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保
坂
本
源
氏
物
語
の
表
現

―

「け
は
ひ
」
と

「け
し
き
」
―
〓

一
　

「け
は
ひ
」
と

「け
し
き
」
の
境
界

寛
弘
五
年

（
一
〇
〇
八
）
七
月
十
六
日
、
紫
式
部
は
中
宮
彰
子
の
お

産
の
里
下
が
り
に
従
っ
て
土
御
門
邸
入
り
し
、
ほ
ど
な
く

『紫
式
部
日

記
』
の
執
筆
に
と
り
か
か
り
、
現
存
本
に
よ
る
と

「秋
の
け
は
ひ
入
り

た
つ
ま
ま
に
」
と
書
き
始
め
た
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
旧
来
は

「秋

の
け
は
ひ
た
つ
」
と
か

「秋
の
の
け
は
ひ
の
た
つ
」
と
あ

っ
た
の
を
、

黒
川
本
や
日
記
切
の

「秋
の
け
は
ひ
入
り
た
つ
」
と
す
る
本
文
の
優
位

性
が
説
か
れ
、
今
日
で
は
疑
い
よ
う
の
な
い
解
釈
と
し
て
支
持
さ
れ

ほ
Ｑに、簡ｒ林“鰤櫛喝
訓
計
稲
鎌
瑠
哩り鰐
針
『

に
」
と
あ
リ
ゲ
そ
の
「け
は
ひ
」
と
「け
し
き
」
の
違
い
に
つ
い
て
、

「紫
式
部
日
記
」
で
は

「
『け
し
き
』
は
客
体
た
る
対
象
の
も
つ
性
格

が
、
明
ら
か
に
外
部
に
表
出
し
、
之
を
視
覚
に
よ
っ
て
捉
ら
え
得
る
が

如
き
場
合
に
用
い
ら
れ
る
」
と
し
、

「
『け
は
ひ
」
は
対
象
の
も
つ
性

伊
井
　
春
樹

格
が
、
外
部
に
表
出
せ
ず
、
し
か
も
直
観
に
よ
つ
て
そ
れ
と
な
く
感
得

し
得
る
が
如
き
場
合
に
用
い
ら
れ
る
」
と
説
明
し
、
こ
の
場
面
で
は

句

『‐ま
知
動

量

鐘

逆

ニ

カ

‐ま こ
っ

よ 立
ゆ
却
磐
腫

覚
的
な
対
象
を
さ
し
、

「け
は
ひ
』
は
、
よ
り
心
象
的
感
覚
的
な
印
象

を
さ
す
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
場
合
は
秋
気
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
土
御
門

第
の
光
景
が
趣
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

や
は
り
日
記
本
文
の

『け
は
ひ
」
を
正
し
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
解

説
す
る
。

た
し
か
に
紫
式
部
は
道
長
邸
で
過
ご
し
な
が
ら
、
視
覚
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
秋
の
具
体
的
な
兆
候
へ
の
言
及
と
す
る
よ
り
も
、
邸
内
全
体

に
広
が
っ
て
い
く
、
秋
の
深
ま
る
ま
さ
に

「け
は
ひ
」
を
敏
感
に
感
じ

と

っ
て
の
表
現
と
す
る
ほ
う
が
、
文
学
的
に
も
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
的

確
な
描
写
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を

『栄
花
物
語
」
は
誤
読
し
、

す
ぐ
後
に
続
く

「池
の
わ
た
り
の
梢
ど
も
、
遣
水
の
ほ
と
り
の
く
さ
む

ら
、
お
の
が
じ
し
色
づ
き
わ
た
り
つ
つ
」
と
す
る
よ
う
に
、
木
々
や
草



の
葉
の
紅
葉
し
て
い
る
さ
ま
か
ら

「け
し
き
」
と
し
て
し
ま

っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
も

っ
と
も
、
富
岡
甲
本
で
は

「秋
の
け
は
ひ
」
と
す
る
の

は
、

「紫
式
部
日
記
』
の
本
文
に
引
か
れ
て
の
改
訂
だ

っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

池
田
亀
鑑
博
士
は
、
も
と
も
と

『紫
式
部
日
記
」
に
は

「秋
の
け
は

ひ
入
立
つ
」

「秋
の
け
は
ひ
の‐
入
立

つ
ま
ま
に
」
と
あ

っ
た
の
を
、

「栄
花
物
語
』
で
は

「入
」
を

「
の
」
と
し
、
さ
ら
に

「
に
」
と
誤
写

し
て

「秋
の
け
し
き
に
入
立
つ
ま
ま
に
」
と
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ

う
と
想
定
す
る
。

「入
り
立
つ
」
は
、

「入
り
こ
む
」

「
入
り
て
親
し

む
」
の
意
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「春
た
つ
」

「秋
た
つ
」
な
ど

の
季
節
の
到
来
の

「立
つ
」
と
混
同
し
た
と
い
う
。

「紫
式
部
日
記
』

本
文
は
早
く
か
ら
誤
写
さ
れ
て

「秋
の
け
し
き
に
入
り
た
つ
ま
ま
に
」

と
さ
れ
て

『栄
花
物
語
」
に
継
承
さ
れ
、　
一
方
で
は
も
と
の
表
現
も

「秋
の
け
は
ひ
た
つ
ま
ま
に
」
と
な
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「栄
花
物
語
」
の
成
立
当
時
、
す
で
に

「け
し
き
」
と
す
る
本
文
が
存

在
し
た
の
か
、
誤
っ
た
判
断
か
ら

「け
し
き
」
と
し
た
の
か
は
と
も
か

く
、

「け
は
ひ
」
と

「け
し
き
」
は
き
わ
め
て
揺
れ
の
あ
る
こ
と
ば
と

し
て
存
在
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
、

「
入
る
」
が

「深
ま
る
」
の
用
例
と
し
て
示
さ
れ
る

「源
氏

物
語
』
椎
本
巻
は
、

七
月
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
。
都
に
は
ま
だ
因
明
潤
川
劇
列
倒
引

ｕ
剖
を
、
音
羽
の
山
近
く
、
風
の
音
も
い
と
冷
や
か
に
、
槙
の
山

辺
も
わ
づ
か
に
色
づ
き
て
、
な
ほ
、
た
づ
ね
来
た
る
に
、
を
か
し

う
め
づ
ら
し
う
て
お
ぼ
ゆ
る
を
、

（古
典
全
集
本
、
五
ｌ
七
〇
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は

「風
の
音
」
の
冷
や
か
さ
、
槙
の
葉
の
色
づ
き
具

合
か
ら
の
判
断
な
の
で
あ
ろ
う
、

「秋
の
け
し
き
」
と
表
現
し
、
ま
だ

都
に
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
は
訪
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ

も
時
間
の
問
題
で
、
や
が
て
今
見
る
音
羽
の
山
辺
と
同
じ
く
、
都
で
も

風
の
音
は
冷
や
か
に
に
な
り
、
紅
葉
も
眺
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

れ
を

「け
し
き
」
と
表
現
す
る
と
な
る
と
、
土
御
門
邸
で
の

「池
の
わ

た
り
の
梢
ど
も
、
遣
水
の
ほ
と
り
の
く
さ
む
ら
、
お
の
が
じ
し
色
づ
き

わ
た
り
つ
つ
」
と
し
、

「
や
う
や
う
涼
し
き
風
の
け
は
ひ
に
、
例
の
絶

え
せ
ぬ
水
の
お
と
な
ひ
」
な
ど
の

「け
は
ひ
」
と
ど
れ
ほ
ど
の
径
庭
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「栄
花
物
語
』
の
よ
う
に
、
こ
の
場
面
を
早
く

か
ら

「け
し
き
」
と
認
識
す
る
立
場
も
存
し
た
の
で
あ
り
、
椎
本
巻
の

同
じ
場
面
を
、
別
本
の
保
坂
本
が
、

七
月
ば
か
り
に
や
、
宮
こ
に
は
ま
だ
い
り
た
た
ぬ
利
倒
引
国
酬
を

音
羽
山
ち
か
か
ら
ん
風
の
音
も
い
と
ひ
や
や
か
に
、

と
、
同
じ
景
観
を

「
け
は
ひ
」
の
こ
と
ば
で
表
現
す
る
例
も
見
ら
れ

Ｚり
。

「け
は
ひ
」
と

「け
し
き
」
は
、
基
本
的
に
は
観
念
的
に
対
し
て
具

象
的
で
あ
り
、
感
覚
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
視
覚
的
と
分
類
で
き
は
す

る
も
の
の
、
椎
本
巻
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

「風
の
音
」
の

「冷
や
か
」

さ
も

「け
し
き
」
の
範
時
に
入
る
と
な
る
と
、
単
純
に
分
類
す
る
の
は

き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
、
保
坂
本
は
諸
本
の
中
で
も
孤
立
し
た
本
文
な
が
ら

「け
は
ひ
」



と
す
る
の
は
、
そ
れ
な
り
の
表
現
意
識
が
存
し
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な

い
。
・土
御
門
邸
の

「け
は
ひ
」
に
し
て
も
、

「け
し
き
」
が
ま

っ
た
く

の
誤
り
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
、
流
布
し
た
当
初
か
ら
両
語
句

が
併
存
し
て
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

「
け
は

ひ
」
と

「け
し
き
」
は
か
な
り
古
く
か
ら
混
乱
も
み
ら
れ
た
よ
う
で
、

そ
れ
は
場
面
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
い
っ
た
、
読
み
の
方
法

と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。

動
神
一
¨
一
壽
赫
桝

つ 書 っ
い
に
納
¨
］
一
神
¨
一
摯
一
¨
い

一 で ぁ
一
勒
¨
』

し
、
保
坂
本
の
別
本
と
し
て
の
性
格
を
ト
ー
タ
ル
と
し
て
論
じ
る
に
は

た
め
ら
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
な
る
と
陽
明
文
庫
本
で
も

伝
称
筆
者
の
異
な
る

一
帖

一
帖
は
別
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
し
、
青
表
紙
本
で
あ
っ
て
も
、
巻
に
よ
っ
て
は
河
内
本
や
別
本
と

近
接
し
た
様
相
を
呈
す
る
だ
け
に
、
は
た
し
て
定
家
が
入
手
し
た
の
は

取
り
合
せ
本
で
は
な
く
、
紫
式
部
時
代
の
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
の
か
、
な

ど
と
疑
え
ば
き
り
が
な
く
な
る
。
私
は

一
つ
一
つ
の
本
文
を
、
他
本
と

の
校
合
に
よ
っ
て
読
む
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語

世
界
を
持
つ
作
品
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
あ
る
。
椎
本
巻

で
の
音
羽
山
の
景
観
に
し
て
も
、
そ
れ
を

「け
は
ひ
」
と
し
た
の
は
、

保
坂
本
の
必
然
的
な
世
界
と
理
解
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
な
物
語
が
展
開
す
る
の
か
を
た
ど
っ
て
い
き
た
く
思
っ
て
い
る
。

光
源
氏
が
女
性
た
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
花
に
た
と
え
る
場
面
で
、
ま
ず
女

三
宮
に
つ
い
て

「
こ
れ
こ
そ
は
、
限
り
な
き
人
の
御
あ
り
さ
ま
な
め

れ
」

（若
菜
下
、
四
―

一
人
一こ

と
し
、
続
い
て
、

女
御
の
君

（明
石
女
御
）
は
、
同
じ
や
う
な
る
御
な
ま
め
き
姿

の
、
い
ま
す
こ
し
に
ほ
ひ
加
は
り
て
、
も
て
な
し
引
国
酬
心
に
く

く
、
よ
し
あ
る
剖
劃
し
た
ま
ひ
て
、
よ
く
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
藤
の

花
の
、
夏
に
か
か
り
て
か
た
は
ら
に
並
ぶ
花
な
き
朝
ぼ
ら
け
の
心

地
ぞ
し
た
ま
へ
る
。

と
、
そ
れ
以
上
に
優
美
な
姿
の
明
石
女
御
を
称
賛
す
る
。
こ
こ
で
の

「け
は
ひ
」
は
、
外
面
的
な
振
る
舞
い
と
し
て
の

「も
て
な
し
」
の
ほ

か
に
、
内
面
の

「け
は
ひ
」
の
お
く
ゆ
か
し
さ
が
言
及
さ
れ
る
。
こ
の

本
文
に
つ
い
て
、
保
坂
本
や
阿
里
莫
本
で
は

「も
て
な
し
引
国
酬
心
に

く
く
、
よ
し
あ
る
引
―ま‐
酬
し
た
ま
ひ
て
」
と
、

「
さ
ま
」
を

「
け
は

ひ
」
と
す
る
。
直
前
に
も

「け
は
ひ
」
の
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
だ
け

に
、
熟
さ
な
い
表
現
と
処
理
し
、
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
る
も

の
の
、
こ
の

「
さ
ま
」
は
明
石
女
御
の
全
体
を
統
轄
す
る
表
現
と
し
て

存
す
る
だ
け
に
、
具
象
的
な
姿
態
を
念
頭
に
置
い
た
こ
と
ば
よ
り
も
、

醸
し
出
す
雰
囲
気
と
し
て
の

「け
は
ひ
」
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
洗
練
さ
れ
た
文
体
と
し
て

「さ
ま
」

の
優
位
性
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
重
複
感
は
あ
る
も
の
の
、

「け

は
ひ
」
と
す
る
本
文
の
存
在
も
認
め
、
そ
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
世
界

を
素
直
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
が
、
私
の
主
張
し
た
い
点
で

あ
る
。
と
か
く
、
作
者
の
著
作
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
唯

一
で
あ
っ
た
と

の
観
念
か
ら
、
室
町
中
期
以
降
流
布
本
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
よ
う



に
な
っ
た
青
表
紙
本
の
絶
対
性
を
説
く
の
で
は
な
く
、
所
詮
そ
れ
と
て

定
家
に
ま
で
し
か
遡
及
で
き
な
い
本
文
だ
け
に
、
別
本
に
語
ら
れ
た
よ

う
な
物
語
世
界
の
存
在
も
認
知
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
唱
と
い
え
よ

つヽ
。も

う
少
し
続
け
る
と
、

①

「何
ご
と
言
ふ
ぞ
。
お
い
ら
か
に
死
に
た
ま
ひ
ね
。
ま
ろ
も
死
な

む
。
見
れ
ば
憎
し
、
聞
け
ば
愛
敬
な
し
、
見
棄
て
て
死
な
む
は
う

し
ろ
め
た
し
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
い
と
を
か
し
き
剖
劇
の
み
ま
さ

れ
ば
、
こ
ま
や
か
に
笑
ひ
て
、

（夕
霧
、
四
―
四
五
九
）

と
、
嫉
妬
し
て
怒
る
雲
居
雁
の

「さ
ま
」
を
見
る
に
つ
け
、
夕
霧
は
ま

す
ま
す
い
じ
ら
し
い
か
わ
い
ら
し
さ
を
覚
え
た
と
い
う
。
こ
の

「
さ

ま
」
を
、
別
本
で
は

「
け
は
ひ
」

（御
陽
保
国
‐
諸
本
の
略
称
は
源
氏
物

語
大
成
に
よ
る
）
と
し
、
具
体
的
な
姿
態
の

「
を
か
し
」
さ
で
は
な

く
、
彼
女
の
言
動
か
ら
感
知
さ
れ
る
様
相
に
夕
霧
は
心
引
か
れ
た
と
解

釈
す
る
。

「さ
ま
」
の
持
つ
概
念
は
、

「け
し
き
」
と
共
通
し
た
外
面

的
、
視
覚
的
な
こ
と
ば
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
夕
霧
は
い
わ
ば
心
理

的
に
も
距
離
を
置
い
た
対
象
と
し
て
目
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
保

坂
本
を
中
心
と
し
た
用
例
を
さ
ら
に
示
す
と
、

②
あ
な
め
で
た
、
を
か
し
げ
と
も
見
え
ず
な
が
ら
、
な
ま
め
か
し
う

あ
て
に
き
よ
げ
な
る
や
。
す
ず
ろ
に
、
見
え
苦
し
う
恥
づ
か
し
く

て
、
額
髪
な
ど
も
ひ
き
つ
く
ろ
は
れ
て
、
心
恥
づ
か
し
げ
に
用
意

多
く
際
も
な
き
剖
劃
ぞ
し
た
ま
へ
る
。

（東
屋
、
六
―
四
五
）

＊
さ
ま
―
け
は
ひ

（御
保
池
）

③
女

（浮
舟
）
は
、
母
君
の
思
ひ
た
ま
は
む
こ
と
な
ど
、
い
と
嘆
か

し
け
れ
ど
、
艶
な
る
剖
劃
に
、
心
深
く
あ
は
れ
に
語
ら
ひ
た
ま
ふ

に
、
思
ひ
慰
め
て
下
り
ぬ
。

（東
屋
、
六
―
八
九
）

＊
さ
ま
―
御
け
は
ひ

（御
保
池
）

と
あ
り
、

「
さ
ま
」
で
も

「け
は
ひ
」
で
も
文
脈
に
お
い
て
は
不
都
合

な
く
解
釈
が
で
き
、
し
か
も
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な

い
。
た
だ
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

「け
は
ひ
」
の
本
義
と
し
て
持
つ
、

内
面
か
ら
発
散
す
る
雰
囲
気
を
包
み
込
む
、
よ
り
多
面
的
な
認
識
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な

「さ
ま
」
の
描
写
が
、
保
坂
本
な
ど
の
別
本
で
は
す
べ

て

「け
は
ひ
」
に
置
換
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
大
半
は
そ
の
ま

ま
青
表
紙
本
と
共
通
す
る
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
こ
と
さ
ら

「け
は
ひ
」
と
あ
る
の
は
、
誤
写
と
か
偶
然
と
い
う
の
で

は
な
く
、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
存
在
意
義
の
あ
る
こ
と
ば
と
し
て
位
置

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
保
坂
本
な
ど
の
書
写
者
が
勝
手
に
解
釈
し
て

挿
入
し
た
の
で
は
な
く
、
本
文
の
流
布
と
い
う
長
い
歴
史
的
時
間
の
流

れ
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
本
ご
と
の
世
界
が
構
築
さ
れ
、
読
み
つ
が
れ

て
い
っ
た
証
跡
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

一
一

「け
は
ひ
」
か
ら

「け
し
き
」
へ

『源
氏
物
語
」
に
お
い
て
、
複
合
語
を
含
め
た

「け
は
ひ
」
の
用
例

は
三
七
四
語
、

「け
し
き
」
は
七
八
二
語
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ



れ
ま
で
の

「け
し
き
」
の
圧
倒
的
な
利
用
数
の
多
さ
か
ら
す
る
と
、

「け
は
ひ
」
の
こ
と
ば
を
フ
ル
に
利
用
し
、
そ
れ
よ
っ
て
表
現
効
果
を

高
め
よ
う
と
明
ら
か
に
意
図
し
た
作
品
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
根
来
司
氏
に
よ
る
こ
、

「け
は
ひ
」
は
和
歌
の
世
界
に
は
用
い
ら

れ
る
こ
と
な
く
、
散
文
で
も
平
安
中
期
か
ら
見
え
は
じ
め
る
こ
と
ば
だ

と
し
、

「け
し
き
」
に
つ
い
て
は
平
安
朝
初
期
の
も
っ
ば
ら
人
間
の
様

子
の
描
写
か
ら
、
や
が
て
自
然
の
景
物
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
考
証
さ
れ
る
。
こ
の
方
向
は

『枕
草
子
」
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は

ま
る
よ
う
で
、
そ
こ
か
ら
視
覚
的
な

「け
し
き
」
を
多
用
す
る
清
少
納

言
は

「観
察
者
記
録
者
」
で
あ
っ
た
と
の
論
も
導
き
出
さ
れ
´
げ

『源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、

「け
は
ひ
」
や

「け
し
き
」

の
用
い
ら
れ
方
と
い
う
の
は
、
勿
論
他
の
表
現
や
敬
語
の
方
法
に
い
た

る
ま
で
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
は
す
べ
て
青
表
紙
本
に
よ
る
立
論

は
』
口
″
コ
紳
麟
は

と ヵ、
例
琳
接
れ

つ ぞ
動
物

「
伝

嚇
¨
時
「
は

つ 界
い
α
］
「

す
で
に

「さ
ま
」
で
見
た
よ
う
に
、
別
本
で
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
別
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
な
読
み
の

可
能
性
が
展
開
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
例
を
数
値
だ
け
か
ら
示
す

と
、

「け
は
ひ
」
は
六
四
語

（
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
、

「け
し
き
」
は
人

三
語

Ｔ

一
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
、
別
本
の
諸
本
で
は
別
の
こ
と
ば
に
な
っ

て
い
る
か
、
脱
落
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

「け
は
ひ
」
と

か

「け
し
き
」
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
ば
も
存
在
す
る
の
で
、
差
し
引
い

た
数
だ
け
青
表
紙
本
か
ら
用
語
数
が
減
少
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
先
ほ
ど
の

「さ
ま
」
と
は
逆
の
例
と
し
て
、

「あ
は
れ
と
思
し
ぬ

べ
き
人
の
け
は
ひ
な
れ
ば
、
つ
れ
な
く
ね
た
き
も
の
の
、
忘
れ
が
た
き

に
思
す
」

（夕
顔
、
一
―
一
一一
一〇
）
を
示
す
と
、
光
源
氏
は
自
分
を
避
け

よ
う
と
す
る
空
蝉
が
恨
め
し
く
、
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
と
す
る

場
面
に
お
い
て
、
別
本
の
陽
明
文
庫
本
で
は

「人
の
さ
ま
」

（河
内
本

も
同
じ
）
と
あ
る
。
彼
が
恋
し
く
思
い
出
す
の
は
、
忍
び
入
っ
て
契
り

を
か
わ
し
た
姿
だ
け
に
、

「け
は
ひ
」
と
す
る
よ
り
も

「さ
ま
」
の
ほ

う
が
具
体
性
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
大
半
の
本
文
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に

「け
は
ひ
」
の
表
現
が
不
適
切
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

青
表
紙
本
と
別
本
と
で
交
替
し
て
い
る
こ
と
ば
に
は
、

「け
は
ひ
」

か
ら

「心
」

「け
し
き
」
な
ど
、

「け
し
き
」
か
ら
は

「あ
り
さ
ま
」

「ぎ
し
き
」

「け
は
ひ
」

「心
ち
」

「心
」

「
こ
と
」
と
い
っ
た
例
を

拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
青
表
紙
本
の

「け
は
ひ
」
が
別
本
諸
本
で

「け
し
き
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は

一
九
例
、
そ
の
う
ち

一
一
例
が
保
坂

本
、
阿
里
莫
本

・
御
物
本

・
陽
明
本

。
国
冬
本

・
横
山
本
が
各
三
例
ず

つ
と
い
う
内
訳
を
示
す
。
こ
れ
な
ど
も
、
保
坂
本
が
き
わ
だ
っ
た
現
象

を
呈
す
る
が
、
物
理
的
と
か
、
偶
然
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で

も
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
な
り
の
表
現
価
値
を
持
ち
、

「け
し

き
」
と
し
て
読
ん
で
き
た
世
界
が
保
坂
本
に
定
着
し
た
結
果
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
表
現
さ
れ
た
こ
と
ば
を
尊
重
し
、
人
物
相
互
の
関
連

や
内
実
に
そ
っ
て
読
む
と
、
語
り
手
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
そ
れ
ぞ
れ

の
場
面
で
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
物
語
の
あ
ら
た
な
広
が
り
が
見
え
て

き
そ
う
で
あ
る
。



①
は
じ
め
よ
り
懸
想
び
て
も
聞
こ
え
た
ま
は
ざ
り
し
に
、

「
ひ
き
返

し
懸
想
ば
み
な
ま
め
か
む
も
ま
ば
ゆ
し
。
た
だ
深
き
心
ざ
し
を
見

え
た
て
ま
つ
り
て
、
う
ち
と
け
た
ま
ふ
を
り
も
あ
ら
じ
や
は
」
と

思
ひ
つ
つ
、
さ
る
べ
き
事
に
つ
け
て
も
、
宮

（落
葉
宮
）
の
御
け

は
ひ
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
。
み
づ
か
ら
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
こ

と
は
さ
ら
に
な
し
。
い
か
な
ら
む
つ
い
で
に
、
思
ふ
こ
と
を
も
ま

ほ
に
聞

」ゝえ
知
ら
せ
て
、
人
の
御
け
は
ひ
を
見
む
と
、
思
し
わ
た

る
に
、
御
息
所
、
物
の
怪
に
い
た
う
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
小
野

と
い
ふ
わ
た
り
に
山
里
持
た
ま

へ
る
に
渡
り
た
ま
へ
り
。

（夕
霧

四
―
一一天
一こ

落
葉
宮
を
恋
い
慕
う
夕
霧
だ
が
、
心
の
う
ち
を
伝
え
て
、

「御
け
は

ひ
」
を
見
た
い
と
思
い
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
母
御
息
所
が
病
気
に
な

り
小
野
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
異
文
を
示
す
と
、

御
け
は
ひ
を
―
御
け
し
き
を
も
御
陽
保
―
け
し
き
を
も
国
―
御
心

を
も
麦
阿
―
御
気
色
を
も
河

と
あ
り
、
非
青
表
紙
本
で
は
ほ
ぼ

「け
し
き
」
が
多
数
を
占
め
る
。
た

だ
文
脈
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る

「け
は
ひ
」
は
、

「宮
の

ご
様
子
を
見
よ
う
。
宮
が
ど
う
思
わ
れ
る
か
、
そ
の
反
応
を
見
よ
う
、

の
意
」

（古
典
集
成
本
頭
注
）
と
す
る
の
が
正
鵠
を
得
て
お
り
、
夕
霧
が

落
葉
宮
の
姿
を
見
た
い
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
保
坂
本
な
ど
の

よ
う
に

「人
の
御
け
し
き
を
も
見
む
」
と
表
現
さ
れ
る
と
、
思
い
を
打

ち
明
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
落
葉
官
の
姿
な
り
と
も
見
た
い
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

夕
霧
は
初
め
か
ら
懸
想
の
心
を
も
っ
て
通
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
ま
た
彼
の
性
格
か
ら
し
て
も
直
接
的
な
求
愛
行
動
を
と
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
対
処
の
方
法
と
し
て
、
彼
は
ま
ず
第

一
段
階

は
自
分
の

「深
き
心
ざ
し
」
を
知

っ
て
は
し
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
う

ち
と
け
る
機
会
が
訪
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
期
待
で
あ
っ
た
。
夕
霧

は
、
自
分
の
誠
意
の
ほ
ど
を
態
度
で
示
し
続
け
た
の
だ
が
、
そ
の
反
応

は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
、

「さ
る
べ
き
事
に
つ
け
て
も
、
宮
の
御
け
は

ひ
あ
り
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
」
と
、
落
葉
宮
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

「高
水

一
露
』
で
は
、

「女
二
宮
の
、
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ

て
様
外
を
夕
霧
の
見
給
な
る
べ
し
」
と
、
夕
霧
は
落
葉
宮
の
姿
を
思
い

の
ま
ま
に
見
て
い
た
と
解
す
る
も
の
の
、
こ
の
場
面
は
ま
さ
に
落
葉
宮

の

「け
は
ひ
」
や
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
夕
霧
は
思
い
を
寄
せ
て
い
る
素
振
り
も
見
せ
ず
、
寡
黙
の
ま

ま
で
ひ
た
す
ら
好
意
の
あ
ふ
れ
た
世
話
に
徹
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
母
の

御
息
所
に
こ
と
ば
を
か
け
る
と
い
う
接
し
方
で
終
始
し
、
そ
れ
と
な
く

室
内
の

「け
は
ひ
」
や
女
房
た
ち
の
あ
り
さ
ま
を
観
察
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

「
み
づ
か
ら
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
は
さ
ら
に
な
し
」

と
、
落
葉
宮
は
夕
霧
に
返
事
を
す
る
こ
と
は
勿
論
、
御
簾
越
し
に
で
も

近
く
に
寄
る
こ
と
な
ど
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
る
の
が
第
二
段
落
で
、
何
の
成
果
も
な
い
ま

ま
日
数
だ
け
は
過
ぎ
て
し
ま
う
た
め
、
夕
霧
は
次
の
手
段
と
し
て

「思

ふ
こ
と
を
も
ま
ほ
に
聞
こ
え
知
ら
せ
て
、
人
の
御
け
は
ひ
を
見
む
」

と
、
今
度
は
直
接
行
動
を
起
こ
す
企
て
を
考
え
た
と
い
う
次
第
な
の
で



あ
ろ
う
。
青
表
紙
本
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
沈
黙
を
破
り
、
夕
霧
は
心
の

う
ち
を
訴
え
る
だ
け
訴
え
、
後
は
官
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
す
る
の
か

見
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い
か
に
も
ま
わ

り
く
ど
く
、
悠
長
な
方
法
と
言
わ
ぎ
る
を
得
ず
、
そ
れ
で
芳
し
い
成
果

が
な
け
れ
ば
彼
は
あ
き
ら
め
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
ぐ
後
で
、

夕
霧
は
消
息
を
伝
え
る
女
房
に
つ
い
て
部
屋
に
入
り
、
奥
に
逃
げ
よ
う

と
す
る
落
葉
官
の
衣
の
裾
を
持
ち
、
障
子
を
中
に
し
な
が
ら
も

一
夜
過

ご
す
と
い
う
、
大
胆
な
振
る
舞
い
に
及
ぶ
。
ま
ず
苦
哀
を
訴
え
、
そ
の

反
応
を
見
て
か
ら
態
度
を
決
め
よ
う
と
い
っ
た
行
動
様
式
で
は
な
い
。

保
坂
本
な
ど
の
よ
う
に
、
思
い
を
打
ち
明
け
、

「人
の
御
け
し
き
を
も

見
む
」
と
、
落
葉
宮
の
姿
そ
の
も
の
を
直
接
見
た
い
と
い
う
、
こ
れ
は

契
り
を
結
ぶ
意
味
に
も
通
じ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
考
え
て

い
た
と
す
る
ほ
う
が
こ
の
場
面
で
は
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
く

２一
。

「け
は
ひ
」
か

「け
し
き
」
か
と
い
う
、
わ
ず
か
に

一
つ
の
こ
と
ば

の
違
い
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
よ
る
使
わ
れ
方
に

よ
っ
て
は
、
夕
霧
の
行
動
を
規
制
す
る
大
き
な
問
題
へ
と
広
が
っ
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
様
子
を
う
か
が
う
だ
け
で
は
も
は
や
埒
が
明
か
な
い

だ
け
に
、
保
坂
本
の
よ
う
に
落
葉
宮
に
心
の
う
ち
を
伝
え
、
逢

っ
て
し

ま
お
う
と
の
、
や
や
悲
壮
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
そ
の
機
会
を
う
か

が
っ
て
い
る
夕
霧
像
の
ほ
う
が
、
緊
迫
し
た
作
品
と
し
て
読
め
て
く
る

は
ず
で
あ
る
。
別
本
の
数
本
と
河
内
本
は
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
は

ず
で
あ
る
し
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
本
文
が
流
布
も
し
て
い
た
と
い
う

事
実
は
尊
重
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
御
髪
は
い
と
こ
ち
た
う
も
あ
ら
ぬ
ほ
ど
に
う
ち
や
ら
れ
た
る
、
枕

よ
り
落
ち
た
る
き
は
の
、
つ
や
つ
や
と
め
で
た
う
を
か
し
げ
な
る

も
、
い
か
に
な
り
た
ま
ひ
な
む
と
す
る
ぞ
と
、
あ
る
べ
き
も
の
に

も
あ
ら
ざ
め
り
と
見
る
が
、
惜
し
き
事
た
ぐ
ひ
な
し
。
こ
こ
ら
久

し
く
悩
み
て
、
ひ
き
も
つ
く
ろ
は
ぬ
引
国
酬
の
、
心
と
け
ず
恥
づ

か
し
げ
に
、
限
り
な
う
も
て
な
し
さ
ま
よ
ふ
人
に
も
多
う
ま
さ
り

て
、
こ
ま
か
に
見
る
ま
ま
に
、
魂
も
し
づ
ま
ら
む
方
な
し
。

（総

角
、
五
―
三

一
ユＣ

こ
の
場
面
の
後
、
大
君
は

「
見
る
ま
ま
に
も
の
の
枯
れ
ゆ
く
や
う

に
、
消
え
は
て
」
て
し
ま
う
が
、
そ
の
臨
終
間
際
の
病
床
で
の
薫
か
ら

見
た
姿
が
描
写
さ
れ
る
。
長
い
間
の
病
の
た
め
、

「
ひ
き
つ
く
ろ
は

ぬ
」
と
す
る
よ
う
に
、
彼
女
は
顔
の
手
入
れ
も
ろ
く
に
し
て
い
な
い
は

ず
な
が
ら
、
用
心
し
て
化
粧
な
ど
を
し
て
い
る
者
よ
り
も
は
る
か
に
ま

さ
っ
た
美
し
い

「け
は
ひ
」
で
、
彼
は
つ
く
づ
く
と
見
る
に
つ
け
、
魂

も
身
か
ら
抜
け
出
る
ほ
ど
に
魅
了
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の

「け
は
ひ
」

に
つ
い
て
、
保
坂
本
で
は

「け
し
き
」
と
す
る
。
薫
は
大
君
の
間
近
に

い
る
だ
け
に
、
対
象
を
視
覚
的
に
と
ら
え
た

「け
し
き
」
と
す
る
ほ
う

が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
病
床
に
あ
る
だ
け
に

「
ひ
き

つ
く
ろ
は
ぬ
」
と
の
判
断
は
眼
前
の
こ
と
で
は
な
い
だ
け
に
、
想
像
し

た

「け
は
ひ
」
の
こ
と
ば
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
以
外
の
用

例
に
つ
い
て
も
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
い
く
と
、
保
坂

本
と
し
て
の

一
つ
の
意
味
を
持

っ
た
世
界
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知

‐7‐



ら
れ
て
く
る
。

〓
一

「け
し
き
」
か
ら

「け
は
ひ
」
へ

青
表
紙
本
で
の

「け
し
き
」
が
、
別
本
諸
本
で

「け
し
き
」
と
な
る

の
は
二
〇
語
、
そ
の
内
訳
は
、
も

っ
と
も
多
い
の
が
保
坂
本
の
七
例
、

次
い
で
陽
明
本

・
阿
里
莫
本
の
六
例
、
麦
生
本

。
国
冬
本
の
四
例
な
ど

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
保
坂
本
の
一
例
は
、
す
で
に
引
用
し
た
音

羽
山
の
秋
の

「
け
し
き
」

（椎
本
）
か
ら

「
け
は
ひ
」

へ
の
転
換
で

あ
つ
た
。
さ
ら
に
こ
の
種
の
用
例
を
、
以
下
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

①
風
い
と
心
細
う
更
け
ゆ
く
夜
の
け
し
き
、
虫
の
音
も
、
鹿
の
な
く

音
も
、
滝
の
音
も
、
ひ
と
つ
に
乱
れ
て
艶
な
る
ほ
ど
な
れ
ば
、
た

だ
あ
り
の
あ
は
つ
け
人
だ
に
寝
ざ
め
し
ぬ
べ
き
空
の
引
ｕ
割
を́
、

格
子
も
さ
な
が
ら
、
入
り
方
の
月
の
山
の
端
近
き
ほ
ど
、
と
ど
め

難
う
も
の
あ
は
れ
な
り
。

（夕
霧
、
四
―
三
九
五
）

夕
霧
は
落
葉
宮
へ
の
思
い
を
つ
の
ら
せ
る
ば
か
り
な
が
ら
、
好
意
を

示
す
だ
け
で
は
こ
れ
以
上
の
進
展
は
望
め
な
い
と
判
断
し
、
い
よ
い
よ

具
体
的
な
言
動
に
移
そ
う
と
し
た
矢
先
、
御
息
所
は
物
の
怪
に
患
わ
さ

れ
、
療
養
の
た
め
小
野
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
八
月
の
下
旬
、

彼
は
病
気
見
舞
い
と
い
う
口
実
で
小
野
を
訪
れ
、
女
房
が
消
息
を
伝
え

よ
う
と
部
屋
の
奥
に
入
る
の
に
つ
い
て
忍
び
入
っ
て
し
ま
う
。

「宮
は

い
と
む
く
つ
け
う
な
り
た
ま
ひ
て
、
北
の
御
障
子
の
外
に
ゐ
ざ
り
出
で

さ
せ
た
ま
ふ
を
、
い
と
よ
う
た
ど
り
て
、
ひ
き
と
ど
め
た
て
ま

つ
り

つ
。
御
身
は
入
り
は
て
た
ま
へ
れ
ど
、
御
衣
の
裾
の
残
り
て
、
障
子
は

あ
な
た
よ
り
鎖
す
べ
き
方
な
か
り
け
れ
ば
、
ひ
き
閉
て
さ
し
て
、
水
の

や
う
に
わ
な
な
き
お
は
す
」
と
い
う
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
保

坂
本
な
ど
の
別
本
か
ら
す
る
と
か
ね
て
の
行
動
な
の
だ
が
、
夕
霧
と
し

て
は
思
い
切
っ
た
挙
に
出
た
の
で
あ
る
。
薫
が

「障
子
の
中
」
か
ら
大

君
の
袖
を
と
ら
え
て

一
夜
過
ご
し
た
場
面

（総
角
巻
）
を
想
起
さ
せ
る

が
、
夕
霧
も

「障
子
を
お
さ
へ
た
ま
へ
る
は
、
い
と
も
の
は
か
な
き
固

め
な
れ
ど
、
引
き
も
開
け
」
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
の
ま
ま
の
状
態
で

夜
も
更
け
て
い
っ
た
。
そ
の
後
に
続
く
の
が
右
の
場
面
で
、
虫
の
音
を

は
じ
め
と
す
る
舞
台
設
定
の
な
さ
れ
た
、
情
緒
の
あ
る
秋
の
夜
更
け
だ

け
に
、
ど
の
よ
う
な

「あ
は
つ
け
人
」
で
あ
っ
て
も
日
覚
め
る
に
違
い

な
い

「空
の
け
し
き
」
だ
と
い
う
。

こ
の
青
表
紙
本
の
本
文
に
対
し
て
、　
兄
工
の
け
は
ひ
を
」

（保
麦

阿
）
、

「空
の
け
は
ひ
を
か
し
う
」

（陽
）
と
、
別
本
で
は

「
け
は

ひ
」
の
こ
と
ば
を
用
い
る
。
上
げ
た
ま
ま
の
格
子
か
ら
は
、
山
の
端
に

入
り
か
け
な
が
ら
、
ま
た

一
段
と
ふ
け
ゆ
く
秋
の
夜
空
に
か
が
や
い
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
眺
め
と
し
て
の

「
け
し
き
」
な
の
か
、

「虫
の
音
」

「鹿
の
な
く
音
」

「滝
の
音
」
と
い
っ
た
聴
覚
と
、

「更

け
ゆ
く
夜
の
け
し
き
」
と
が

一
つ
に
な
り
、
情
趣
深
さ
が
ま
さ

っ
た

「空
の
け
は
ひ
」
な
の
か
、
い
ず
れ
も
可
能
な
表
現
の
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

「源
氏
物
語
」
で
は

「夕
暮
の
劉
が
あ
は
れ
な
る
引
ｕ

劇
」

（藤
袴
）
と
い
っ
た
の
も
含
め
て
、

「夕
暮
の
し
づ
か
な
る
劉
ｑ



ロロ
リ
劇
員
夕
顔
）
、　
コ
測
Ⅷ
口
ｕ
劃
も
い
た
う
曇
り
て
」

（少
女
）
、

「雪
う
ち
降
り
て
利
洲
悧
Ⅵ
Ｈ
司
も
、
も
の
あ
は
れ
に
」

（若
菜
上
）
、

「日
入
り
方
に
な
り
ゆ
く
刹
洲
悧
Ⅵ
Ⅵ
引
も
、
あ
は
れ
に
霧
り
わ
た
り
」

（夕
霧
）
な
ど
と
、
空
の
景
観
を

「け
し
き
」
と
表
現
す
る
の
が
圧
倒

的
で
、
四
四
例
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
は
、
大
半
の
用
例

に
異
文
は
な
く
、
い
ず
れ
も
空
は

「け
し
き
」
と
結
び
つ
い
て
お
り
、

こ
の
法
則
性
は
以
後
の
平
安
末
期
の
物
語
で
も
変
り
は
な
い
。

た
だ

一
つ
だ
け
、
異
例
と
も
言
う
べ
き

「空
の
け
は
ひ
」
と
す
る
表

現
が
総
角
巻
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
薫
が
匂
官
の
も
と
を
訪
れ
、
ひ
そ
か

に
中
君
を
譲
る
約
束
を
す
る
場
面
に
、

明
け
ぐ
れ
の
ほ
ど
、
あ
や
に
く
に
霧
り
わ
た
り
て
、
鋼
硼
州
劇
測
「

冷
や
か
な
る
に
、
月
は
霧
に
隔
て
ら
れ
て
、
木
の
下
も
暗
く
な
ま

め
き
た
り
。

（総
角
、
五
―
一
一五
〇
）

と
、
こ
こ
に
は
じ
め
て

「空
の
け
は
ひ
」
の
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
。

青
表
紙
本
の
御
物
本
が

「空
の
け
し
き
」
と
す
る
く
ら
い
で
、
後
の
諸

本
は
す
べ
て
大
島
本
と

一
致
し
て
い
る
だ
け
に
、　
死
工
の
け
は
ひ
」
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
勢
か
ら
す
る
と
、

「空
」
と

「け
し
き
」
の
強
固
な
関
連
性
が
あ
る
だ
け
に
、
夕
霧
と
落

葉
宮
と
の
場
面
も
、
保
坂
本
な
ど
の
よ
う
に

「空
の
け
は
ひ
」
と
す
る

の
は
、
情
趣
深
さ
を
高
め
よ
う
と
す
る
さ
か
し
ら
な
改
訂
で
は
な
か
っ

た
か
と
言
え
な
く
も
な
い
。
ま
た
、
逆
に

「空
の
け
は
ひ
」
の
例
が
存

す
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
不
適
切
な
表
現
で
は
な
い
だ
け
に
、
も
と
も

と

「け
は
ひ
」
で
あ
つ
た
も
の
が
、　
一
般
的
に
空
は

「け
し
き
」
と
す

る
だ
け
に
、
そ
ち
ら
に
引
か
れ
て
手
が
加
え
ら
れ
た
と
判
断
す
る
こ
と

も
で
き
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
も
く
り
か
え
し
て
き
た
よ
う
に
、
私
は
二

つ
の
こ
と
ば
の
優
劣
を
断
ず
る
つ
も
り
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
本
文
が

確
か
に
存
在
し
、
読
ま
れ
て
き
た
事
実
を
指
摘
し
た
く
思
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

「空
の
け
は
ひ
」
は
も
う

一
例
、
僧
都
の
妹
尼
に
引
き
取
ら
れ
て
小

野
で
過
ご
す
浮
舟
が
、
自
分
の
半
生
を
回
想
す
る
場
面
に
、

秋
に
な
り
ゆ
け
ば
、
空
り
引
Ｊ
割
一も
あ
は
れ
な
る
を
、
門
田
の
稲

刈
る
と
て
、
所
に
つ
け
た
る
も
の
ま
ね
び
し
つ
つ
、
若
き
女
ど
も

は
歌
う
た
ひ
興
じ
あ
へ
り
。

（手
習
、
六
―
一
一八
九
）

と
、
青
表
紙
本
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
表
現
で
あ
る

「空
の
け
し
き
」
が

用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
が
別
本
に
な
る
と
、

空
の
け
し
き
も
―
そ
ら
の
け
は
ひ
宮
保
池
国
桃
―
空
の
け
は
ひ
も

阿
―
ナ
シ
陽

と
い
っ
た
状
況
を
呈
し
て
お
り
、
河
内
本
で
も

「け
は
ひ
」
で
あ
り
、

さ
ら
に
青
表
紙
本
の
榊
原
家
本

。
伝
二
条
為
氏
筆
本

・
三
条
西
家
本
で

も

「
そ
ら
の
け
は
ひ
」
、
肖
柏
本
も

「そ
ら
の
け
は
ひ
も
」
と
し
、
い

わ
ば
大
島
本
は
今
の
と
こ
ろ
孤
立
し
た
本
文
と
い
え
る
状
況
に
あ
る
。

数
の
上
か
ら
は

「け
し
き
」
の
優
位
性
は
変
ら
な
い
に
し
て
も
、

「空

の
け
は
ひ
」
と
す
る
表
現
は
確
か
に
存
在
し
、

「源
氏
物
語
」
の
世
界

で
も
語
ら
れ
て
い
た
と
な
る
と
、

「空
」
は
必
ず

「け
し
き
」
と
す
る

も
の
だ
と
す
る
論
理
は
な
り
た
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

②

（落
葉
官
は
）
か
た
は
ら
い
た
く
、
い
か
に
言
ひ
つ
る
こ
と
ぞ
と



思
さ
る
る
に
、

（夕
霧
）

「げ
に
あ
し
う
聞
こ
え

つ
か
し
」
な
ど

ほ
ほ
笑
み
た
ま

へ
る
剣
倒
に
て
、

（夕
霧
、
四
―
三
九
六
）

夕
霧
は
思
い
を
う
ち
あ
け
て
執
拗
に
落
葉
官
に
迫
る
も
の
の
、
そ
れ

以
上
の
振
る
舞
い
に
は
出
ず
、
よ
う
や
く
夜
明
け
近
く
に
な

っ
た
場
面

で
あ
る
。
落
葉
宮
が
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
口
に
し
た
歌
を
、
夕
霧
が
忍
び

や
か
に
復
唱
し
た
た
め
、
彼
女
は
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
を
悔
や
む
様
子

に
、

「
あ
し
う
聞

」ゝ
え

つ
か
し
」
と
化
び
な
が
ら

「
ほ
ほ
笑
み
た
ま

へ

る
気
色
」
で
あ

っ
た
と
す
る
。
夕
霧
は
返
し
の
歌
を
詠
み
、

「
月
明
か

き
方
に
い
ざ
な
ひ
き
こ
ゆ
る
も
」
と
誘

い
、
彼
女
は
拒
絶
す
る
も
の

の
、

「
は
か
な
う
引
き
寄
せ
た
て
ま

つ
り
」
と
、
月
明
り
の
も
と
に
身

を
さ
ら
す
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

「
月
の
顔
に
向
ひ
た
る
や
う
な

る
、
あ
や
し
う
は
し
た
な
く
て
、
紛
ら
は
し
た
ま

へ
る
も
て
な
し
な

ど
、
い
は
む
方
な
く
な
ま
め
き
た
ま

へ
り
」
と
、
こ
れ
に
よ

っ
て
夕
霧

は
あ
か
ら
さ
ま
に
落
葉
宮
の
顔
や
姿
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
に

な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
廂
の
間
で
の
場
面
の
よ
う
で
、

「
月
明
か
き
方
」
に
い
ざ
な

う
前
は
、
格
子
か
ら
月
明
り
が
差
し
込
ん
で
い
た
と
は
い
え
、
互
い
の

顔
も
そ
れ
ほ
ど
は

っ
き
り
と
は
見
え
な
か

っ
た
に
違

い
な
い
。
夕
霧
に

対
し
て

「
ほ
ほ
笑
み
た
ま

へ
る
気
色
」
と

い
う
敬
意
を
示
し
た
表
現

は
、
誰
か
ら
の
視
点
に
よ
る
描
写
な
の
か
、
落
葉
宮
は
見
て
い
る
は
ず

は
な
い
し
、
語
り
手
に
し
て
も
そ
こ
ま
で
明
確
に
言
え
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思

っ
た
り
す
る
。
こ
れ
を
、
保
坂
本
な
ど
の
別
本
で
は

「
ほ
ほ

笑
み
た
る
け
は
ひ
」

（陽
保
国
）
と
、
そ
の
場
で
の
夕
霧
の
話
し
ぶ
り

と
か
、
振
る
舞
い
か
ら
推
測
し
た
の
で
あ
ろ
う
、

「け
は
ひ
」
の
こ
と

ば
を
用
い
る
。
別
本
の
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
後
人
な
り
書
写
者
の
判

断
に
よ
る
の
か
、
物
語
の
成
立
当
初
か
ら
の
こ
と
ば
な
の
か
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
本
文
も
存
在
す
る
と
い
う
歴

史
的
事
実
を
、
私
は
指
摘
し
て
お
き
た
く
思
う
の
で
あ
る
。
・

四
　

「け
は
ひ
」
と

「け
し
き
」
の
挿
入

青
表
紙
本
に
用
い
ら
れ
た

「け
は
ひ
」
が
、
別
本
諸
本
で
は
二
九
例

が
脱
落
し
、
代
り
に
二
六
例
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、

「け
し
き
」
の
ほ

う
は
三
〇
例
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
五
二
例
が
新
た
な
描
写
と
し

て
補
わ
れ
る
。
数
だ
け
か
ら
す
る
と
、
別
本
で
は

「け
し
き
」
が
よ
り

多
く
取
り
込
ま
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
別
本
の
と

り
わ
け
保
坂
本
で
加
え
ら
れ
た

「け
は
ひ
」
や

「け
し
き
」
の
様
相
を

す
こ
し
考
察
し
て
み
た
い
。

①
御
遊
び
の
を
り
を
り
、
琴
笛
の
音
に
聞

」ヽえ
通
ひ
、
ほ
の
か
な
る

御
司
を
慰
め
に
て
、
内
裏
住
み
の
み
好
ま
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。

（桐
壺
、　
一
―
一
一五
）

光
源
氏
は
、
元
服
の
後
は

「御
簾
の
う
ち
に
も
入
れ
た
ま
は
ず
」
と

の
父
帝
の
方
針
に
よ
り
、
藤
壺
の
姿
を
目
に
す
る
機
会
も
な
く
な
っ
て

し
ま
い
、
そ
の
た
め
右
の
よ
う
に
藤
壺
の
琴
に
自
ら
の
笛
の
音
を
合
せ

な
が
ら
思
い
訴
え
、
か
す
か
な
声
を
耳
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
慰

め
、
正
妻
葵
上
の
も
と
に
通
う
よ
り
も
内
裏
住
み
を
好
む
と
い
う
仕
儀
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と
な
っ
て
し
ま

っ
が
に

「ほ
の
か
な
る
御
声
」
と
あ
る
の
で
、
彼
は
藤

壺
も
交
え
た
合
奏
の
折
な
ど
は
、
御
簾
の
近
く
に
座
を
占
め
、
傍
ら
の

女
房
た
ち
と
か
わ
す
こ
と
ば
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
ほ
の
か
な
声
を
聞
き

な
が
ら
せ
め
て
も
の
慰
め
に
し
て
い
た
と
い
う
。
桐
壺
巻
は
保
坂
本
の

別
本
が
な
い
た
め
、
他
の
諸
本
と
比
校
す
る
と
、

御
声
―
御
け
は
ひ
ば
か
り
を
御
麦
―
御
こ
ゑ
け
は
ひ
ば
か
り
き
く

を
陽
―
御
こ
ゑ
け
は
ひ
ば
か
り
を
き
く
を
国
―
御
け
は
ひ
ば
か
り

を
河

と
あ
り
、

「御
声
」
と

「御
け
は
ひ
」
と
の
交
替
と
、

「御
声
」
に

「け
は
ひ
」
が
添
え
ら
れ
た
例
と
の
二
つ
に
分
か
れ
て
く
る
。
も
と
も

と
は

「け
は
ひ
」
だ
け
で
あ
っ
た
も
の
が
、
青
表
紙
本
の

「御
声
」
の

挿
入
に
よ
っ
て
生
じ
た
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
い
ず
れ
に
し

て
も
、

「け
は
ひ
」
の
語
は
具
体
的
な
声
で
は
な
く
、
御
簾
越
し
な
が

ら
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
藤
壺
の
身
じ
ろ
ぎ
を
す
る
気
配
に
よ
っ
て
心

を
慰
め
た
と
す
る
ほ
う
が
、
こ
の
場
面
に
は
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
た
だ
、
顔
や
姿
は
目
に
す
れ
ば

「け
し
き
」
と
表
現
す
る
も
の

の
、

「声
」
は
視
覚
と
は
異
な
る
だ
け
に
、

「け
は
ひ
」
と
表
現
す
る

例
が
多
く
、
そ
れ
だ
け
に
両
者
は
入
れ
替
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

②

（浮
舟
は
）
い
と
も
の
つ
つ
ま
し
く
て
、
ま
た
部
び
た
る
心
に
、

答

へ
き
こ
え
ん
こ
と
も
な
く
て
、

「年
ご
ろ
、
い
と
遥
か
に
の
み

思
ひ
き
こ
え
さ
せ
し
に
、
か
う
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
る
は
、
何
ご

と
も
慰
む
心
地
し
は
べ
り
て
な
ん
」
と
ば
か
り
、
い
と
若
び
た
る

月
に
≦
一一一口
ふ
。

（東
屋
、
六
―
一ハ
さ

二
条
院
に
身
を
寄
せ
て
い
た
浮
舟
の
も
と
に
、
思
い
か
げ
な
く
も
匂

宮
が
忍
び
入
っ
た
後
、
驚
愕
の
あ
ま
り
傷
心
し
た
浮
舟
を
中
君
が
部
屋

に
招
い
て
慰
め
る
の
だ
が
、
姉
の
こ
と
ば
を
尽
く
し
て
の
や
さ
し
さ
な

が
ら
、
彼
女
は
田
舎
住
ま
い
の
身
で
あ

っ
た
だ
け
に
返
事
の
し
よ
う
も

知
ら
ず
、
か
ろ
う
じ
て
会
う
こ
と
の
で
き
た
喜
び
を

「
い
と
若
び
た
る

声
」
で
言
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
乳
母
は

「ひ
き
起
こ
し
て
参
ら
せ
た

て
ま
つ
る
」
と
、
強
引
に
中
君
の
も
と
に
連
れ
て
来
た
も
の
の
、
当
の

浮
舟
は

「我
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
っ
た
状
態
で
、
た
だ

「押
し
出
で
ら

れ
て
ゐ
た
ま
へ
り
」
と
、
自
覚
の
な
い
ま
ま
据
え
置
か
れ
、
ひ
た
す
ら

恥
ず
か
し
さ
に
身
を
固
く
す
る
あ
り
さ
ま
だ

っ
た
。
中
君
は
二
十
六

歳
、
浮
舟
は
二
十

一
歳
ば
か
り
な
の
で
、
立
派
に
成
人
し
た
女
性
と
し

て
目
に
写

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
据
え
ら
れ
た
よ
う
に

座

っ
て
い
る
浮
舟
か
ら
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
彼
女
の
声
づ

か
い
は
い
か
に
も
若
々
し
か
っ
た
と
す
る
。
た
だ
、　
一
般
的
に
成
人
し

繊
戦
科
い

‐こ 「け
い
は
同
計
段
評
が
“
』
場
疇
都
闘
鎌
『
薇
雌
糊
瞭
榊
議

味
が
込
め
ら
れ
る
。
浮
舟
は
緊
張
し
て
い
た
せ
い
も
あ
る
の
だ
ろ
う

が
、

「若
び
た
る
声
」
で
返
答
し
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
幼
い
こ
ろ
か
ら

苦
労
を
し
続
け
、

「若
び
た
る
」
と
も
表
現
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
中
君

と
は
対
照
的
な
姿
で
あ

っ
た
と
も

い
え
よ
う
。
①
に
お
い
て
も
、

「声
」
と

「け
は
ひ
」
の
交
替
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
保
坂
本
な

ど
は

「
い
と
若
び
た
る
け
は
ひ
な
り
」

（御
保
河
）
と
、
中
君
の
目
か



ら
見
た
判
断
な
の
で
あ
ろ
う
、
声
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
ぎ
こ
ち
な
い

態
度
も
含
め
て

「け
は
ひ
」
と
表
現
す
る
。

③
か
く
お
は
し
ま
し
た
る
に
つ
け
て
も
、
悲
し
く
い
み
じ
き
こ
と
を

上
下
の
人
集
ひ
て
泣
き
騒
ぐ
を
、
と
聞
き
た
ま
へ
ば
、

（蜻
蛉
、

六
―
一
一二
こ

浮
舟
の
急
逝
を
聞
い
た
薫
は
、
匂
宮
が
隠
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の

疑
い
を
抱
き
な
が
ら
宇
治
を
訪
れ
る
と
、
上
下
の
人
々
が
集
ま

っ
て
騒

が
し
い
ほ
ど
泣
い
て
い
る
様
子
に
、
そ
の
死
は
確
か
で
あ

っ
た
の
か

と
、
今
さ
ら
な
が
ら
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
現
代
の
注
釈
書

は
す
べ
て

「泣
き
騒
ぐ
を
、
と
聞
き
た
ま
へ
ば
」
と
読
点
を
付
す
が
、

諸
本
の
異
同
を
み
る
と
、

な
き
さ
は
く
を
と
―
な
き
さ
は
く
け
は
ひ
を
宮
国
―
な
き
さ
は
く

お
と
を
陽
保
―
な
き
さ
は
く
を
麦
―
な
き
も
さ
は
く
を
阿

と
あ
り
、

「泣
き
騒
ぐ
け
は
ひ
」
で
あ
り
、

「泣
き
騒
ぐ
音
」
と
解
釈

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
青
表
紙
本
で
も
、
横
山
本
や
池
田
本

で
は

「な
き
さ
わ
く
を
と
を
」
と
、　
コ
こ

と
し
、

「を
」
と

「と
」

を
分
離
す
る
態
度
で
は
な
い
。
青
表
紙
本
で
も
女
房
た
ち
が

「泣
き
騒

ぐ
音
」
を
薫
が
聞
い
た
と
解
釈
し
て
も
不
都
合
は
な
く
、
そ
の
音
が

「け
は
ひ
」
の
異
文
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、

「声
」
と
同
じ
く
直

接
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
部
屋
の
中
で
の
様
相
が
騒
然
と
し

た
雰
囲
気
や
も
の
音
だ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「け
し
き
」
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
例
も
少
し
検
討
し
て
お
く
と
、

④
宮

（蛍
）
、
大
将

（狽
里
じ
な
ど
は
、
殿

（光
源
氏
）
の
御
気
色
、

も
て
離
れ
ぬ
さ
ま
に
伝
へ
聞
き
た
ま
う
て
、
い
と
ね
む
ご
ろ
に
聞

こ
え
た
ま
ふ
。
こ
の
岩
漏
る
中
将

（柏
木
）
も
、
大
臣
の
御
ゆ
る

し
を
見
て
こ
そ
か
た
よ
り
に
国
倒
聞
割
ｄ
ヾ
ま
こ
と
の
筋
を
ば
知

ら
ず
、
た
だ
ひ
と
へ
に
う
れ
し
く
て
、
下
り
立
ち
恨
み
き
こ
え
ま

ど
ひ
歩
く
め
り
。

（胡
蝶
、
三
―

一
八
一こ

光
源
氏
が
、
六
条
院
に
引
き
取
っ
た
玉
重
を

「す
き
者
ど
も
の
心
尽

く
さ
す
る
く
さ
は
ひ
に
て
、
い
と
い
た
う
も
て
な
さ
む
」
と
企
て
た
通

り
、

「
対
の
御
方

（玉
隻
）
に
、
人
々
の
御
文
し
げ
く
な
り
ゆ
く
」

と
、
思
い
を
寄
せ
て
文
を
届
け
る
人
の
数
が
ふ
え
は
し
た
も
の
の
、
彼

は

「人
選
り
し
て
答

へ
な
ど
は
せ
さ
せ
よ
」
と
厳
命
し
、

「宮
、
大
将

は
、
お
ほ
な
お
ほ
な
な
ほ
ざ
り
ご
と
を
う
ち
出
で
た
ま
ふ
べ
き
に
あ
ら

ず
」
と
、
こ
の
二
人
に
関
し
て
は
返
事
を
む
し
ろ
勧
め
る
あ
り
さ
ま
で

あ

っ
た
。
さ
ら
に
彼
が
目
に
と
め
た
中
に
柏
木
の
文
が
あ
り
、
右
近
の

説
明
に
よ
る
と
、

「
か
れ
は
、
執
念
う
と
ど
め
て
ま
か
り
に
け
る
に
こ

そ
。
内
の
大
殿
の
中
将

（柏
木
）
の
、
こ
の
さ
ぶ
ら
ふ
み
る
こ
を
ぞ
、

も
と
よ
り
見
知
り
た
ま
へ
り
け
る
伝
へ
に
て
は
べ
り
け
る
」
と
、
童
女

の
み
る
こ
を
手
づ
る
に
し
て
、
と
に
か
く
執
拗
に
置
い
て
い
っ
た
の
だ

と
い
う
。
光
源
氏
は
、

「
下
臓
な
り
と
も
、
か
の
主
た
ち
を
ば
、
い
か

が
い
と
さ
は
は
し
た
な
め
む
」
と
、
疎
略
に
は
で
き
な
い
と
し
、

「お

の
づ
か
ら
思
ひ
あ
は
す
る
世
も
こ
そ
あ
れ
」
と
、
い
ず
れ
柏
木
は
玉
髪

が
姉
と
知
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
述
べ
る
。

蛍
宮
や
髪
黒
な
ど
は
、
女
房
な
ど
か
ら
光
源
氏
の

「御
気
色
」
の
様

子
を
伝
え
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
か
っ
た
と
知
る
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と
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
熱
意
を
こ
め
て
文
を
し
た
た
め
、
思
い
の
ほ
ど

を
訴
え
て
く
る
。
柏
木
は
と
い
え
ば
、

「大
臣
の
御
ゆ
る
し
」
を
知

り
、
ひ
た
す
ら
そ
の
こ
と
が
う
れ
し
く
、
ひ
と
言
の
返
事
で
も
ほ
し
い

と
恨
み
な
が
ら
、
六
条
院
の
あ
た
り
を
い
つ
も
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
と

い
う
。

「か
た
よ
り
に
」
は
、

「細
流
抄
』
の

「
一
方
む
き
に
と
也
」

と
す
る
の
が
そ
の
後
継
承
さ
れ
る
が
、
宣
長
は

「見
て
こ
そ
」
以
下
を

「
み
る
こ
が
た
よ
り
に
」
と
、
童
女
の

「
み
る
こ
」
の
伝
言
に
よ

っ

て
、
柏
木
は
知

っ
た
と
解
釈
す
る
。
も

っ
と
も
、

「眠
江
入
楚
」
で

「私
、
此
詞
な
し
、
如
何
」
と
す
る
の
は
、
河
内
本
が
こ
の
語
句
を
持

た
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
保
坂
本
を
見
る
と
、

お
と

ヽ
の
御
け
し
き
を
刻
割
刊
冽
劇
錮
綱
引
刻
呵
ほ
の
き

ヽ
て

（傍
線
は
ミ
セ
ケ
チ
。
な
お
、
こ
の
部
分
の

『源
氏
物
語
大
成
』
の
校
異

で
は
、
ミ
セ
ケ
チ
の
指
摘
が
な
い
。
）

と
あ
り
、
こ
の
ミ
セ
ケ
チ
を
生
か
す
と
、

「大
臣
の
御
け
し
き
を
ほ
の

聞
き
て
」

（こ
れ
は
河
内
本
に
よ
っ
て
訂
正
し
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
）
と

な
り
、
童
女
の
み
る
こ
か
誰
か
は
と
も
か
く
、
柏
木
は
光
源
氏
の

「
い

か
が
い
と
さ
は
は
し
な
た
め
む
」
と
い
う
、
許
し
て
も
よ
い
と
の

「け

し
き
」
を
間
接
的
な
が
ら
耳
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
源
氏
が
右
近
に
話

し
て
い
た
の
を
聞
き
誓
り
、
後
半
の

「
い
ず
れ
姉
と
知
る
だ
ろ
う
か

ら
」
と
の
こ
と
ば
は
耳
に
し
な
か
っ
た
の
か
、
柏
木
か
ら
手
紙
を
託
さ

れ
、
そ
の
結
果
を
執
拗
に
迫
ら
れ
た
童
女
が
伝
え
た
背
景
が
読
み
と
れ

そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
保
坂
本
を
子
細
に
見
る
と
、
判
読
し
づ
ら
い
が

「
け
し
き
を
の
き

ヽ
て
」
の
下
に
は

「
ゆ
る
し
を
み
し
こ
そ
」
と
あ
っ

た
よ
う
で
、
そ
れ
を
削

っ
て
上
書
き
し
て
い
る
。
か
な
り
本
文
に
ゆ
れ

が
あ
つ
た
よ
う
で
、
削
除
前
の
本
文
だ
と
、
柏
木
は
光
源
氏
の
許
し
て

も
よ
い
よ
う
な
様
子
を
見
た
た
め
ま
す
ま
す
思
い
を
寄
せ
、
さ
ら
に
童

女
か
ら
の
報
告
な
の
で
あ
ろ
う
、

「ほ
の
聞
き
て
」
と
そ
れ
と
な
い
意

向
ま
で
耳
に
し
た
も
の
だ
か
ら
、
彼
は
事
情
も
し
ら
な
い
ま
ま
夢
中
に

な

っ
た
、
と
た
ど
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
け
し
き
」
と
な
る

と
、
柏
木
は
間
接
な
が
ら
、
光
源
氏
に
は
好
意
的
な
顔
色
が
あ
っ
た
と

の
知
ら
せ
を
受
け
、
さ
ら
に
童
女
か
ら
の
情
報
も
あ
わ
せ
、
な
お
さ
ら

確
信
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

蛍
宮
や
髪
黒
が
、

「殿
の
御
け
し
き
」
を
右
近
か
ら
聞
き
、　
一
層
熱

心
に
言
い
寄

っ
た
の
と
変
ら
な
い
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
青
表

紙
本
で
も
、
こ
の
部
分
は
不
明
な
表
現
と
さ
れ
て
き
た
が
、

「御
ゆ
る

し
を
見
て
こ
そ
、
か
た
よ
り
に
」
は
、
光
源
氏
の

「御
ゆ
る
し
」
の
気

配
を
見
知

っ
た
か
ら
と
い
う
も
の
は

一
途
な
思
い
が
つ
の
る
し
、

「
ほ

の
聞
き
て
」
と
、
童
女
か
ら

「
い
か
が
い
と
さ
は
は
し
た
な
め
む
」
と

の
こ
と
ば
を
聞
く
と
、
玉
重
の
素
性
な
ど
知
ら
ず
に

一
途
な
思
い
が
さ

ら
に
昂
じ
て
い
っ
た
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「け
し
き
」

は
、
こ
の
よ
う
に
他
の
こ
と
ば
と
の
交
替
だ
け
で
は
な
く
、

○
御
耳
と
ど
め
さ
せ
た
ま
は
ぬ
も
、

（柏
木
、
四
―
二
八
こ

―
御
耳

と
ど
め
さ
せ
た
ま
は
ぬ
御
引
ｕ
剖
も
保
―
給
は
ぬ
御
気
色
の
国

○
い
か
さ
ま
に
し
て
こ
の
な
め
げ
な
さ
を
見
じ
、

（夕
霧
、
四
―
四

六
七
）
―
い
か
さ
ま
に
て
こ
の
剣
引
ｕ
剖
の
な
め
げ
さ
を
御
陽
保



な
ど
と
、
よ
り
具
体
的
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
な
の
で
あ
ろ

う
か
、

「け
し
き
」
を
挿
入
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
な
ど
も
多

く
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
に
、

「け
は
ひ
」
に
し

て
も

「け
し
き
」
に
し
て
も
、
保
坂
本
な
ら
保
坂
本
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ

の
意
味
を
持
ち
、
青
表
紙
本
と
は
ま
た
異
な
る
、
別
の
世
界
を
構
築
し

た
こ
と
ば
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
、
本
文
の
原
形
に
ま
で
た
ど
る
こ
と
は
で

き
な
い
ま
で
も
、
青
表
紙
本
と
拮
抗
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か

ら
読
ま
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
ば
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
は
、
や
が
て
保
坂
本
に
限
ら

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
来
し
た
本
文
の
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の
世
界
を
解
明
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注
（
１
）松
村
博
司
編

『栄
花
物
語
の
研
究
　
校
異
篇
』

（昭
和
六
十
年
、
風

間
書
房
）

（
２
）池
田
亀
鑑

「紫
式
部
日
記
」

（昭
和
三
十
六
年
、
至
文
堂
）
の

「紫

式
部
日
記
考
証
」
に
よ
る
。

（３
）萩
谷
朴

『紫
式
部
日
記
全
注
釈
』

（昭
和
四
十
六
年
、
角
川
書
店
）

（
４
）拙
稿

「保
坂
本
源
氏
物
語

（文
化
庁
蔵
）
の
伝
来
と
書
誌
」
（
「源
氏

物
語
研
究
」
第
二
号
、
平
成
四
年
五
月
）

（
５
）陽
明
文
庫
本
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「陽

明

文
庫
本
源
氏
物
語
の
方

法
」

（
「国
語
国
文
」
平
成
五
年

一
月
）
に
、
そ
の
本
文
の
性
格
に

つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
６
）根
来
司

「八
代
集
と

「け
し
き
』
」

（
『研
究
発
表
　
中
古
語
中
古

文
学
」
所
収
、
昭
和
五
十
八
年
、
笠
間
書
院
）

（
７
）
中
川
正
美

「枕
草
子
の

「け
し
き
」
」

（
「平
安
文
学
研
究
」
第
六

十
輯
、
昭
和
五
十
三
年
十

一
月
）
。
ち
な
み
に
、

「校
本
枕
冊
子
』

総
索
引
に
よ
る
と
、
本
文
に
よ
る
違
い
も
あ
り
は
す
る
が
、

「け
し

き
」
は
五
十
余
例
、

「け
は
ひ
」
は
九
例
を
見
い
だ
す
。
な
お
、
ほ

か
に
梶
井
恵
子

「中
古
の

「け
し
き
」
と

『け
は
ひ
」
」

（
「立
教

大
学
日
本
文
学
」
第
六
四
号
、
平
成
二
年
七
月
）
が
あ
る
。

（
８
）青
表
紙
本
以
外
の
本
文
を
対
象
し
た
成
果
と
し
て
は
、
渡
辺
仁
作
著

『
河
内
本
源
氏
物
語
語
彙
の
研
究
」

（昭
和
四
十
八
年
、
教
育
出
版

セ
ン
タ
ー
）
、
岩
下
光
雄

『源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
』

（昭
和
六

十

一
年
、
和
泉
書
院
）
等
が
あ
る
。

（９
）拙
稿

「光
源
氏
と
藤
壺
と
の
運
命
」

（
「源
氏
物
語
の
探
究
』
第
十

六
輯
所
収
、
平
成
三
年
　
風
間
書
房
）

（卍
物
暢
ぽ
Ｌ
や
メ
ぽ
見と踊
湧
る‐ま黙
欲け蠅無

は
夕
顔

（三
）
、
若
紫

（
一
）
、
紫
上

（
一
）
、
末
摘
花

（
一
）
、

侍
従

（
一
）
、
朧
月
夜

（
一
）
、
玉
墨

（三
）
、
女
三
宮

（二
）
、

落
葉
宮

（
一
）
、
浮
舟

（
一
こ

と
な
る

（数
字
は
使
用
さ
れ
数
）
。

夕
顔

。
若
紫

。
女
三
宮
は
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
も
分
ら
な
い

で
も
な
い
が
、
末
摘
花
は
光
源
氏
へ
の
予
防
線
も
あ

っ
て
、
命
婦
が

「
い
と
若
々
し
う
お
は
し
ま
す
こ
そ
心
苦
し
け
れ
。
限
り
な
き
人

も
、
親
な
ど
お
は
し
て
あ
つ
か
ひ
後
見
き
こ
え
た
ま
ふ
ほ
ど
こ
そ
、

若
び
た
ま
ふ
も
こ
と
わ
り
な
れ
」

（末
摘
花
）
と
し
、
そ
れ
に
反
し

て

「若
び
」
て
い
る
た
め
、
は
き
は
き
と
男
君
に
応
対
も
で
き
な
い

と
す
る
。
朝
顔
の
こ
と
で
腹
を
立
て
る
紫
上
に
、
源
氏
は

「
い
と
い

た
く
若
び
た
ま
へ
る
は
、
た
が
な
ら
は
し
き
こ
え
た
る
ぞ
」

（朝
顔
）

と
批
判
し
、
玉
髪
に
は

「
い
ま
は
う
ひ
う
ひ
し
く
若
び
た
ま
ふ
べ
き

御
ほ
ど
に
も
あ
ら
じ
を
」

（玉
墨
）
と
教
訓
も
す
る
。

付
記
―
保
坂
本
は
、
拙
編

「保
坂
本
源
氏
物
語
」

（全
十
二
巻
　
一
九

九
五
～
九
六
年
刊
、
お
う
ふ
う
）
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
は
科
学
研
究

費

（平
成
八
年
度
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
い
い

。
は
る
き
　
本
学
教
授
）
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