら
は
し
﹂
く

思
う
朝
顔
姫
君
の
意
志
強
固
な
性
情
を
挙
げ
て
い
る
。
確
か
に
、
彼
女
の
自
照
表
現
に
は
、
前
斎
院
と
し
て
の
自
尊
心
か
ら
社
会
的
立
場
を
貫

徹
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
や(６

)

、﹁
拒
否
の
心
情(７

)

﹂
が
読
み
と
れ
る
。
一
方
で
、
光
源
氏
側
の
言
動
に
も
見
過
ご
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
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①

﹁
院
崩
れ
た
ま
ひ
て
後
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
つ
け
て
、
同
じ
世
の
や
う
に
も
は
べ
ら
ず
、
お
ぼ
え
ぬ
罪
に
当
た
り
は
べ
り
て
、
知
ら
ぬ
世

に
ま
ど
ひ
は
べ
り
し
を
、
⋮
⋮
﹂

︵
朝
顔
・
②
・
四
七
〇
頁
︶

②

﹁
山
が
つ
に
な
り
て
、
い
た
う
思
ひ
く
づ
ほ
れ
は
べ
り
し
年
ご
ろ
の
後
、
こ
よ
な
く
衰
へ
に
て
は
べ
る
も
の
を
。
⋮
⋮
﹂

︵
朝
顔
・
②
・
四
七
一
～
四
七
二
頁
︶

右
引
用
は
女
五
の
宮
へ
の
光
源
氏
の
返
答
で
あ
る
。
老
女
の
思
い
出
話
を
き
っ
か
け
に
し
て
、﹁
さ
ま
ざ
ま
に
つ
け
て
、
同
じ
世
の
や
う
に
も

は
べ
ら
ず
﹂、
と
積
年
の
苦
労
を
吐
露
し
、﹁
こ
よ
な
く
衰
へ
に
て
は
べ
る
﹂
と
い
う
発
言
ま
で
漏
ら
し
て
い
る
。
中
年
期
を
迎
え
て
い
た
光
源

氏
は
、
こ
の
対
話
を
通
じ
て
、﹁
同
じ
世
﹂
の
よ
う
に
過
ご
せ
な
い
現
実
認
識
を
固
め
て
い
く
。

こ
う
し
た
認
識
は
、
朝
顔
姫
君
と
の
対
話
で
も
次
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

﹁
す
き
ず
き
し
き
や
う
に
な
り
ぬ
る
を
﹂
な
ど
、
あ
さ
は
か
な
ら
ず
う
ち
嘆
き
て
立
ち
た
ま
ふ
。﹁
齢
の
積
も
り
に
は
、
面
な
く
こ
そ
な
る

わ
ざ
な
り
け
れ
。
世
に
知
ら
ぬ
や
つ
れ
を
、
今
ぞ
と
だ
に
聞
こ
え
さ
す
べ
く
や
は
も
て
な
し
た
ま
ひ
け
る
﹂
と
て
出
で
た
ま
ふ
な
ご
り
、

と
こ
ろ
せ
き
ま
で
聞
こ
え
あ
へ
り
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
七
五
頁
︶

右
引
用
で
は
、
光
源
氏
の
﹁
す
き
ず
き
し
﹂
い
振
る
舞
い
へ
の
自
制
心
と
、﹁
齢
の
積
も
り
に
は
⋮
⋮
﹂
と
い
っ
た
︿
老
い
﹀
意
識
が
垣
間
見

え
る
。
光
源
氏
が
、﹁
今
さ
ら
に
若
々
し
き
御
文
書
き
な
ど
も
似
げ
な
き
こ
と
と
思
﹂
い
つ
つ
も
、
﹁
さ
ら
が
へ
り
て
ま
め
や
か
﹂︵
四
七
七
頁
︶

な
文
の
や
り
取
り
を
す
る
様
子
が
後
に
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
彼
の
︿
老
い
﹀
意
識
は
、
次
の
よ
う
な
感
慨
へ
と
収
斂
し
て
い
く
。

昨
日
今
日
と
思
す
ほ
ど
に
、
三
十
年
の
あ
な
た
に
も
な
り
に
け
る
世
か
な
、
か
か
る
を
見
つ
つ
、
か
り
そ
め
の
宿
を
え
思
ひ
棄
て
ず
、
木
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草
の
色
に
も
、
心
を
移
す
よ
、
と
思
し
知
ら
る
る
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
八
一
～
四
八
二
頁
︶

荒
廃
が
進
む
桃
園
邸
の
様
子
に
、
世
の
中
の
流
転
の
早
さ
を
感
じ
取
っ
た
光
源
氏
は
、
現
世
な
ど
、﹁
か
り
そ
め
の
宿
﹂
に
過
ぎ
な
い
と
達
観

し
な
が
ら
も
、
未
だ
に
、﹁
木
草
の
色
に
も
﹂、
そ
し
て
朝
顔
姫
君
に
も
﹁
心
を
移
す
﹂
己
の
現
況
を
、
痛
い
ほ
ど
﹁
思
し
知
ら
る
る
﹂
。
周
囲
か

ら
、﹁
御
す
き
心
の
古
り
が
た
き
ぞ
御
瑕
な
め
る
﹂︵
四
八
一
頁
︶
と
指
弾
さ
れ
る
光
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
心
は
、﹁
癖
﹂
に
よ
り
再
燃
し
た

恋
情
と
、﹁
す
き
ず
き
し
﹂
い
行
動
を
慎
む
べ
き
だ
と
す
る
﹁
齢
﹂
認
識
と
の
狭
間
で
揺
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
胸
の
中
の
葛
藤
を
整
理
す
る
ま

で
、
朝
顔
姫
君
に
対
し
て
積
極
的
な
働
き
か
け
が
と
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。

読
者
に
期
待
さ
れ
る
形
で
始
ま
っ
た
こ
の
巻
の
所
謂
︿
恋
物
語
﹀
は
、
朝
顔
姫
君
や
光
源
氏
と
い
う
当
事
者
同
士
の
自
制
心
が
障
害
と
な
り
、

進
展
の
兆
し
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
源
典
侍
と
の
再
会

物
語
が
停
滞
の
様
相
を
見
せ
始
め
る
中
、
源
典
侍
が
、
実
質
、
光
源
氏
の
二
度
目
の
桃
園
邸
訪
問
と
な
る
場
面
に
登
場
す
る
。

︵
ａ
︶
い
と
古
め
か
し
き
咳
う
ち
し
て
参
り
た
る
人
あ
り
。︵
ｂ
︶﹁
か
し
こ
け
れ
ど
、
聞
こ
し
め
し
た
ら
む
と
頼
み
き
こ
え
さ
す
る
を
、

世
に
あ
る
も
の
と
も
数
ま
へ
さ
せ
た
ま
は
ぬ
に
な
む
。
院
の
上
は
、
祖
母
殿
と
笑
は
せ
た
ま
ひ
し
﹂
な
ど
名
の
り
出
づ
る
に
ぞ
、
思
し
出

づ
る
。︵
ｃ
︶
源
典
侍
と
い
ひ
し
人
は
、
尼
に
な
り
て
、
こ
の
宮
の
御
弟
子
に
て
な
む
行
ふ
と
聞
き
し
か
ど
、
今
ま
で
あ
ら
む
と
も
尋
ね
知

り
た
ま
は
ざ
り
つ
る
を
、
あ
さ
ま
し
う
な
り
ぬ
。﹁
そ
の
世
の
こ
と
は
、
み
な
昔
語
に
な
り
ゆ
く
を
、
は
る
か
に
思
ひ
出
づ
る
も
心
細
き
に
、

う
れ
し
き
御
声
か
な
。
親
な
し
に
臥
せ
る
旅
人
と
は
ぐ
く
み
た
ま
へ
か
し
﹂
と
て
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
御
け
は
ひ
に
、
い
と
ど
昔
思
ひ
出
で
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つ
つ
、
古
り
が
た
く
な
ま
め
か
し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
て
、︵
ｄ
︶
い
た
う
す
げ
み
に
た
る
口
つ
き
思
ひ
や
ら
る
る
声
づ
か
ひ
の
、
さ
す
が

に
舌
つ
き
に
て
う
ち
戯
れ
む
と
は
な
ほ
思
へ
り
。︵
ｅ
︶﹁
言
ひ
こ
し
ほ
ど
に
﹂
な
ど
聞
こ
え
か
か
る
ま
ば
ゆ
さ
よ
。
今
し
も
来
た
る
老
の

や
う
に
な
ど
、
ほ
ほ
笑
ま
れ
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
ひ
き
か
へ
、
こ
れ
も
あ
は
れ
な
り
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
八
二
～
四
八
三
頁
︶

こ
の
登
場
場
面
に
お
け
る
源
典
侍
の
役
割
・
存
在
意
義
を
掴
む
た
め
、
人
物
造
型
に
関
わ
る
傍
線
部
︵
ａ
︶
～
︵
ｅ
︶
を
整
理
す
る
。

源
典
侍
は
、
傍
線
部
︵
ａ
︶
の
よ
う
に
﹁
咳
﹂
を
し
つ
つ
登
場
す
る
。﹁
咳
﹂
は
、
永
井
和
子
が
、﹁
衰
退
し
か
つ
過
剰
な
老
人
の
異
質
性(８

)

﹂

を
特
徴
づ
け
る
動
作
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、﹁
い
と
古
め
か
し
き
﹂
と
い
う
表
現
ま
で
加
え
ら
れ
て
お
り
、
源
典
侍
は
登
場
と
同
時

に
、﹁
老
人
﹂
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

次
い
で
傍
線
部
︵
ｂ
︶
で
は
、
光
源
氏
へ
と
自
己
紹
介
を
す
る
。
す
で
に
光
源
氏
が
彼
女
を
﹁
祖
母
殿
の
上
﹂︵
葵
・
五
四
頁
︶
と
呼
ぶ
場
面

が
あ
っ
た
の
で
、
当
人
同
士
に
は
通
用
の
呼
称
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
源
典
侍
本
人
が
、
そ
れ
を
口
に
し
た
こ
と
は
見
過
ご
し
が
た

い
。
な
ぜ
な
ら
、
外
山
敦
子
が
、﹁︿
雑
音(９

)

﹀﹂
と
し
て
捉
え
る
傍
線
部
︵
ｄ
︶
の
口
調
と
合
わ
せ
て
見
る
と
、
よ
り
﹁
老
人
﹂
と
し
て
の
印
象
が

強
調
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
語
り
手
に
よ
っ
て
、
傍
線
部
︵
ｃ
︶
の
箇
所
で
彼
女
の
境
遇
が
紹
介
さ
れ
る
際
に
も
、﹁
と
い
ひ
し
人
﹂
と
あ
り
、

﹁
典
侍
﹂
と
し
て
の
過
去
よ
り
も
、
種
々
の
制
約
が
伴
う
﹁
尼
﹂
で
あ
る
現
況
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
て
く
る(

)

。︵
ａ
︶

10

か
ら
︵
ｄ
︶
の
一
連
の
叙
述
は
、
時
の
経
過
に
よ
る
源
典
侍
の
変
貌
を
連
想
さ
せ
る
。

一
方
で
、
光
源
氏
に
﹁
う
ち
戯
れ
﹂
よ
う
と
す
る
気
持
ち
は
残
っ
て
い
た
ら
し
く
、
傍
線
部
︵
ｅ
︶
の
よ
う
な
恨
み
言
を
告
げ
る
。
そ
れ
に

は
、﹃
源
氏
釈(

)

﹄
以
来
、
次
の
引
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

11

身
を
憂
し
と
言
ひ
来
し
程
に
今
は
ま
た
人
の
う
へ
と
も
嘆
き
つ
る
か
な

︵
冷
泉
家
本
所
引
・
出
典
未
詳
︶
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こ
の
引
歌
表
現
を
め
ぐ
っ
て
は
、﹃
弄
花
抄(

)

﹄
が
、
お
互
い
の
老
い
を
嘆
く
趣
旨
の
右
の
和
歌
と
、﹁
う
ち
戯
れ
む
﹂
と
い
う
行
動
と
が
矛
盾
す

12

る
た
め
、﹁
此
哥
し
ゐ
て
心
叶
は
す
﹂
と
注
す
る
。
現
行
の
注
釈
書
は
、
引
歌
を
認
め
た
上
で
、﹁
お
互
い
に
年
を
取
り
ま
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
、

お
相
手
と
し
て
は
五
分
五
分
、
と
い
う
ほ
ど
の
下
意
で
あ
ろ
う(

)

﹂
や
、﹁
あ
な
た
だ
っ
て
年
を
と
っ
た
、
と
し
て
相
手
に
応
ず
る(

)

﹂
と
解
釈
す
る
。

13

14

源
典
侍
に
は
、﹁
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
﹂︵
紅
葉
賀
・
三
三
七
頁
︶
と
い
う
引
歌
表
現
を
し
た
過
去
が
あ
る
の
で
、﹁
し
ゐ
て
心
叶
は
す
﹂
と
ま

で
捉
え
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
傍
線
部
︵
ｅ
︶
で
注
意
し
た
い
の
は
、
二
重
傍
線
部
で
示
し
た
﹁
今
し
も
来
た
る
老ヽ

のヽ

やヽ

うヽ

にヽ

﹂
と
い
う

光
源
氏
の
感
慨
が
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
り
読
者
に
彼
女
の
︿
老
い
﹀
が
だ
め
押
し
的
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

以
上
、
源
典
侍
の
人
物
造
型
を
辿
っ
て
き
た
が
、
か
つ
て
の
︿
好
色
﹀
な
一
面
は
失
わ
れ
て
お
り
、
彼
女
を
﹁
一
向
に
老
生
し
な
い
魂
の
持

ち
主(

)

﹂
だ
と
見
る
理
解
は
肯
え
な
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
次
に
挙
げ
る
女
五
の
宮
の
人
物
造
型
と
の
重
な
り
あ
い
に
も
留
意
し
た
い
。

15

宮
、
対
面
し
た
ま
ひ
て
御
物
語
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
い
と
古
め
き
た
る
御
け
は
ひ
、
︵
ａ
︶
咳
が
ち
に
お
は
す
。
こ
の
か
み
に
お
は
す
れ
ど
、

故
大
殿
の
宮
は
あ
ら
ま
ほ
し
く
古
り
が
た
き
御
あ
り
さ
ま
な
る
を
、
も
て
離
れ
、︵
ｄ
︶
声
ふ
つ
つ
か
に
こ
ち
ご
ち
し
く
お
ぼ
え
た
ま
へ
る

も
さ
る
方
な
り
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
六
九
～
四
七
〇
頁
︶

右
引
用
で
見
ら
れ
る
女
五
の
宮
の
身
体
的
特
徴
や
出
家
と
い
う
境
遇
は
、
源
典
侍
と
の
類
似
的
造
型
を
示
し
て
い
る
が
、
す
で
に
渡
瀬
茂
が
、

﹁
女
五
の
宮
が
、﹃
老
い
﹄
を
自
覚
し
そ
の
嘆
き
に
沈
み
こ
む
こ
と
に
よ
る
老
年
の
姿
の
残
酷
さ
を
示
す
の
だ
と
す
れ
ば
、
源
典
侍
は
、﹃
老
い
﹄

を
自
覚
せ
ず
、﹃
老
い
﹄
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
行
動
を
す
る
こ
と
の
残
酷
さ
を
示
し
て
い
る(

)

﹂
と
両
者
の
対
照
関
係
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、

16

源
典
侍
が
口
に
し
た
﹁
祖
母
殿
﹂
と
い
う
自
称
を
思
い
返
す
と
、
彼
女
も
ま
た
﹁
老
い
﹂
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
く
、
女
五

の
宮
と
類
す
る
役
割
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。
源
典
侍
の
み
を
、﹃
新
編
全
集
﹄
が
指
摘
し
た
よ
う
な
、﹁
道
化
役
﹂︵
四
八
四
頁
︶
と
捉
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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源
典
侍
の
変
貌
に
対
し
、
光
源
氏
の
対
応
に
も
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
前
の
引
用
本
文
で
二
重
傍
線
を
附
し
た
箇
所
を
再
び
引
用
す
る
。

﹁
そ
の
世
の
こ
と
は
、
み
な
昔
語
に
な
り
ゆ
く
を
、
は
る
か
に
思
ひ
出
づ
る
も
心
細
き
に
、
う
れ
し
き
御
声
か
な
。
親
な
し
に
臥
せ
る
旅

人
と
は
ぐ
く
み
た
ま
へ
か
し
﹂

相
手
の
正
体
に
気
づ
い
た
光
源
氏
は
、﹁
あ
さ
ま
し
う
な
﹂
る
が
、
そ
の
口
か
ら
出
た
の
は
、﹁
う
れ
し
き
御
声
か
な
﹂
と
い
う
異
例
な
言
葉

で
あ
っ
た(

)

。﹃
新
編
全
集
﹄
は
、
あ
く
ま
で
、﹁
か
ら
か
い
半
分
の
う
れ
し
が
ら
せ
、
社
交
辞
令
﹂︵
頭
注
一
六
・
四
八
三
頁
︶
と
捉
え
る
が
、
一

17

方
的
な
拒
絶
で
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
し
、
加
え
て
聖
徳
太
子
の
伝
承
を
基
と
し
た
、﹁
親
な
し
に
臥
せ
る
旅
人
﹂
と
い
う
引
歌
を

交
え
た
返
答
に
も
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る(

)

。
引
歌
表
現
に
よ
り
、
慈
愛
を
含
ん
だ
彼
の
眼
差
し
が
浮
か
び
、
そ
れ
は
、
源
典
侍
と
の
応
酬

18

を
、﹁
ほ
ほ
笑
ま
れ
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
ひ
き
か
へ
、
こ
れ
も
あ
は
れ
な
り
﹂
と
い
う
感
銘
を
覚
え
る
様
子
へ
と
続
く
。
こ
の
邂
逅
を
好
感
的
に

受
け
入
れ
る
光
源
氏
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

源
典
侍
の
人
物
造
型
に
し
て
も
、
光
源
氏
の
対
応
に
し
て
も
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

四
、
光
源
氏
と
源
典
侍
の
距
離
感

源
典
侍
の
人
物
造
型
な
ど
の
変
化
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
両
者
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
贈
答
が
交
わ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は

贈
答
が
な
さ
れ
る
経
緯
か
ら
見
て
い
く
。

こ
の
盛
り
に
い
ど
み
た
ま
ひ
し
女
御
、
更
衣
、
あ
る
は
ひ
た
す
ら
亡
く
な
り
た
ま
ひ
、
あ
る
は
か
ひ
な
く
て
は
か
な
き
世
に
さ
す
ら
へ
た
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ま
ふ
も
あ
べ
か
め
り
、
入
道
の
宮
な
ど
の
御
齢
よ
、
あ
さ
ま
し
と
の
み
思
さ
る
る
世
に
、
年
の
ほ
ど
身
の
残
り
少
な
げ
さ
に
、
心
ば
へ
な

ど
も
、
も
の
は
か
な
く
見
え
し
人
の
生
き
と
ま
り
て
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
う
ち
し
て
過
ぐ
し
け
る
は
、
な
ほ
す
べ
て
定
め
な
き
世
な

り
、
と
思
す
に
、
も
の
あ
は
れ
な
る
御
気
色
を
、
心
と
き
め
き
に
思
ひ
て
若
や
ぐ
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
八
四
頁
︶

﹁
こ
の
盛
り
﹂
か
ら
始
ま
る
光
源
氏
の
心
中
思
惟
に
は
、
桐
壺
帝
治
世
へ
の
憧
憬
と
回
帰
願
望
が
透
き
見
え
る
。
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
か
つ
て
﹁
よ
し
あ
る
宮
仕
人
﹂︵
紅
葉
賀
・
三
三
五
頁
︶
と
し
て
活
躍
し
た
源
典
侍
と
の
再
会
は
、
現
在
と
過
去
と
の
ゆ
る
や
か
な
接
続
を

可
能
に
し(

)

、﹁
な
ほ
す
べ
て
定
め
な
き
世
な
り
﹂
と
光
源
氏
の
中
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
憂
愁
を
よ
り
濃
く
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で

19

も
そ
う
し
た
彼
の
複
雑
な
心
中
は
他
者
に
理
解
さ
れ
な
い
。
光
源
氏
の
﹁
も
の
あ
は
れ
な
る
御
気
色
﹂
に
触
発
さ
れ
る
形
で
源
典
侍
は
次
の
贈

歌
を
詠
出
す
る
。

年
ふ
れ
ど
こ
の
契
り
こ
そ
忘
ら
れ
ね
親
の
親
と
か
言
ひ
し
ひ
と
言

︵
朝
顔
・
②
・
四
八
四
頁
︶

こ
の
和
歌
に
も
、
源
典
侍
の
︿
老
い
﹀
認
識
を
反
映
す
る
、﹁
年
ふ
れ
ど
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
単
な
る
老
い
の
嘆
き
に
終
始
せ
ず
、
光

源
氏
と
の
﹁
契
り
﹂
を
訴
え
る
と
こ
ろ
に
彼
女
の
面
目
躍
如
の
感
が
あ
る
。
好
色
さ
の
残
滓
を
そ
こ
に
認
め
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
一

方
で
、﹁
こ
の
契
り
﹂
と
い
う
表
現
に
は
、﹃
新
編
全
集
﹄
が
﹁﹃
こ
の
﹄
の
﹃
こ
﹄
に
﹃
子
﹄
の
意
を
か
け
る
﹂
︵
頭
注
五
・
四
八
四
頁
︶
と
指

摘
す
る
よ
う
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
お
り
、
和
歌
を
﹁
親
の
立
場
か
ら
詠
歌
さ
れ(

)

﹂
た
も
の
に
規
定
し
て
し
ま
う
。

20

ま
た
、
和
歌
に
は
﹁﹃
親
﹄
と
﹃
子
﹄
の
結
び
つ
き
に
対
す
る
光
源
氏
の
意
識
を
問
い(

)

﹂
か
け
る
﹁
親
の
親
﹂
と
い
う
表
現
ま
で
あ
る
。
こ
の

21

表
現
に
つ
い
て
は
次
の
引
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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源
重
之
が
母
の
近
江
の
こ
ふ
に
侍
り
け
る
に
、
む
ま
ご
の
あ
づ
ま
よ
り
よ
る
の
ぼ
り
て
い
そ
ぐ
事
侍
り
て
、
え
こ
の
た
び
あ
は
で
の

ぼ
り
ぬ
る
こ
と
と
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
、
お
ば
の
女
の
よ
み
侍
り
け
る

お
や
の
お
や
と
お
も
は
ま
し
か
ば
と
ひ
て
ま
し
わ
が
こ
の
こ
に
は
あ
ら
ぬ
な
る
べ
し

︵﹃
拾
遺
集
﹄
・
雑
下
・
五
四
五

※
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
拠
る
︶

詞
書
の
点
線
部
か
ら
は
、
息
子
の
訪
問
を
待
ち
続
け
る
、﹁
源
重
之
が
母
﹂
の
悲
哀
が
浮
か
ぶ
。
そ
う
し
た
母
の
姿
は
、﹁
名
の
り
﹂
出
る
ま

で
、
光
源
氏
に
忘
れ
ら
れ
て
い
た
源
典
侍
の
境
遇
と
重
な
る
。﹁
親
の
親
﹂
に
は
来
訪
を
期
待
す
る
相
手
の
間
遠
を
恨
む
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
引
歌
は
、
あ
く
ま
で
﹁
母
﹂
か
ら
子
へ
の
訴
え
か
け
で
あ
り
、
同
歌
中
の
﹁
こ
の
契
り
﹂
と
い
う
表
現
と
響

き
合
う
こ
と
で
、﹁
親
﹂
と
﹁
子
﹂
の
関
係
へ
の
問
い
の
よ
う
な
印
象
を
強
め
て
し
ま
う
。
同
時
に
、
そ
れ
は
、
異
性
と
の
性
愛
的
関
係
に
執
着

し
な
く
な
っ
た
彼
女
の
心
の
あ
り
よ
う
を
明
か
す
こ
と
に
も
な
る
。

源
典
侍
の
最
終
詠
で
は
、
悪
戯
に
男
性
を
求
め
る
と
い
う
か
つ
て
の
意
識
が
か
き
消
え
、
彼
女
が
︿
老
い
﹀
と
い
う
現
実
を
受
け
入
れ
た
こ

と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
光
源
氏
は
次
の
よ
う
な
返
歌
を
す
る
。

う
と
ま
し
く
て
、

﹁
身
を
か
へ
て
後
も
待
ち
み
よ
こ
の
世
に
て
親
を
忘
る
る
た
め
し
あ
り
や
と

頼
も
し
き
契
り
ぞ
や
。
い
ま
の
ど
か
に
ぞ
聞
こ
え
さ
す
べ
き
﹂
と
て
立
ち
た
ま
ひ
ぬ
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
八
四
頁
︶

詠
作
時
に
、
光
源
氏
の
心
を
占
め
て
い
た
の
は
、﹁
う
と
ま
し
く
て
﹂
と
い
う
感
情
で
あ
っ
た
。
彼
の
心
は
再
会
を
﹁
う
れ
し
﹂
い
と
告
げ
た
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そ
の
舌
の
根
が
乾
か
ぬ
う
ち
に
、
ま
る
で
掌
を
返
す
か
の
よ
う
な
動
き
を
す
る
。
源
典
侍
の
好
色
ぶ
り
を
、﹁
わ
び
し
﹂︵
紅
葉
賀
・
三
四
六
頁
︶

と
辟
易
し
て
い
た
彼
か
ら
す
る
と
、
彼
女
の
︿
老
い
﹀
は
歓
迎
す
べ
き
事
態
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
何
が
そ
こ
ま
で
彼
を
不
快
に
し
た
の
か
と

い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
以
下
、
光
源
氏
の
和
歌
表
現
を
手
掛
か
り
に
そ
の
理
由
を
検
討
す
る
。

返
歌
に
は
、﹁
こ
︵
子
︶
の
世
﹂
の
掛
詞
や
、﹁
親
﹂
と
い
う
表
現
が
用
ら
れ
、
さ
ら
に
、﹁
忘
る
る
た
め
し
あ
り
や
﹂
と
彼
女
を
受
け
入
れ
る

姿
勢
ま
で
見
せ
て
い
る
。
一
方
で
、
上
句
で
ま
ず
配
さ
れ
る
の
は
、﹁
身
を
か
へ
て
後
も
待
ち
み
よ
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
つ
い

て
は
、
現
在
、﹃
花
鳥
余
情(

)

﹄
の
﹁
身
を
か
へ
て
は
生
を
か
へ
て
也
﹂
と
、
家
井
美
千
子
ら(

)

の
﹁
出
家
・
遁
世
﹂
と
い
う
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
お
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り
、
前
者
の
解
釈
が
多
く
の
注
釈
書
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、﹃
新
編
全
集
﹄
の
﹁
来
世
に
生
れ
変
っ
て
後
ま
で
も
待
っ
て
見
て
い
て
く

だ
さ
い
。﹂︵
四
八
四
～
四
八
五
頁
︶
と
い
う
現
代
語
訳
が
あ
る
。
死
後
も
待
て
と
い
う
の
は
い
か
に
も
辛
辣
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
家
井
氏
は
検
証
作
業
の
ま
と
め
と
し
て
次
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

源
氏
に
と
っ
て
、
尼
姿
の
源
典
侍
の
自
分
へ
の
恋
情
は
忌
避
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
拒
否
す
る
の
で
は

な
く
、
自
分
も
志
向
す
る
仏
道
へ
の
先
達
者
と
し
て
彼
女
を
励
ま
そ
う
と
す
る
、
い
か
に
も
目
の
前
の
女
性
に
は
優
し
い
、
彼
ら
し
い
歌

い
よ
う
で
は
な
い
か
。

光
源
氏
の
心
理
に
ま
で
考
察
の
射
程
を
延
ば
し
た
点
で
価
値
あ
る
見
解
で
あ
る
。
た
だ
右
の
解
釈
で
問
題
と
な
る
の
が
、
詠
作
時
の
﹁
う
と

ま
し
﹂
と
い
う
心
情
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
時
に
齟
齬
を
来
す
点
と
、﹁
彼
ら
し
い
歌
い
よ
う
﹂
と
い
う
捉
え
方
か
ら
し
て
も
、
そ
の
解
釈
に
研
究

者
の
光
源
氏
観
が
影
響
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
出
家
・
遁
世
﹂
と
い
う
解
釈
を
採
用
し
た
と
こ
ろ
で
、
己
と
相
手
と
の
間
に
、
出
家
者

と
在
俗
者
と
い
う
線
引
き
を
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
く
み
取
れ
得
る
。
そ
の
た
め
、﹁
身
を
か
へ
て
﹂
と
い
う
表
現
は
、﹁
転
生
﹂
か
﹁
出
家
・

遁
世
﹂
か
と
い
う
よ
う
に
、
二
者
択
一
的
に
解
釈
を
選
ぶ
こ
と
は
あ
ま
り
生
産
的
だ
と
は
思
え
ず
、
表
現
に
内
在
す
る
源
典
侍
へ
の
忌
避
意
識
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を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

﹁
癖
﹂
と
﹁
齢
﹂
認
識
の
狭
間
で
苦
悩
し
て
い
た
光
源
氏
に
し
て
み
れ
ば
、﹁
う
れ
し
﹂
い
と
は
口
に
し
な
が
ら
も
、
一
足
先
に
本
願
を
果
た

し
た
源
典
侍
の
尼
姿
は
彼
の
心
を
掻
き
乱
す
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
、
贈
答
直
前
の
彼
の
長
大
な
心
中
思
惟
が
そ
の
複
雑
な
心
境
を
表
し
て
い

る
。
加
え
て
、
か
つ
て
の
好
色
さ
を
断
ち
き
っ
た
か
の
よ
う
な
源
典
侍
の
贈
歌
は
、﹁
木
草
の
色
に
も
心
を
移
﹂
し
、
朝
顔
姫
君
へ
の
懸
想
心
を

再
燃
さ
せ
た
光
源
氏
を
責
め
た
。﹁
う
と
ま
し
﹂
と
い
う
感
情
は
こ
う
し
て
芽
生
え
る
の
で
あ
る
。

返
歌
に
続
い
て
、
光
源
氏
は
﹁
頼
も
し
き
契
り
ぞ
や
。
い
ま
の
ど
か
に
ぞ
聞
こ
え
さ
す
べ
き
﹂
と
告
げ
る
。
素
直
に
読
め
ば
、﹁
契
り
﹂
を
認

め
る
発
言
と
し
て
受
け
取
れ
る
の
だ
が
、﹁
聞
こ
え
さ
す
﹂
と
い
う
表
現
に
注
目
す
る
と
、﹁
そ
れ
だ
け
相
手
に
へ
だ
た
り
を
置
く(

)

﹂
意
識
が
見
え

24

て
く
る
。
ま
た
、
和
歌
贈
答
後
に
続
く
形
で
光
源
氏
の
次
の
よ
う
な
感
慨
が
語
ら
れ
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。

月
さ
し
出
で
て
、
薄
ら
か
に
積
も
れ
る
雪
の
光
り
あ
ひ
て
、
な
か
な
か
い
と
お
も
し
ろ
き
夜
の
さ
ま
な
り
。
あ
り
つ
る
老
い
ら
く
の
心
げ

さ
う
も
、
よ
か
ら
ぬ
も
の
の
世
の
た
と
ひ
と
か
聞
き
し
と
思
し
出
で
ら
れ
て
、
を
か
し
く
な
む
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
八
五
頁
︶

右
引
用
に
は
、
源
典
侍
の
存
在
を
﹁
老
い
ら
く
の
心
げ
さ
う
﹂
と
貶
め
、
蔑
み
の
気
持
ち
を
込
め
て
、﹁
を
か
し
く
な
む
﹂
と
あ
ざ
け
る
光
源

氏
の
姿
が
あ
り
、
ま
る
で
、
源
典
侍
か
ら
溢
れ
出
る
︿
老
い
﹀
を
排
除
す
る
よ
う
に
、
彼
女
を
﹁
よ
か
ら
ぬ
も
の
﹂
と
し
て
見
て
い
る
。

︿
老
い
﹀
の
自
覚
を
深
め
た
源
典
侍
は
、
男
の
性
愛
的
な
つ
な
が
り
に
限
界
を
感
じ
、
光
源
氏
と
の
間
に
新
た
な
関
係
を
築
こ
う
と
し
た
の
だ

が
、
彼
女
の
そ
う
し
た
変
貌
は
、
逆
に
、
時
間
の
経
過
や
逃
れ
ら
れ
ぬ
︿
老
い
﹀
を
印
象
づ
け
る
こ
と
な
る
。
朝
顔
姫
君
へ
の
懸
想
心
が
あ
る

光
源
氏
に
は
、
己
の
︿
老
い
﹀
を
ど
う
し
て
も
認
め
ら
れ
な
い
部
分
が
あ
り
、︿
老
い
﹀
を
受
け
入
れ
た
源
典
侍
な
ど
容
認
で
き
な
い
の
で
あ
っ

た
。で

は
源
典
侍
の
役
割
・
存
在
意
義
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
贈
答
歌
に
続
く
光
源
氏
の
行
動
を
辿
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。
次
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に
挙
げ
る
の
は
朝
顔
姫
君
と
の
対
話
場
面
の
一
節
で
あ
る
。

①

今
宵
は
い
と
ま
め
や
か
に
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、﹁
一
言
、
憎
し
な
ど
も
、
人
づ
て
な
ら
で
の
た
は
ま
せ
ん
を
、
思
ひ
絶
ゆ
る
ふ
し
に
も

せ
ん
﹂
と
、
下
り
立
ち
て
責
め
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
⋮
⋮

︵
朝
顔
・
②
・
四
八
五
頁
︶

物
語
展
開
上
前
後
す
る
が
、
光
源
氏
の
行
動
を
比
較
す
る
た
め
、
一
度
目
の
対
話
場
面
を
掲
出
す
る
。

②

宣
旨
、
対
面
し
て
、
御
消
息
は
聞
こ
ゆ
。﹁
今
さ
ら
に
若
々
し
き
心
地
す
る
御
簾
の
前
か
な
。
神
さ
び
に
け
る
年
月
の
労
数
へ
ら
れ
は

べ
る
に
、
今
は
内
外
も
ゆ
る
さ
せ
た
ま
ひ
て
む
と
ぞ
頼
み
は
べ
り
け
る
﹂
と
て
、
飽
か
ず
思
し
た
り
。

︵
朝
顔
・
②
・
四
七
三
頁
︶

引
用
①
・
②
の
違
い
を
端
的
に
述
べ
る
と
、
会
話
に
お
け
る
仲
介
者
の
存
在
で
あ
る
。
引
用
②
の
場
面
で
は
、
光
源
氏
が
朝
顔
姫
君
の
対
応

を
恨
ん
で
は
い
る
が
、﹁
宣
旨
﹂
と
い
う
会
話
の
取
り
次
ぎ
役
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
﹁
宣
旨
﹂
の
仲
介
に
よ
り
、
対
坐
す
る
二
人
の
間
に
は

一
定
の
距
離
が
保
た
れ
て
い
く
。
引
用
①
で
は
、
二
重
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏
が
、﹁
人
づ
て
な
ら
﹂
ぬ
朝
顔
姫
君
の
肉
声
を
求
め
て

い
る
。
吉
井
美
弥
子
に
よ
る
と
、﹁
女
の
﹃
声
﹄
は
、
そ
の
﹃
身
体
﹄
が
あ
く
ま
で
も
簾
越
し
に
あ
る
と
き
に
、
つ
ま
り
な
ん
ら
か
の
﹃
境
界
﹄

に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
き
に
こ
そ
、
そ
の
外
部
に
い
る
男
に
強
く
意
識
さ
れ
る(

)

﹂
よ
う
で
、
し
か
も
、﹁
下
り
立
ち
て
責
め
き
こ
え
﹂
る
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動
作
ま
で
見
せ
て
い
る
。
他
者
の
介
入
を
拒
む
強
い
口
吻
と
、
女
の
﹁
身
体
﹂
を
強
く
求
め
る
姿
が
こ
こ
に
浮
か
ぶ
。
読
者
は
巻
頭
か
ら
続
く

自
制
心
の
縛
り
か
ら
解
放
さ
れ
た
光
源
氏
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

当
事
者
同
士
の
自
制
心
に
よ
り
停
滞
の
様
相
を
見
せ
て
い
た
︿
恋
物
語
﹀
は
、
源
典
侍
と
の
贈
答
以
降
、
光
源
氏
の
急
進
的
か
つ
積
極
的
な

行
動
に
よ
っ
て
、
新
た
な
局
面
へ
と
進
む
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
光
源
氏
は
︿
老
い
﹀
た
源
典
侍
を
﹁
よ
か
ら
ぬ
も
の
の
世
の
た
と
ひ
﹂
と
し
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て
排
除
し
た
こ
と
で
、
己
の
心
の
中
に
横
た
わ
る
葛
藤
に
も
決
着
を
つ
け
、
よ
う
や
く
恋
愛
﹁
癖
﹂
を
存
分
に
発
揮
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

五
、
ま
と
め
に
か
え
て
︱
破
局
と
い
う
結
末

そ
の
︿
恋
物
語
﹀
は
、
読
者
の
期
待
を
裏
切
る
形
で
終
わ
り
を
告
げ
る
。
次
に
引
用
す
る
贈
答
歌
は
、
二
人
の
心
理
的
な
隔
た
り
、
あ
る
い

は
恋
愛
観
の
差
異
を
象
徴
す
る
。

︿
光
源
氏
﹀

つ
れ
な
さ
を
昔
に
こ
り
ぬ
心
こ
そ
人
の
つ
ら
き
に
添
へ
て
つ
ら
け
れ

︵
朝
顔
・
四
八
六
頁
︶

︿
朝
顔
姫
君
﹀

あ
ら
た
め
て
何
か
は
見
え
む
人
の
う
へ
に
か
か
り
と
聞
き
し
心
が
は
り
を

︵
同
︶

光
源
氏
は
、﹁
昔
に
こ
り
ぬ
心
﹂
の
持
ち
主
だ
と
自
虐
的
に
詠
い
つ
つ
、
朝
顔
姫
君
の
﹁
つ
ら
﹂
い
態
度
の
軟
化
を
う
な
が
す
。
そ
れ
に
対
し

て
も
、
朝
顔
姫
君
の
強
固
な
姿
勢
は
崩
れ
ず
、
あ
な
た
の
求
め
る
よ
う
な
﹁
心
が
は
り
﹂
は
し
な
い
と
宣
言
す
る
。
つ
か
ず
離
れ
ず
の
均
衡
状

態
が
保
た
れ
て
い
た
二
人
の
関
係
は
、
光
源
氏
が
﹁
人
づ
て
な
ら
﹂
ぬ
︿
声
﹀
を
求
め
た
の
が
仇
と
な
り
破
た
ん
す
る
。
こ
と
の
顛
末
は
あ
ま

り
に
あ
っ
け
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
一
方
で
、
二
人
の
関
係
は
、
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
の
自
制
心
の
た
め
に
、
平
行
線
の
ま
ま
こ
の
巻
の
終
盤

ま
で
食
い
込
む
可
能
性
が
あ
っ
た
。
停
滞
の
様
相
を
強
め
て
い
た
そ
う
し
た
物
語
に
源
典
侍
の
〝
挿
話
的
な
再
登
場
〟
が
き
わ
め
て
密
接
に
関

わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

桃
園
邸
に
住
む
老
女
た
ち
と
の
対
話
を
通
じ
て
光
源
氏
は
、
己
の
︿
老
い
﹀
と
向
き
合
う
。
外
山
敦
子
は
、
光
源
氏
が
、﹁
源
典
侍
の
﹃
声
﹄

に
行
く
手
を
阻
ま
れ
る(

)

﹂
と
そ
の
構
図
を
指
摘
す
る
が
、
そ
う
し
た
外
面
的
な
障
害
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
ま
だ
彼
の
中
に
は
、
︿
老
い
﹀

26

認
識
と
い
う
容
易
に
越
え
ら
れ
ぬ
壁
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
内
面
的
壁
は
、
源
典
侍
を
﹁
身
を
か
へ
﹂
た
存
在
、﹁
老
い
の
心
げ
さ
う
﹂
と
し
て
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切
り
捨
て
る
こ
と
で
、
初
め
て
解
消
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、︿
老
い
﹀
を
体
現
す
る
源
典
侍
は
、
朝
顔
姫
君
と
の
関
係
に
踏
み
出

す
上
で
、
是
が
非
で
も
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

女
五
の
宮
は
、
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
の
男
女
関
係
が
結
ば
れ
る
契
機
を
作
り
、
源
典
侍
は
そ
の
関
係
を
進
展
さ
せ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

彼
女
ら
の
人
物
造
型
の
類
似
は
示
唆
的
で
あ
る
。﹁
朝
顔
﹂
巻
は
、
も
は
や
自
力
で
物
語
を
展
開
さ
せ
る
だ
け
の
力
を
失
っ
た
主
役
た
ち
に
な
り

替
わ
り
、
周
辺
的
な
存
在
が
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
源
典
侍
の
登
場
・
存
在
が
そ
れ
を
証
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

︵
注
︶

︵

︶
物
語
展
開
に
関
与
し
な
い
︿
端
役
﹀
は
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
近
年
で
は
、
久
保
朝
孝
ほ
か
編
﹃
端
役
で
光
る
源
氏
物
語
﹄、
世
界
思
想
社
、

1
二
〇
〇
九
年
の
よ
う
に
積
極
的
に
そ
の
役
割
を
考
察
す
る
も
の
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

︵

︶
﹁
朝
顔
﹂
巻
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
永
井
和
子
﹁
朝
顔
︱
桐
壷
帝
の
世
界
へ
の
回
帰
﹂︵﹃
源
氏
物
語
と
老
い
﹄、
笠
間
書
院
、
一
九
九
五
年
︶
が
ま
と

2
め
ら
れ
、
吉
岡
曠
﹁
鴛
鴦
の
う
き
ね
︵
上
︶
︱
朝
顔
巻
の
光
源
氏
夫
婦
︱
﹂︵﹁
中
古
文
学
﹂、
一
三
、
一
九
七
四
年
五
月
︶、
藤
本
勝
義
﹁
回
顧
と
喪
失

の
構
造
︱
﹃
朝
顔
﹄
巻
︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の

人

こ
と
ば

文
化
﹄、
新
典
社
、
一
九
九
九
年
︶
な
ど
が
過
去
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
。

︵

︶
朝
顔
姫
君
と
の
対
照
性
を
指
摘
し
た
論
考
に
、
藤
村
潔
﹁
源
典
侍
の
場
合
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
構
造

第
二
﹄、
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
七
一
年
︶、
小
林

3
正
明
﹁
自
閉
庭
園
の
美
し
き
魂
︱
朝
顔
姫
君
論
︱
﹂︵
鈴
木
日
出
男
編
﹁
人
物
造
型
か
ら
み
た
﹃
源
氏
物
語
﹄︵
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
︶﹂
、
至
文
堂
、

一
九
九
八
年
五
月
︶
な
ど
が
あ
り
、
光
源
氏
と
の
関
係
を
考
察
し
た
論
考
に
、
渡
瀬
茂
﹁﹃
朝
顔
﹄
の
巻
の
源
典
侍
﹂︵﹁
研
究
と
資
料
﹂、
二
一
、
一
九

八
九
年
七
月
︶
が
あ
る
。

︵

︶
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
引
用
は
、
阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︵
小
学
館
︶
に
よ
り
、
本
文
引
用
の
際
に
は
︵
巻
名
・
分

4
冊
数
・
頁
数
︶
を
記
す
。

︵

︶
秋
山
虔
﹁
好
色
人
と
生
活
者
︱
光
源
氏
の
﹃
癖
﹄﹂︵﹃
王
朝
の
文
学
空
間
﹄、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
︶

5
︵

︶
平
林
優
子
﹁
神
の
ゆ
る
し
﹂︵
鈴
木
一
雄
監
修
﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
№
三
三

薄
雲
・
朝
顔
︵
国
文
学
﹁
解
釈
と
鑑
賞
﹂
別
冊
︶﹄、
至
文

6
堂
、
二
〇
〇
四
年
四
月
︶
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︵

︶
小
山
利
達
﹁
拒
否
の
心
情
﹂︵﹃
源
氏
物
語
攷
﹄、
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
︶

7
︵

︶
永
井
和
子
﹁
序
論
に
か
え
て
︱
非
存
在
者
と
し
て
の
老
人
﹂︵
前
掲
著
︶

8
︵

︶
外
山
敦
子
﹁︿
雑
音
﹀
と
し
て
の
﹃
声
﹄
︱
老
女
の
﹃
声
﹄
を
中
心
に
︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
老
女
房
﹄、
新
典
社
、
二
〇
〇
五
年
︶

9
︵

︶
勝
浦
令
子
﹁
妻
の
出
家
・
老
女
の
出
家
・
寡
婦
の
出
家
﹂︵﹃
女
の
信
心
︱
妻
が
出
家
し
た
時
代
﹄、
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
︶
に
拠
る
と
、
出
家
の
際
、

10
女
性
は
社
会
的
身
分
な
ど
を
放
棄
し
た
と
い
う
。

︵

︶
﹃
源
氏
釈
﹄︵
渋
谷
栄
一
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
一
六
巻
﹄、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
︶

11
︵

︶
﹃
弄
花
抄
﹄︵
伊
井
春
樹
編
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
八
巻
﹄、
お
う
ふ
う
、
一
九
八
三
年
︶

12
︵

︶
﹃
源
氏
物
語

三
﹄︵
石
田
穣
二
ほ
か
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
一
八
﹄、
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
︶︻
頭
注
五
・
二
〇
二
頁
︼

13
︵

︶
﹃
源
氏
物
語

二
﹄︵
柳
井
滋
ほ
か
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
〇
﹄、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
︶︻
脚
注
二
一
・
二
六
三
頁
︼

14
︵

︶
鈴
木
裕
子
﹁
源
典
侍
攷
︱
物
語
世
界
の
悪
戯
者
︱
﹂︵﹁
駒
沢
短
期
大
学
研
究
紀
要
﹂、
二
三
、
一
九
九
五
年
三
月
︶

15
︵

︶
注
︵
３
︶
渡
瀬
論
文
。

16
︵

︶
こ
こ
で
の
対
応
を
異
例
と
し
た
の
は
、光
源
氏
が
源
典
侍
に
対
し
て
悪
感
情
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
諸
処
の
言
動
か
ら
推
測
さ
れ
る
。﹁
葵
﹂巻
で
は
、

17
﹁
あ
さ
ま
し
う
、
古
り
が
た
く
も
い
ま
め
く
か
な
、
と
憎
さ
に
、
は
し
た
な
う
﹂︵
②
・
二
九
頁
︶
源
典
侍
へ
の
返
歌
を
詠
出
す
る
。

︵

︶
諸
注
釈
書
は
、
次
の
和
歌
を
引
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。︵﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
拠
る
︶

18

聖
徳
太
子
高
岡
山
辺
道
人
の
家
に
お
は
し
け
る
に
、
餓
ゑ
た
る
人
み
ち
の
ほ
と
り
に
ふ
せ
り
、
太
子
の
の
り
た
ま
へ
る
馬
と
ど
ま
り
て
ゆ
か
ず
、

ぶ
ち
を
あ
げ
て
う
ち
た
ま
へ
ど
し
り
へ
し
り
ぞ
き
て
と
ど
ま
る
、
太
子
す
な
は
ち
馬
よ
り
お
り
て
、
う
ゑ
た
る
人
の
も
と
に
あ
ゆ
み
す
す
み
た
ま

ひ
て
、
む
ら
さ
き
の
う
へ
の
御
ぞ
を
ぬ
ぎ
て
う
ゑ
人
の
う
へ
に
お
ほ
ひ
た
ま
ふ
、
う
た
を
よ
み
て
の
た
ま
は
く

し
な
て
る
や
か
た
を
か
山
に
い
ひ
に
う
ゑ
て
ふ
せ
る
た
び
人
あ
は
れ
お
や
な
し

﹃
拾
遺
集
﹄・
哀
傷
・
一
三
五
〇

︵

︶
鷲
山
茂
雄
﹁﹃
朝
顔
﹄﹃
少
女
﹄
両
巻
の
桐
壺
院
姉
妹
︱
老
女
宮
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
中
野
幸
一
編
﹃
平
安
文
学
の
風
貌
﹄
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇

19
〇
三
年
︶

︵

︶
今
関
敏
子
﹁
子
﹂︵
久
保
田
淳
ほ
か
編
﹃
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
﹄、
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
︶

20
︵

︶
津
島
昭
宏
﹁﹃
親
﹄
と
し
て
の
源
典
侍
︱
﹃
朝
顔
﹄
巻
の
登
場
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹁
野
州
国
文
学
﹂、
七
七
、
二
〇
〇
六
年
三
月
︶

21
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︵

︶
﹃
花
鳥
余
情
﹄︵
中
野
幸
一
編
﹃
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
二
巻
﹄、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
八
年
︶

22
︵

︶
家
井
美
千
子
・
古
川
江
里
﹁
歌
語
﹃
身
を
か
ふ
﹄
の
表
現
︱
﹃
源
氏
物
語
﹄
朝
顔
巻
の
歌
解
釈
の
た
め
に
︱
﹂︵﹁
ア
ル
テ
ス

リ
ベ
ラ
レ
ス
︵
岩
手

23
大
学
人
文
社
会
科
学
部
紀
要
︶﹂、
六
八
、
二
〇
〇
一
年
六
月
︶

︵

︶
大
野
晋
ほ
か
編
﹃
岩
波
古
語
辞
典

補
訂
版
﹄、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年

24
︵

︶
吉
井
美
弥
子
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
続
編
の
﹃
声
﹄﹂︵﹃
読
む
源
氏
物
語

読
ま
れ
る
源
氏
物
語
﹄、
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
︶

25
︵

︶
注
︵
９
︶
外
山
論
文
。

26

︻
付
記
︼
本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
古
代
文
学
研
究
会
大
会
︵
於
・
か
ん
ぽ
の
宿

彦
根
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
記

し
て
発
表
に
際
し
て
ご
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

︵
す
ぎ
う
ら
・
か
ず
あ
き
／
博
士
後
期
課
程
三
年
︶
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