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光
源
氏
の
須
磨
流
離
と
戸
解
仙

―
聖
徳
太
子
引
用
に
よ
る
物
語
生
成
―

一

『竹
取
物
語
」
の

「衣
」

「竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
は
、
月
に
帰
る
に
際
し
て
、
翁
に

「形

見
」
と
し
て
自
身
の

「衣
」
を
残
す
。

「文
を
書
き
置
き
て
ま
か
ら
む
。
恋
し
か
ら
む
を
り
を
り
、
取
り

い
で
て
見
た
ま
へ
」
と
て
、
う
ち
泣
き
て
書
く
言
葉
は
、

こ
の
国
に
生
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
、
嘆
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ぬ
ほ
ど

ま
で
侍
ら
ん
。
過
ぎ
別
れ
ぬ
る
こ
と
、
か
へ
す
が
へ
す
本
意
な

く
こ
そ
お
ぼ
え
は
べ
れ
。
脚
割
日
「
剥
馴
潮
箇
引
劃
側
劉
則
「

月
の
い
で
た
ら
む
夜
は
、
見
お
こ
せ
た
ま
へ
。
見
捨
て
た
て
ま

つ
り
て
（
ま
め
る
、
空
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
き
心
地
す
る
。

と
書
き
置
く
。

「衣
」
は
古
来
、
魂
の
入
れ
物
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
後
朝
の

）
鮮
麟
醍
蟹
れ
が郵
残
蕩
癖陽
鰐
彎
卿

天
す
る
か
ぐ
や
姫
が
地
上
で
身
に
つ
け
て
い
た

「衣
」
を

「形
見
」
と

岡
田
　
ひ
ろ
み

し
て
残
し
て
ゆ
く
の
は
至
極
自
然
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
物
語
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
が
そ
う
簡
単
に
は
す
ま
さ
れ

な
い
設
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
人
の
中
に
、
持
た
せ
る
箱
あ
り
。
対
ｑ
羽
劇
入
れ
り
。
ま
た
あ

る
は
、
不
列
倒
剰
入
れ
り
。
一
人
の
天
人
い
ふ
。
コ
翻
鯛
創
馴
利
た

て
ま
つ
れ
。
核
き
所
の
物
き
こ
じ
め
し
た
れ
ば
、
御
心
悪
し
か
ら

む
も
の
ぞ
。」
と
て
、
持
て
寄
り
た
れ
ば
、
い
さ
さ
か
な
め
た
ま
ひ

て
、
す
こ
し
、
形
則
ｄ
ｄ
劇
囲
到
司
ｇ
「
日
■
封
朝
と
す
れ
ば
、
在

る
天
人
包
ま
せ
ず
。

天
人
は
か
ぐ
や
姫
の
た
め
に
、
「天
の
羽
衣
」
と

「不
死
の
薬
」
を
箱

に
入
れ
て
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
が
神
仙
界
を
象
徴
す
る
品
々
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
が
、
か
ぐ
や
姫
は
、
そ
の
う
ち
の

「不
死

の
薬
」
を
翁
へ
の
も
う

一
つ
の

「形
見
」
と
し
て
、
「脱
ぎ
置
く
衣
」
に

包
も
う
と
す
る
。
か
ぐ
や
姫
の
残
し
た

「衣
」
は
、
地
上

（「繊
き
所
し

の

「衣
」
で
あ
り
、
「天
の
羽
衣
」
の
対
極
に
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「不
死
の
薬
」
の
入
れ
物
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
段
階
に
お
い

て
、
「衣
」
は
た
だ
の

「衣
」
で
は
な
く
、
特
別
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
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な
る
の
で
は
な
い
か
。
「衣
」
は

「不
死
の
薬
」
の
入
れ
物
と
し
て
、
つ

ま
り
、
等
質

・
等
価
の
価
値
を
付
与
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に
用

い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
一

「衣
」
と

「
戸
解
仙
」
説
話

と
こ
ろ
で
、
神
仙
諄
の

一
つ
、
「列
仙
伝
』
「谷
春
」
に
次
の
話
が
あ

２り
。

谷
春
な
る
者
は
、
榛
陽
の
人
な
り
。
成
帝
の
時
、
郎
と
為
る
。
病

み
て
死
す
る
も
、
冽
翻
引
創
習

家
、
喪
を
発
し
服
を
行
う
も
、
猶

お
敢
え
て
釘
を
下
さ
ず
。
一二
年
に
し
て
、
更
め
て
冠
槙
を
著
け
、
県

門
の
上
に
坐
す
。
邑
中
の
人
、
大
い
に
驚
く
。
家
人
之
を
迎
う
る

も
、
随
い
帰
る
を
肯
ぜ
す
。
樹
劃
列
ｑ
日
劇
国
明
司
明
ｑ
川
囲
劉

ｕ
ぴ
門
上
に
留
ま
る
こ
と
三
宿
、
去
り
て
長
安
に
之
き
、
横
門
の

上
に
止
ど
ま
る
。
人
知
り
、
追
い
て
之
を
迎
う
る
に
、
復
た
去
り

て
太
白
山
に
之
く
。
祠
を
山
上
に
立
つ
る
に
、
時
に
来
た
り
て
、
其

の
祠
中
に
至
り
て
、
止
宿
す
。

谷
春
既
に
死
す
る
も
　
日
劇
翻
¶
翻
呵
列
ｕ

棺
聞
い
て
五
稔
　
門
に
端
委
す

劉
梱
洞
剛
刑
罰
刻
＝
「
Ｊ
留
嘲
引
利
司
司
劇

軌
を
太
白
に
留
ど
め
　
気
を
玄
根
に
納
る

（原
漢
文
）

谷
春
は
、
死
し
て
な
お
体
が
温
か
か
っ
た
。
三
年
後
、
棺
を
開
く
と

「屍
」
は
な
く
、
「衣
服
」
の
み
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
。

次
に
、
「抱
朴
子
』
内
篇

「論
仙
」
。

按
ず
る
に
、
仙
経
に
云
ふ
、
上
士
は
形
を
挙
げ
て
虚
に
昇
る
、
こ

れ
を
天
仙
と
謂
ふ
。
中
士
は
名
山
に
遊
ぶ
、
之
を
地
仙
と
謂
ふ
。
「

‐．‐「
劇
剣
づ
冽
綱
引
劇
四
□
馴
ｄ
ゴ
召
劃
劇
翻
紺
糊
卦
刺
刺
と
ズ
原
漢
文
（一

醜
鴎
ポ
春
彩
羅
牌
で残）
枷隷浸はμに群

て
い
く
様
子
を
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
「抱
朴
子
」
は

「
Ｆ
解
」
と
い
う

仙
人
の
あ
り
方
を
、
最
下
級
の
位

（「下
士
し

と
位
置
付
け
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
月
解
」
に
ま
つ
わ
る
類
話
は
多
く
生
ま
れ
た
。
そ
れ

は
、
小
南

一
郎
氏
に
よ
る
と
、
コ
在
俗
の
）
一
般
の
道
教
信
者
た
ち
」
が

「死
と
い
う

一
種
の
通
過
儀
礼
を
通
し
て
、
罪
の
浄
化
を
実
現
し
た
い

と
願
っ
た
」
た
め
で
あ
り
、
上
位
の
登
仙
、
「天
仙
」
や

「地
仙
」
な
ど

望
む
べ
く
も
な
い
信
者
た
ち
の
、
最
下
級
で
も
永
遠
の
生
命
を
手
に
入

れ
た
い
と
願
（
う
噴
識
が
、
「Ｆ
解
」
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
つ
た

た
め
で
あ
っ
た
。

中
国
に
お
い
て
と
同
様
、
「戸
解
仙
」
は
日
本
の
文
献
に
お
い
て
も

散
見
さ
れ
る
。
初
見
記
事

『日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
四
十
年
条
の
、
日

本
武
尊
白
鳥
説
話
を
次
に
引
く
。

（前
略
）
即
ち
群
卿
に
詔
し
、
百
寮
に
命
せ
て
、
傷
り
て
伊
勢
国
の

能
褒
野
陵
に
葬
り
ま
つ
る
。
時
に
日
本
武
尊
、
自
鳥
に
化
り
た
ま

ひ
て
、
陵
よ
り
出
で
て
、
倭
国
を
指
し
て
飛
び
た
ま
ふ
。
群
臣
等
、

因
り
て
其
の
棺
相
を
開
き
て
視
た
て
ま
つ
る
に
、
明
劇
倒
冽
劉
ｕ

ａ
割
引
ｄ
ｌ
月
側
錮
ｕ
ｄ
是
に
、
使
者
を
遺
は
し
て
白
鳥
を
追
ひ
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尋
め
し
む
る
に
、
則
ち
倭
の
琴
弾
原
に
停
れ
り
。
（原
漢
文
）

日
本
武
尊
は
能
褒
野
陵
に
埋
葬
さ
れ
る
。
が
、
自
鳥
と
な
っ
て
倭
国

を
目
指
し
て
飛
び
立
っ
た
。
そ
の
た
め
群
臣
等
は
棺
を
開
け
た
。
す
る

と

「衣
」
だ
け
が
残
さ
れ
、
「屍
骨
」
は
な
か
っ
た
。

同
じ
く

「日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
二
十

一
年
条
、
聖
徳
太
子
片
岡
山

遊
行
説
話
は
、
「
戸
解
仙
」
を
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

十
二
月
の
庚
午
の
朔
に
、
皇
太
子
、
片
岡
に
遊
行
で
ま
す
。
時
に

飢
者
、
道
の
垂
に
臥
せ
り
。
傷
り
て
姓
名
を
問
ひ
た
ま
ふ
。
而
る

を
言
さ
ず
。
皇
太
子
、
視
し
て
飲
食
を
与
へ
た
ま
ふ
。
則
封
劇
劇

ｄ
副
ヨ
剰
可
側
調
□
堀
悧
冽
劃
副
明
Ч
Ｌ
安
か
に
臥
せ
れ
」
と
の
た

ま
ふ
。
則
ち
歌
し
て
日
は
く
、

し
な
て
る
　
片
岡
山
に
　
飯
に
飢
て
　
臥
せ
る
　
そ
の
田
人
あ

は
れ
　
親
無
し
に
　
汝
生
り
け
め
や
　
さ
す
竹
の
　
君
は
や
無

き
　
飯
に
飢
て
　
臥
せ
る
　
そ
の
田
人
あ
は
れ

と
の
た
ま
ふ
。

辛
未
に
、
皇
太
子
、
使
を
遣
し
て
飢
者
を
視
じ
め
た
ま
ふ
。
使
者
、

環
り
来
て
日
さ
く
、
「飢
者
、
既
に
死
り
ぬ
」
と
ま
を
す
。
愛
に
皇

太
子
大
き
に
悲
し
び
た
ま
ふ
。
則
ち
因
り
て
当
処
に
葬
め
埋
ま
し

め
、
墓
固
封
め
し
め
た
ま
ふ
。
数
日
之
後
、
皇
太
子
、
近
習
の
者

を
召
し
て
、
謂
り
て
日
は
く
、
「先
日
に
、
道
に
臥
せ
し
飢
者
、
其

れ
凡
人
に
非
じ
。
必
ず
刻
刈
な
ら
む
」
と
の
た
ま
ひ
、
使
を
遺
し

て
視
し
め
た
ま
ふ
。
是
に
使
者
、
環
り
来
て
日
さ
く
、
「墓
所
に
到

り
て
視
れ
ば
、
封
め
埋
み
し
と
こ
ろ
動
か
ず
。
乃
ち
開
き
て
見
れ

ば
、
向習

刷
留
呵
鋼
「

自

悧

利

勾

嘲
口

翻

関
躙

ヨ

引

遇

月

コ
日
倒
引
切
」
と
ま
を
す
。
是
に
皇
太
子
、
復
使
者
を
返
し
て
、
劇

ｄ
劇
羽
測
コ
悧
劇
留
ョ
到
Ч
ゴ
「
ｑ
剣
ｄ
副
ヨ
例
創
劃
¶

時
人
、
大

き
に
異
し
び
て
曰
く
、
「到
倒
到
劃
剣
劉
こ
と
、
其
れ
実
な
る
か

も
」
と
い
ひ
て
、
途
慢
る
。
（原
漢
文
）

聖
徳
太
子
は
片
岡
山
遊
行
中
、
道
端
で
臥
す
飢
人
に
出
会
う
。
太
子

は
自
ら
の

「衣
裳
」
を
飢
人
に
与
え
、
和
歌
を
詠
ん
だ
。
後
に
飢
人
は

亡
く
な
り
、
悲
し
ん
だ
太
子
は
墓
を
造
ら
せ
る
。
数
日
後
、
太
子
は
、

飢
人
の
こ
と
を

「凡
人
に
非
じ
。
必
ず
真
人
な
ら
む
」
と
予
言
し
、
棺

を
視
に
行
か
せ
る
。
臣
下
が
棺
を
開
け
る
と

「屍
」
は
な
く
、
た
だ

「衣

服
」
の
み
が
棺
の
上
に
置
い
て
あ
っ
た
、
と
い
う
。

飢
人
が
実
は
仙
人
、
つ
ま
り

「真
人

・
聖
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
抜

い
た
聖
徳
太
子
も
ま
た

「真
人
・
聖
」
で
あ
る
こ
と
を
い
う
と
こ
ろ
に
、

こ
の
話
の
眼
目
は
あ
る
。
飢
人
の
聖
性
を
い
う
こ
と
は
、
即
ち
太
子
の

聖
性
を
い
う
こ
と
と
繋
が
る
。
本
来
、
飢
人
の
死
機
で
あ
る
は
ず
の

「衣
」
を
再
び
太
子
が
着
用
し
た
の
は
、
太
子
も
ま
た
登
仙
す
る
と
い

う
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
「
戸
解
仙
」
が
中
国
に
お
け
る
そ
れ
の

よ
う
に

一
般
的
信
者
の
た
め
で
は
な
く
、
日
本
武
尊
、
聖
徳
太
子
と

い
っ
た
、
一言
わ
ば
超
人
的
人
物
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
「登
仙
」
そ
れ
自
体
に
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
、
「真
人

・
聖
」
の

言
葉
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
最
高
の
理
想
的
人
物
像
を
描
く
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。



『竹
取
物
語
」
に
戻
り
た
い
。
掲
出
の
通
り
、
「
戸
解
」
説
話
と

「衣
」

は
緊
密
に
関
連
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
「衣
」
そ
れ
自
体
か
ら

「
戸
解

仙
」
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
ぐ
や
姫
は

「不
死
の
薬
」
を

「衣
」
に
包
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
今
、
「竹
取
物

艶
巴

に
、
「衣
」
と

「不
死
の
薬
」
が
等
質
の
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
た

の
は
、
か
ぐ
や
姫
の
場
合
の

（戸
解
）
と
の
通
底
を
暗
示
す
る
た
め
で

は
な
か
っ
た
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
地
上

（械
き
所
）
の
も
の
で
あ
る
「衣
」

が
、
天
上

（神
仙
界
）
の

「不
死
の
薬
」
の
入
れ
物
と
し
て
用
い
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

一二

「須
磨
」
巻

「脱
ぎ
す
て
た
ま
へ
る
御
衣
の
に
は
ひ
」

長
雨
の
頃
、
須
磨
か
ら
光
源
氏
は
京
に
住
む
女
君
た
ち
に
手
紙
を
送

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
紫
上
は
次
の
よ
う
に
思
い
乱
れ
る
。

京
に
は
、
こ
の
御
文
、
所
ど
こ
ろ
に
見
た
ま
ひ
つ
つ
、
御
心
乱
れ

た
ま
ふ
人
々
の
み
多
か
り
。
二
条
院
の
君
は
、
そ
の
ま
ま
に
起
き

も
上
が
り
た
ま
は
ず
、
尽
き
せ
ぬ
さ
ま
に
思
し
こ
が
る
れ
ば
、
さ

ぶ
ら
ふ
人
々
も
こ
し
ら
へ
わ
び
つ
つ
心
細
う
思
ひ
あ
へ
り
。
も
て

な
ら
し
た
ま
ひ
し
御
調
度
ど
も
、
弾
き
な
ら
し
た
ま
ひ
し
御
琴
、

Ш
割
「
ｑ
劃
到
創
創
馴
郷
＝
劃
硼
な
ど
に
つ
け
て
も
、
４
劇
ｄ
側

日
ヨ
剰
樹
劉
Ⅵ
四
ｑ
剖
刻
日
の
み
思
し
た
れ
ば
、
か
つ
は
劇
劇
ｕ
引

て
、
少
納
言
は
、
僧
都
に
御
祈
祷
の
こ
と
な
ど
聞
こ
ゆ
。
二
方
に

御
修
法
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
か
つ
は
、
か
く
思
し
嘆
く
御
心
し

づ
め
た
ま
ひ
て
、
思
ひ
な
き
世
に
あ
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
、

と
心
苦
し
き
さ
ま
に
祈
り
申
し
た
ま
ふ
。
（②

一
人
九
～
一
九
〇
）

紫
上
は
、
源
氏
の

「も
て
な
ら
し
た
ま
ひ
し
御
調
度
ど
も
」
、
「弾
き

な
ら
し
た
ま
ひ
し
御
琴
」
を
見
、
「脱
ぎ
す
て
た
ま
へ
る
御
衣
の
匂
ひ
」

に
対
し
て
、
ま
る
で
、
そ
れ
が
死
者
の
形
見
の
品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

源
氏
を
恋
い
偲
ん
で
い
た
。
以
上
の
品
々
は
、
相
手
を
偲
ぶ
も
の
と
し

て
他
の
作
品
に
お
い
て
も
常
套
的
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
の

「も
て
な
ら
し
た
ま
ひ
し
御
調
度
ど
も
」
と
は
、
現
実
生
活
に
お
け
る

日
常
の
源
氏
を
思
い
出
す
も
の
で
あ
る
し
、
「弾
き
な
ら
し
た
ま
ひ
し

御
琴
」
と
は
、
二
人
の
心
の
紐
帯
を
表
す
徴
表
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
考
え
た
場
合
、
「脱
ぎ
す
て
た
ま
へ
る
御
衣
の
匂

ひ
」
と
は
何
な
の
か
。
「御
調
度
ど
も
」
が
現
実
の
日
常
生
活
を
、
「御

琴
」
が
二
人
の
精
神
的
紐
帯
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「御

衣
」
は
前
者
に
近
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
れ
に
含
ま
れ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
峻
別
し
て
、
あ
え
て

「御
衣
」
は
特
別
に
選
ば

れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
紫
上
の
以

上
の
よ
う
に
嘆
く
様
を
、
買
源
氏
が
）
今
は
と
世
に
な
か
ら
む
人
の
や

う
に
」
と
い
う
、
不
吉
な

「
ゆ
ゆ
し
」
い
設
定
に
な
ぜ
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
、
再
度
想
起
し
た
い
の
が
、
「竹
取
物
語
』
の

「衣
」
が

戸
解
を
表
現
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「脱
ぎ
す
て

た
ま
へ
る
御
衣
の
匂
ひ
」
と
い
う
の
は
、
凡
庸
な
設
定
な
の
で
は
な
く
、

そ
の
深
部
に

「
戸
解
仙
」
を
隠
し
込
ん
で
い
る
設
定
で
あ
っ
た
と
思
わ
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れ
る
の
で
あ
る
。

「紫
明
抄
』
以
下
の
古
注
以
来
現
在
に
到
る
ま
で
、
こ
の
箇
所
は
、
何

ら
問
題
と
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
管
見
の
限
り
で
は
、
唯

一
小
嶋
菜

温
子
氏
の
論
が
あ
り
、
氏
は
、
「竹
取
物
語
』
が
形
見
の
品

（衣
と
不
死

の
薬
）
を
消
去
し
、
二
人

（翁
と
か
ぐ
や
姫
）
の
永
遠
の
隔
絶
を
描
い
て

い
る
の
に
対
し
て
、
「源
氏
物
語
」
が
形
見
を
形
見
と
し
て
扱
っ
た
と

い
う
差
異
性
の
中
に
紫
上
と
源
氏
と
の
遅
近
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
、

と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
首
肯
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。
他
方
、
こ

の

「須
磨
」
巻
の
当
該
箇
所
が
、
前
述
し
た

「
Ｆ
解
仙
」
を
も
踏
ま
え

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

，ビ
」
に
新
た
に
考
察
を
加
え
る
余
地
も
あ
ろ

う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
戸
解
仙
」
が
死
と
再
生
の
表

鴫
で
あ
る
以
上
、
こ
の
箇
所
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
源
氏
須
磨
流
離

の
構
想
の
骨
格
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
ず
は
、
「戸
解
仙
」
引
用
に
よ
っ
て
そ
の

〈
聖
〉
性
を
賛
嘆
さ
れ

た
、
聖
徳
太
子
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、
「須
磨
」
巻
に
お
け

る

「
戸
解
仙
」
引
用
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

四
　
聖
徳
太
子
引
用
に
よ
る
物
語
生
成

『源
氏
物
語
』
の
中
に
は
、
「聖
徳
太
子
」
と
い
う
名
が

「若
紫
」
巻

の
み

一
例
書
き
込
ま
れ
る
。

聖
、
御
ま
も
り
に
、
独
鈷
奉
る
。
見
た
ま
ひ
て
、
僧
都
、
劃
剣
対

刊
劉
創
日
コ
司
劇
州
割
測
翻
Ⅲ
Ⅵ
創
副
馴
「
望
鋼
困
ｇ
劇
例
調
困
ｕ

刈
劉
Ｊ
劇
引
劃
洲
副
劉
耐
剣
孤
潤
湖
制
ｑ
目
例
到
例
響
て
、
透

き
た
る
袋
に
入
れ
て
、
五
葉
の
枝
に
つ
け
て
、
紺
瑠
璃
の
壺
ど
も

に
、
御
薬
ど
も
入
れ
て
、
藤
桜
な
ど
に
つ
け
て
、
所
に
つ
け
た
る

御
贈
物
ど
も
捧
げ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
（①
≡

〓
）

右
の

「そ
の
国
よ
り
入
れ
た
る
箱
」
、
「壺
ど
も
に
、
御
薬
ど
も
入
れ

て
」
は
、
前
掲

『竹
取
物
語
」
に
も
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

今
、
紫
上
の
祖
父
北
山
の
僧
都
が
、
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
数
珠
を
源

氏
に
贈
る
嘔

そ
こ
か
ら
、
堀
内
秀
晃
氏
は

「僧
都
み
ず
か
ら
が
、
光
源

氏
を
聖
徳
太
子
の
数
珠
を
持
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
、
太
子
の
よ
う
な

人
物
と
認
め
た
「
と
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
川
添
房
江
氏
は
さ
ら

に
、
「太
子
像
と
の
交
響
は
、
皇
権
を
断
念
さ
せ
ら
れ
た
光
源
氏
の
行

く
て
を
暗
示
的
に
告
げ
な
『
と
の
読
み
を
提
出
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
、

貴
重
な
鋭
い
見
解
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
源
氏
の
政
治
的
不
通
、
流
離
を
予
兆
す
る
の
が
、
同

じ

「若
紫
」
巻
の
夢
占
い
で
あ
る
。

中
将
の
君
も
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
さ
ま
異
な
る
夢
を
見
た
ま
ひ

て
、
合
は
す
る
者
を
召
し
て
間
は
せ
た
ま
へ
ば
、
及
び
な
う
思
し

も
か
け
ぬ
筋
の
こ
と
を
合
は
せ
け
り
。
「そ
の
中
に
測
洲
副
制
明

ｄ
劇
∃
＝
劃
劃
Щ
創
引
劇
翻
到
コ
瓢
期
甜
則
硼
ご
と
言
ふ
に
、
わ

づ
ら
は
し
く
お
ぼ
え
て
、
（略
）。
（②
≡
壬
一Ｔ
二
三
四
）

傍
線
部

「違
い
日
あ
り
て
つ
つ
し
ま
せ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
」
を
具
現

化
し
た
の
が
、
源
氏
の
須
磨
流
離
で
あ

っ
た
。
明
石
の
君
が
初
め
て
話

題
と
な
る
の
が
他
な
ら
ぬ
「若
紫
」
巻
で
あ
り
、
「若
紫
」
巻
と

「須
磨
」
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「明
石
」
両
巻
が
構
想
面
に
お
い
て
、
か
な
り
緊
密
に
繋
が
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
中
、
「須
磨
」
巻
に
お
い
て
の
「
戸
解
仙
」
引
用
は
、
「源

氏
物
語
」
に
お
け
る
聖
徳
太
子
引
用
を
考
え
る
上
で
も
、
看
過
で
き
ま

い
。
と
い
う
の
は
、
「若
紫
」
―

「須
磨
」
―

「明
石
」
巻
は
聖
徳
太
子

に
通
底
し
て
生
成
さ
れ
て
い
る
巻
々
で
も
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

前
述
の
聖
徳
太
子
片
岡
山
遊
行
説
話
は
、
「
日
本
書
紀
』
の
み
な
ら

ず
、
「日
本
霊
異
記
」
、
コ
ニ
宝
絵
詞
」
、
「聖
徳
太
子
伝
補
開
記
』
、
「聖
徳

太
子
伝
暦
』
等
、
彼
の
〈
聖
〉
性
を
示
す
説
話
と
し
て
形
を
変
え
な
が

ら
頻
出
す
る
。
「源
氏
物
語
』
が
何
を
典
拠
と
す
る
か
を
断
定
で
き
る

だ
け
の
根
拠
を
ま
だ
持
た
な
い
が
、
以
下
で
は
試
み
に
、
紫
式
部
の
曾

識
「
導
諏
鎌
嘲
導
曖
”
翻
』
路
っ
『聖
徳
太
子
伝
暦
』
か
ら
、
「源
氏
物

『聖
徳
太
子
伝
暦
」
に
お
け
る
、
聖
徳
太
子
片
岡
山
遊
行
説
話
を
次

に
掲
出
す
る
。

太
子
、
駕
に
命
じ
て
、
山
の
西
の
、
科
長
の
山
本
の
墓
処
を
巡
り

看
す
。
環
向
の
時
、
即
日
の
申
の
時
に
、
道
を
柾
げ
て
片
岡
山
の

辺
の
、
道
人
の
家
に
入
り
た
ま
ふ
に
、
即
ち
飢
人
有
て
、
道
の
頭

に
臥
せ
り
。
三
丈
許
を
去
れ
り
。
園
馴
「
副
曰
劇
冽
劇
罰
劇
り

剰

刊
可
輌
翻
耐
利
州
割
劃
倒
Ч
Ｊ
嘲
羽
倒
ｕ
明
ぞ
洲
剰
翻
翻
劉
割
ｑ

太

子
自
づ
か
ら
言
は
く
、
「哀
哀
」
と
。
即
ち
馬
よ
り
下
り
た
ま
ふ
に
、

舎
人
調
使
麿
、
走
り
進
ん
で
杖
を
献
る
。
太
子
、
飢
人
の
上
に
歩

み
近
て
、
臨
て
之
に
語
る
。
「憐
む
べ
し
。
憐
む
べ
し
。
何
為
る
人

や
。
此
に
於
て
臥
せ
る
は
。」
即
ち
紫
の
御
の
抱
を
脱
い
で
、
飢
人

の
身
に
覆
う
て
、
歌
を
賜
て
曰
く
、
「支
那
照
耶
、
片
岡
山
通
、
飯

飢
、
而
臥
其
旅
人
、
可
憐
。
祖
無
通
、
汝
成
介
米
耶
、
刺
竹
之
、
君

速
無
母
、
飯
飢
而
、
臥
其
旅
人
、
可
憐
」
〈
是
れ
は
夷
振
の
歌
也
（以

上
割
注
＝
岡
田
》
飢
人
、
首
を
起
こ
し
て
、
答
の
歌
を
進
て
曰
く
、

「斑
鳩
之
、
富
小
川
之
、
絶
者
社
、
我
王
之
御
名
者
、
忘
目
。」
飢

人
の
形
は
、
面
長
く
頭
大
に
し
て
、
両
の
耳
長
く
、
日
細
く
し
て

長
し
。
目
を
開
く
に
内
に
、
金
色
の
光
有
り
。
時
の
人
に
異
な
り
。

復
川
劇
州
剰
増
司
国
ｕ
＝
召
ｇ
鼎
劃
四
躙
ヨ
刀

太
子
、
麿
に
問

ひ
て
曰
く
、
届
閑
Ⅵ
劃
側
＝
劃
コ
日
■
」
麿
対
へ
て
日
さ
く
、
「刈

剌
思
翻
刊
り
」
太
子
日
は
く
、
「汝
麿
は
、
命
延
び
長
か
る
べ
し
。」

飢
人
と
太
子
と
、
相
ひ
語
り
た
ま
ふ
こ
と
数
十
言
。
舎
人
左
右
、
其

の
意
を
識
ら
ず
。
宮
に
環
り
た
ま
ひ
て
後
、
使
を
遣
し
て
之
を
視

せ
し
む
。
「飢
人
は
既
に
死
去
せ
り
」
と
。
太
子
大
に
悲
し
ん
で
、

厚
く
葬
り
埋
ま
し
む
。
墓
を
造
る
こ
と
高
く
大
な
り
。
時
に
子
て

大
臣
、
馬
子
宿
禰
、
七
の
大
夫
等
、
皆
議
り
た
て
ま
つ
り
て
曰
く
、

「殿
下
の
聖
徳
測
り
難
し
。
妙
跡
迷
い
易
し
。
道
の
頭
の
飢
人
は
、

是
れ
嘲
刷
倒
剖
な
り
。
何
を
以
て
か
馬
よ
り
下
て
、
彼
と
相
ひ
語

り
、
復
た
詠
歌
を
賜
ひ
、
其
の
死
に
及
て
、
無
状
く
厚
く
葬
り
た

ま
ふ
。
何
を
以
て
か
能
く
天
下
の
、
大
夫
已
下
の
臣
を
治
め
た
ま

ふ
べ
き
。」
太
子
之
を
聞
じ
め
し
て
、
即
ち
七
の
大
夫
の
議
る
者
を

召
し
て
命
じ
て
曰
く
、
「卿
な
ど
宜
く
片
岡
に
往
て
、
墓
を
発
ひ
て

之
を
看
る
べ
し
。」
七
の
大
夫
等
、
命
を
受
て
往
て
相
引
劃
ｄ
ｄ
「
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期

割

罰

剣

目

欄

ョ

例

副

翻

倒

¶

Ｊ

欄

コ

例

剤

物
彩
劇
割
劇
１
咄
川
劇
相
ａ
劃
―こ―
創
目
引
ぢ
唯
し
太
子
の
賜
う
所

の
紫
の
抱
は
無
し
。
〈
暦
録
に
曰
く
、
衣
裳
帖
ん
で
棺
の
上
に
置
け

り
。
詔
し
て
其
の
衣
を
取
て
、
自
づ
か
ら
服
た
ま
ふ
こ
と
常
の
如

し
。
時
の
人
、
之
を
異
し
む
。
（以
上
割
注
＝
岡
田
》
七
の
大
夫
等
、

看
て
大
に
奇
と
す
。
深
く
劃
徊
ｄ
バ
司
劇
訓
刻
利
司
日
を
歎
ず
。

環
向
し
て
報
命
す
。
太
子
、
日
夕
に
恋
慕
し
て
、
常
に
歌
を
誦
し

た
ま
Ｌ
階
脚
Ｌ
に
は
暉
隅
げ
膨
い
「
例
＝
剖
州
¶
国
胴
劃
馴
ｄ
劇
ｄ

前
引

「推
古
紀
」
と
内
容
は
変
わ
ら
な
い
が
、
騒
駒

（く
ろ
こ
ま
）
、

舎
人
調
使
麿
の
存
在
や
、
飢
人
の
容
貌
の
具
体
的
描
写
、
飢
人
の
答
歌

が
あ
る
こ
と
等
、
細
部
に
お
い
て
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

，Ｖ
」
で
、

特
に
留
意
し
た
い
の
は
、
飢
人
が

「太
だ
香
ば
し
」
い
体
臭
を
備
え
て

お
り
、
戸
解
す
る
際
、
「衣
」
だ
け
で
な
く

「香
」
を
も
残
し
て
い
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
棺
の
中
に

「香
」
を
残
し

て
去
る
こ
と
も
、
月
解
の
一
表
現
で
あ
っ
た
¨

何
よ
り
、
同
じ
く

「伝

暦
」
に
お
い
て
、
聖
徳
太
子
は
、

大
臣
、
棺
に
携

っ
て
、
将
に
太
子
丼
び
に
妃
を
飲
め
た
て
ま
つ
ら

ん
と
す
る
に
、
則
湖
刻
馴
ヨ
列
割
則
Ｊ
側
綱
判
Ч

劇
翻
剰
剣
劃
司
円

Ч

劉

Ｊ

習

引

司

磐

硼

引

劃

可

と
、
死
後
、
妃
と
も
ど
も
棺
に

「太
だ
香
ば
し
」
い
身
体
を
残
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
太
子
自
身
、

児
が
身
僅
に
脱
れ
て
、
子
孫
に
及
ぶ
と
も
、
前翻
倒
鯛
劇
Ｗ
瓢
¶
「

魂
、
蓮
幸
に
胎
ま
れ
な
ば
、
亦
た
復
た
何
の
恨
み
か
あ
ら
ん
。

と
、
Ｆ
解
す
る
こ
と
を
自
ら
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
推
古
紀
に
は

な
い

「太
だ
香
ば
し
」
は
、
そ
れ
を
何
度
も

「伝
暦
』
本
文
に
用
い
る

こ
と
に
よ
り
、
太
子
と
飢
人
の
〈
聖
〉
性
を
よ
り
ひ
き
つ
け
よ
う
と
し

た
か
ら
に
相
違
あ
る
ま
い
。

問
題
と
す
る

「須
磨
」
巻
に
お
い
て
、
「衣
」
は
、
「脱
ぎ
す
て
た
ま

へ
る
御
衣
の
剣
劇
」
と
、
「匂
ひ
」
の
あ
る

「衣
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て

い
た
。
も
ち
ろ
ん

「衣
」
に
源
氏
の
移
り
香
が
残

っ
て
い
る
の
は
当
然

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
源
氏
へ
思
い
を
馳
せ
た
と
し
て
も
、
表
現
と

し
て
は
別
段
お
か
し
い
点
は
何
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と

が
言
葉
と
し
て
物
語
に
書
き
込
ま
れ
る
と
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
付
与
と
い

う
よ
り
は
む
し
ろ
、
別
次
元
の
表
現
と
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
ま

蹴
″
婦
騨
硫
バ
だ

が の
議
政
お
減
翻
い
期
疇
¨
琳
碗
盪

な 「
】
嚇
↑
は
前
日

お
い
て
も

「衣
」
は
、
今
、
「匂
ひ
」
あ
る
も
の
と
し
て
、
強
調
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
戸
解
」
の

一
表
現
で
も
あ
る

「香
」
に
通
い
合
う
も

の
と
し
て
、
「匂
ひ
」
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
あ
る

ま
い
。
す
な
わ
ち
、
生
あ
る
源
氏
が

「世
に
な
か
ら
む
人
の
や
う
に
」

と
設
定
さ
れ
、
死
し
た
太
子
が

「生
き
た
ま
へ
る
が
如
し
」
と
喩
え
ら

れ
た
の
は
、
両
者
が
生
か
ら
死
、
死
か
ら
生
に
際
し
て
の
、
「擬
死
」
と

し
て
の

「
Ｆ
解
」
を
意
図
す
る
設
定
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「脱
ぎ
す
て
た
ま
へ
る
御
衣
の
匂
ひ
」
が
、
戸
解
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引
用
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
光
源
氏
の
人
物
像
を
生

成
す
る
契
機
と
し
て
、
聖
徳
太
子
の
像
を
そ
こ
に
読
む
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
、
聖
徳
太
子
が
自
身
で
戸
解
す
る
こ
と
を
語
る

「伝

暦
』
の
場
面
に
は
、
「源
氏
物
語
」
の
構
想
を
も
垣
間
見
さ
せ
る
言
説
が

他
に
も
あ
る
。

元
年
、
丙
午
、
春
正
月
に
、
庶
妹
穴
太
部
門
人
皇
女
を
納
て
、
皇

后
と
為
す
。
即
ち
太
子
之
母
也
。
天
皇
は
敏
達
天
皇
の
崩
じ
た
ま

ひ
し
年
の
九
月
を
以
て
、
即
位
し
た
ま
へ
ど
も
故
に
即
位
と
は
称

さ
ず
。
太
子
奏
し
て
曰
く
、
「児
、
天
体
を
相
た
て
ま
つ
る
に
、
還

寿
延
び
た
ま
は
じ
。
兄
に
代
つ
て
藤
を
践
み
た
ま
へ
り
。
願
は
く

は
仁
徳
を
施
し
た
ま
へ
。
諒
陰
に
居
る
と
雖
ど
も
、
勤
ま
ず
ん
ば

あ
る
可
か
ら
ず
。」
天
皇
、
微
言
を
詔
し
て
日
は
く
、
「朕
、
月
が

別
引
倒
樹
洲
司
引
川
司
ｄ
を
血

へ
、
別
洲
鋼
翻
倒
剰
洲
引
司
引
川

司
ｄ
を
悦
ぶ
。」
太
子
答
て
曰
く
、
「過
去
の
因
也
。
児
が
身
僅
に

脱
れ
て
、
子
孫
に
及
ぶ
と
も
、
月
創
引
ｄ
価
ｄ
劉
「
『、
魂
、
蓮
華

に
胎
ま
れ
な
ば
、
亦
た
復
た
何
の
恨
み
か
あ
ら
ん
。
如
何
と
す
べ

き
こ
と
無
し
。」
天
皇
黙
然
し
た
ま
ふ
。

こ
れ
は
、
即
位
し
た
ば
か
り
の
用
明
天
皇

（太
子
の
父
）
と
聖
徳
太

子
の
会
話
で
あ
る
。
太
子
は
用
明
天
皇
の
寿
命
が
永
く
な
い
こ
と
を
進

言
し
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
は

「児
が
胤
子
の
続
が
ざ
ら
ん
こ
と
」
を
気

掛
か
り
に
思
い
、
「朕
が
年
命
の
永
か
ら
ざ
ら
ん
こ
と
」
を
悦
ぶ
と
大

子
に
詔
り
す
る
。
こ
の
天
皇
の
発
言
は
、
「源
氏
物
語
」
を
読
む
う
え
で

か
な
り
意
味
深
長
な
も
の
と
し
て
働
き
か
け
は
し
ま
い
か
。
太
子
に
源

氏
を
重
ね
れ
ば
、
用
明
天
皇
は
朱
雀
帝
に
重
な
っ
て
く
る
。
と
す
れ
ば
、

「年
命
の
永
か
ら
ざ
ら
ん
こ
と
」
は
朱
雀
帝
の
死
、
及
び
治
世
の
短
さ

を
予
兆
す
る
。
そ
の
朱
雀
帝
の
譲
位
は
、
冷
泉
帝
の
即
位
を
促
し
、
そ

れ
ゆ
え
に
、
源
氏
帰
還
の
可
能
性
を
も
内
包
す
る
。

一
方
で
、
買
太
子

の
）
胤
子
の
続
が
ざ
ら
ん
こ
と
」
は
、
惨
殺
さ
れ
血
統
の
絶
え
た
上
宮

家
に
源
氏
の
運
命
が
重
ね
ら
れ
る
。
源
氏
が
流
離
の
身
で
あ
る
だ
け

に
、
川
添
氏
の
指
摘
以
上
に
不
吉
で
、
「今
は
と
世
に
な
か
ら
む
人
の

や
う
に
」
は
、
ま
さ
に
、
須
磨
で
朽
ち
果
て
る
源
氏
の
姿
も
想
起
さ
せ

か
ね
な
い
。

右
の
聖
徳
太
子
の
引
用
を
考
え
る
と
き
、
「朕
が
年
命
の
永
か
ら
ぎ

ら
ん
こ
と
」
を
、
朱
雀
帝
譲
位
と
読
め
ば
、
須
磨
に
お
け
る
源
氏
が
京

へ
召
還
さ
れ
る
こ
と
を
読
者
に
予
想
さ
せ
、
ま
た
、
全
く
逆
に
、
し
か

も
そ
れ
は
同
時
に
、
「胤
子
の
続
が
ざ
ら
ん
こ
と
」
を
、
源
氏
の
血
筋
の

断
絶
と
読
め
ば
、
須
磨
に
お
け
る
源
氏
が
そ
の
場
で
生
を
終
え
る
と
い

う
こ
と
を
読
者
に
予
想
さ
せ
て
し
ま
う
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
源
氏
の
流
離
を
相
反
す
る
表
現
を
も

っ
て
両
義

的
に
描
き
、
源
氏
自
身
の
抱
く
あ
や
う
さ
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
物
語
が
進
展
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
「伝
暦
」
と
の
差
異

は
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
る
。
例
え
ば
、
「胤
子
の
続
が
ざ
ら
ん
こ
と
」

は
、
源
氏
の
子
冷
泉
帝
に
男
皇
子
が
誕
生
し
な
い
と
い
う
形
を
も

っ
て

変
容
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
「源
氏
物
語
」
に
お
け
る
聖
徳
太
子
引
用
は
根
が

深
い
。
こ
こ
で
は
、
「須
磨
」
巻
に
お
け
る

「
戸
解
仙
」
を
媒
介
と
す
る
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こ
と
で
、
聖
徳
太
子
と
源
氏
の
密
な
繋
が
り
を
辿
っ
て
み
た
。
聖
徳
太

子
片
岡
山
遊
行
説
話
に
お
い
て
は
、
「
戸
解
」
し
た

〈
飢
人
〉
は

「卑
賎

の
者
」
で
あ
り
、
か
つ
同
時
に

「真
人

・
聖
」
で
あ
っ
た
。
対
し
て
〈
聖

徳
太
子
〉
も

「真
人

・
聖
」
で
あ
り
、
か
つ
同
時
に

「卑
賎
の
者
」
と

交
感
す
る
こ
と
に
よ
り
、
卑
賎
と
通
い
合
う
。
無
位
無
官
で
流
離
す
る

源
氏
の
〈
聖
〉
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
両
義
性
を
同
時
両
義
的
に
象
っ
て

も
い
よ
う
。
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
「若
紫
」
巻
に
お
い
て
源
氏
に
聖
徳

太
子
の
劉
謝
を
贈

っ
た
北
山
の
僧
都
が
、
「須
磨
」
巻
の
当
該
場
面
に

お
い
て
再
び
登
場
し
て
い
る
の
も
、
あ
な
が
ち
無
関
係
と
は
い
え
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
須
磨
／
都
の
両
義
性

「須
磨
」
巻
で
、
源
氏
は
Ｆ
解
し
、
都
か
ら
須
磨
へ
と
向
か
っ
た
。
戸

解
し
た
者
は
仙
境
を
生
き
る
。
戸
解
し
た
源
氏
が
向
か
っ
た
仙
境
と

は
、
流
離
の
地
須
磨
で
あ
っ
た
。
流
離
の
地
で
あ
り
な
が
ら
、
か
つ
同

時
に
仙
境
で
も
あ
る
須
磨
。
本
来
、
源
氏
が
望
郷
の
念
を
抱
い
て
や
ま

な
い
都
こ
そ
が
仙
境
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
源
氏
が
Ｆ
解
す
る
意
味

を
探
る
前
に
、
須
磨
と
都
が
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

物
語
は
、
源
氏
の
須
磨
流
離
と
平
行
し
て
、
時
折
、
都
の
様
子
を
語

る
。
残
さ
れ
た
女
君
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
今
上
朱
雀
帝
さ
え
も
、
秋

の
管
弦
の
折
、
「そ
の
人
の
な
き
こ
そ
い
と
さ
う
ざ
う
し
け
れ
。
い
か

に
ま
し
て
さ
思
ふ
人
多
か
ら
む
。
何
ご
と
も
光
な
き
心
地
す
る
か
な
」

と
、
都
に
源
氏
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

都
が

「さ
う
ざ
う
し
」
い
、
「光
な
き
」
世
界
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
須
磨
の
地
は
対
照
的
で
あ
る
。
須
磨
で
の
源
氏
の
様
子

は
、
人
々
に

「世
の
も
の
思
ひ
忘
れ
」
さ
せ
、
「
」
の
世
の
も
の
と
は
見

え
」
な
い
な
ど
と
思
わ
せ
る
。
そ
こ
で
は
、
〈
都
〉
と

〈
須
磨
〉
と
は
そ

の
内
実
が
交
換
さ
れ
て
い
る
。
須
磨
で
の
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
み

や
び
や
か
な
源
氏
の
生
活
は
、
「都
を
喪
失
し
た
光
源
氏
が
、
自
ら
が

生
き
う
る
時
空
と
し
て
の
理
念
的
〈
都
〉
建
設
」
を
試
み
、
「観
念
や
生

活
に
理
想
世
界
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
」
た
め
で
あ
っ
た
鯉

物
語
は
都
を
、
「さ
う
ざ
う
し
」
い
、
「光
な
き
」
「あ
ぢ
き
な
き
」
場

所
と
し
て
描
く
。
そ
の
都
が
、
源
氏
が
望
郷
の
念
を
抱
い
て
や
ま
な
い

古
里
で
も
あ
っ
た
。

一
方
で
、
須
磨
と
は
、
流
浪
の
地
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
理
想
郷
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
〈
都
〉
と

〈
須
磨
〉
は
そ
の
内
実
に
お
い
て
、
互
換
的

に
造
型
さ
れ
て
い
た
。
本
節
で
は
、
行
論
の
都
合
上
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

「雁
」
を
中
心
に
都
と
須
磨
の
具
体
的
様
相
を
み
て
い
き
た
い
。

秋
、
源
氏
は
眼
前
の
雁
を
見
て
、
都
の
人
々
を
恋
し
く
思
い
涙
す
る
。

沖
よ
り
舟
ど
も
の
う
た
ひ
の
の
し
り
て
漕
ぎ
行
く
な
ど
も
聞
こ
ゆ
。

ほ
の
か
に
、
た
だ
小
さ
き
島
の
浮
か
べ
る
と
見
や
ら
る
る
も
心
細

げ
な
る
に
、
潤
洲
ョ
瓢
ｄ
劇
ｄ
調
制
醐
割
□
ョ
洲
Ｎ
ぶ
引
「
引
封

劇
洲
湖
刑
ヨ
測
剰
マ
涙
の
こ
ぼ
る
る
を
か
き
払
ひ
た
ま
へ
る
御
手

つ
き
黒
き
御
数
珠
に
映
え
た
ま
へ
る
は
、
古
里
の
女
恋
し
き
人
々
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の
、
心
み
な
慰
み
に
け
り
。

冽
劇
翻
州
樹
ョ
刷
剣
留
引
馴
刻
利
劃
た
び
の
そ
ら
と
ぶ
声
の
悲
し

き
と
の
た
ま
へ
ば
、
良
清
、

か
き
つ
ら
ね
昔
の
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
潤
国
ぞ
り
固
ａ
ｄ
倒
な
ら

ね
ど
も

民
部
大
輔
、

心
か
ら
襴
側
馴
剰
引
劇
劃
¶
劃
樹
を
雲
の
よ
そ
に
も
思
ひ
け
る
か

な
前
右
近
将
監
、

コ
側
劇
コ
劇
劇
州
剛
ヨ
劉
創
劇
例
湖
制
も
列
に
お
く
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ

な
ぐ
さ
む

友
ま
ど
は
し
て
は
、
い
か
に
は
べ
ら
ま
し
」
と
言
ふ
。
（②
一
一〇
一

～
二
〇
一
〇

こ
の
源
氏
の

「初
雁
は
恋
し
き
人
の
つ
ら
な
れ
や
」
と
の
詠
は
、
蘇

戦
の
雁
信
の
故
事
を
発
想
と
し
て
、
恋
し
い
人
を
想
起
さ
せ
、
都
に
望

郷
の
念
を
抱
か
せ
る
鳥
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
都
か
ら
飛
ん
で
来

た
雁
を
、
「恋
し
き
人
の
つ
ら
」
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
が
、
そ
の
雁

は
、
故
事
に
反
し
て
、
「た
び
の
そ
ら
と
ぶ
」
雁
で
あ
り
、
恋
し
い
人
の

手
紙
を
届
け
て
は
く
れ
ず
、
決
し
て

「恋
し
き
人
の
つ
ら
」
で
は
あ
り

得
な
か
っ
た
。
「た
び
の
そ
ら
と
ぶ
」
雁
は
、
こ
の
須
磨
を
も
通
過
し
て

い
く
。
そ
の
た
め
、
源
氏
に
は

「と
び
の
そ
ら
と
ぶ
声
」
が
、
「悲
し
」

く
聞
こ
え
る
。
雁
は
、
仮
の
住
処
と
し
て
も
須
磨
を
選
ば
な
い
。
つ
ま

り
、
こ
の
和
歌
に
お
い
て
、
須
磨
は
、
都
と
こ
れ
か
ら
仮
住
ま
い
す
る

地
と
の
通
過
点

（境
界
）
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

次
に
、
良
清
の
和
歌
。
「雁
」
を
見
、
「か
き
つ
ら
ね
昔
の
こ
と

（事
・

言
と

を
思
い
出
す
。
雁
は

「そ
の
世

含
こ

の
友
」
で
は
な
か
っ
た
の

に
、
今
、
音
を
思
い
出
す
よ
す
が
と
な
る
。
つ
ま
り
、
良
清
に
と
っ
て

の
雁
も
、
昔
の
出
来
事
や
恋
し
い
人
と
交
わ
し
た
言
葉
を
想
起
さ
せ

る
、
都
へ
の
望
郷
の
念
を
抱
か
せ
る
鳥
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
源
氏
の
和

歌
の
雁
が
、
都
を
起
点
と
し
、
須
磨
を
経
由
す
る
空
間
と
を
結
ぶ
鳥
で

あ
る
の
に
対
し
、
良
清
の
和
歌
の
雁
は
、
昔
と
今
と
い
う
時
間
を
つ
な

い
で
い
る
。

民
部
大
輔

（以
下
惟
光
）
は
、
「常
世
を
捨
て
て
な
く
雁
」
を
、
今
、

「雲
の
よ
そ
」
で
は
な
く
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
る
。
「常
世
を

捨
て
」
る
雁
と
、
都
を
捨
て
た
自
分
を
重
ね
、
こ
の

一
首
に
お
い
て
の

都
は
、
「常
世
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
が
、
一
、
一
一首
目
と
の
関
係
か

ら
和
歌
を
読
む
と
、
「都
＝
常
世
」
の
意
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
と
い
う
の
は
、
眼
前
の
雁
は
ま
だ

「旅
の
空
」
を
飛
ん

で
お
り
、
須
磨
に
留
ま
る
鳥
と
し
て
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

「常
世
を
す
て
て
」
と
は
、
雁
が
都
の
み
な
ら
ず
、
須
磨
を
も
捨
て
て
い

く
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
の
理
解
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「常
世
＝
都
」
で
あ
り
、
「常
世
＝
須
磨
」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
前
右
近
将
監
は
、
「常
世
い
で
て
旅
の
空
な
る
雁
」
も
、
列
に

遅
れ
な
い
ほ
ど
は
心
が
な
ぐ
さ
む
、
と
詠
む
。
雁
が
出
た

「常
世
」
と

は
、
惟
光
の
歌
の
場
合
と
同
様
、
「都
」
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
「須
磨
」
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を
も
意
味
し
よ
う
。
「旅
の
空
な
る
雁
」
は
、
須
磨
を
も
通
過
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
惟
光
や
、
前
右
近
将
監
は

「常
世
を
す
て
て
な
く
雁
」

岬
一世̈姿
融
酵
魏
雌
餞
守滉
尉
憂
緯
臓
¨

し
か
し
な
が
ら
、
本
当
に
「雁
」
は

「常
世
」
の
鳥
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「花
鳥
余
情
』
が
「雁
は
刑
回
り
日
剤
厠
測
ｄ
司
に
住
む
鳥
な
れ
ば
、
か

く
よ
み
な
し
侍
る
な
り
。「
と
注
す
る
。
「世
離
れ
た
る
所
」
に
住
む
鳥

で
あ
る
か
ら
、
確
か
に

「常
世
」
の
鳥
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
雁

は

「北
国
」
の
鳥
で
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
決
し
て

「常
世
」
の
鳥

で
は
な
く
、
「憂
世
」
の
鳥
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
「雁
」
は
、

春
霞
立
つ
を
見
す
て
て
行
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る

含
古
今
集
』
春
歌
上
　
一二
一
種

と
、
言
わ
ば

「花
な
き
里
」
、
つ
ま
り
は
常
世
を
持
た
な
い
鳥
で
あ
り
、

「劉
引
剰
引
到
劉
Ч
９
劉
倒
ｑ
劇
例
バ
倒
ｑ
剛
剖
こ
そ
渡
れ
秋
の
夜

な
夜
な

（『古
今
集
』
秋
歌
上
　
一
一
〓
こ

初
雁
の
鳴
き
こ
そ
渡
れ
固
湖
劇
洲
剰
Я
「
劇
Ｊ
９
引
コ
刻
口
刊
嘲

含
古
今
集
』
恋
歌
五
　
八
〇
四
）

と
、
「憂
き
こ
と
を
思
ひ
つ
ら
ね
て
」
鳴
く
鳥
で
あ
り
、
「世
の
中
の
人

の
心
の
あ
き
し
憂
け
れ
ば
」
鳴
く
鳥
で
あ
る
よ
う
に
、
「世
」
を

「憂

し
」
と
観
じ
て
い
る
鳥
で
あ
っ
た
宅
し
た
が
つ
て
、
そ
の
声
を
聞
け
ば
、

雁
の
来
る
峰
の
朝
霧
嘲
剌
引
倒
冽
馴
國
尽
劃
「
劃
山
ｑ
劇
ｑ
列
劉

含
古
今
集
」
雑
歌
下
　
九
二
五
）

と
、
「世
の
中
の
憂
さ
」
を
観
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

花
の
な
い
里
に
住
み
慣
れ
、
こ
の
世
が
憂
き
世
で
あ
る
こ
と
を
知
る
鳥

が
、
は
た
し
て

「常
世
」
の
鳥
と
い
え
よ
う
か
。
「常
世
」
の
鳥
と
い
う

よ
り
も
、
「雁
」
と
は
宿
命
的
に
自
身
に

「仮
」
の
名
を
負
い
、
「世
の

中
」
が

「仮
の
世
」
で
あ
る
こ
と
を
、
深
く
識
っ
て
い
る
鳥
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
だ
け
に
、
「仮
の
世
」
か
ら

「常
の
世
」
を
憧
憬

し
、
し
か
し

「常
世
」
の
不
在
を
深
く
識
り
、
再
び

「仮
の
世
」
に
戻
っ

て
く
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
即
ち
、
憧
憬
と
し
て
の
「常
世
」
と
、
現

実
と
し
て
の

「仮
の
世
」
と
の
往
反
を
、
宿
命
的
に
繰
り
返
す
こ
と
し

か
あ
り
え
な
い
鳥
が
、
「雁
」
な
の
で
あ
る
。

惟
光
と
前
右
近
将
監
は
、
「雁
」
を
、
「常
世
を
す
て
て
」
「常
世
い
で

て
」
ゆ
く
鳥
と
し
て
詠
ん
だ
。
「雁
」
が
捨
て
た

「常
世
」
と
は
結
局

「常
世
」
で
は
な
く
、
「仮
の
世
」
「憂
き
世
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
惟
光

と
前
右
近
将
監
に
と
っ
て
の
都
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
つ
た
。
「常
世
」
で

あ
る
は
ず
の
都
が
転
じ
て

「仮
の
世
」
「憂
き
世
」
と
な
り
、
今
、
須
磨

を
流
浪
す
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
源
氏
を
含
め
た
従
者
た
ち
は
、

“
椰
高
が

，
て
造
型
さ
れ
、
「仮
」
住
ま
い
を
さ
ま
よ
う
姿
が
描
き
出
さ

な
お
、
従
来
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
重
要
な
こ
と
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

一
連
の
和
歌
配
列
の
構
造
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
首
は
、
「初
雁

―
雁
―
雁
―
雁
が
ね
」
「た
び
の
そ
ら
と
ぶ
―
か
き
つ
ら
ね
―
く
も
の

よ
そ
―
旅
の
空
な
る
」
「そ
ら
と
ぶ
声
―
〇
―
な
く
―
雁
が
音
」
の
よ
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う
に
、
そ
の
素
材
に
お
い
て
連
鎖
状
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
。
前
右
近

将
監
の
歌
の

「か
り
が
ね

・
列
」
と
い
う
語
が
、
前
者
三
人
を
も

「雁
」

と
し
て
収
飲
す
る
。
そ
し
て
、
源
氏
の

「た
び
の
そ
ら
と
ぶ
」
と
照
応

す
る
、
「旅
の
空
な
る
」
を
詠
み
込
む
こ
と
に
よ
り
四
首
は
循
環
し
、
雁

の
往
反
ま
で
も
和
歌
の
配
列
が
表
現
し
て
い
る
。
又
、
良
清
の
歌
の
「か

き
つ
ら
ね
」
と
は
、
源
氏
の
雁
信
の
故
事
を
受
け
、
「雁
」
を

「書
き
つ

ら
ね
」
て
和
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
こ
に
、
「雁
」
が

「列
」
を
な
し
て
飛
ん
で
い
る
様
子
を
、
和
歌
を

「書
き
つ
ら
ね
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
現
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前

後
の
簡
略
な
地
の
文
は
、
歌
を
物
語
に
点
在
さ
せ
、
源
氏
と
従
者
た
ち

を
、
眼
前
を
飛
ぶ

「雁
」
そ
の
も
の
と
し
て
描
き
出
す
。
こ
の
よ
う
に
、

大
変
緻
密
に
和
歌
配
列
は
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く

「須
磨
」
巻
。
翌
年
の
春
、
自
ら
の
政
治
的
危
機
を
も
顧
み

ず
頭
の
中
将
は
須
磨
を
訪
れ
た
。
そ
の
彼
が
帰
京
す
る
前
、
一
一人
の
間

で
交
わ
さ
れ
た
和
歌
が
次
の
二
首
で
あ
る
。

朝
ぼ
ら
け
の
空
に
旧
連
れ
て
わ
た
る
。
主
の
君
、

ふ
る
里
を
い
づ
れ
の
春
か
行
き
て
見
ん
う
ら
や
ま
し
き
は
周
利

洲
明
洲
＝

宰
相
さ
ら
に
立
ち
出
で
ん
心
地
せ
で
、

あ
か
な
く
に
洲
引
洲
ョ
測
馴
到
劉
翻
別
綱
花
の
み
や
こ
に
道
や
ま

ど
は
む

（②
二
一
五
）

明
け
方
、
雁
が
連
ね
て
渡

っ
て
ゆ
く
様
子
を
見
て
、
源
氏
は
再
び

「雁
」
を
詠
み
込
む
。
頭
の
中
将
の
和
歌
も
そ
れ
を
受
け
て
お
り
、
先
の

「来
る
雁
の
唱
和
と
こ
の
帰
る
雁
の
贈
答
は
春
秋
の
対
照
」
と
な
っ
て

い
る
（で

こ
の
よ
う
に
、
秋
に
来
る
雁
と
、
春
に
帰
る
雁
が
物
語
に
枠
組

ま
れ
た
こ
と
で
、
往
反
す
る
雁
に
源
氏
の
帰
還
を
も
詠
み
込
む
。
波
が

寄
せ
て
は
返
す
よ
う
に
、
月
が
沈
ん
で
は
昇
る
よ
う
に
、
雁
は
め
ぐ
り
、

源
氏
の
死
と
再
生
を
物
語
の
裏
側
で
支
え
て
い
る
電

が
、
こ
こ
で
帰
る

の
は
宰
相

（以
下
頭
の
中
将
）
で
あ
り
、
源
氏
で
は
な
か
っ
た
。

故
郷
に

「帰
る
雁
」
で
あ
る
頭
の
中
将
を

「
つ
ら
や
ま
し
」
と
思
う
。

源
氏
の
和
歌
は
、
大
宰
府
で
道
真
が
詠
ん
だ

「聞
旅
雁
」
の

「枕
を
敬

た
て
帰
居
の
日
を
思
量
す
る
に
　
我
は
何
れ
の
歳
と
か
知
ら
む
汝
は
明

春
な
り
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
配
流
さ
れ
た
道
真
の
姿
と
源
氏
の
姿
が

重
ね
ら
れ
る
（望

一
方
、
光
源
氏
の
住
む
須
磨
を

「か
り
の
常
世
」
と
た
と
え
た
の
が
、

頭
の
中
将
の
和
歌
で
あ
っ
た
。
一
首
に
お
い
て
、
「雁
の
」
は

「立
ち
別

れ
」
に
か
か
る
と
同
時
に
、
「常
世
」
に
も
か
か
る
。
頭
の
中
将
の
和
歌

に
は
、
「か
り
の
常
世
」
（須
磨
）
に
対
時
す
る
場
所
と
し
て

「花
の
都
」

（京
）
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
「か
り
の
常
世
」
と
は
、
常
世
が
仮
の

世
で
あ
り
、
仮
の
世
が
常
世
で
あ
る
と
い
う
、
両
義
を
担
っ
た
表
現
で

あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
で
、
須
磨
の
地
が
、
常
世
で
あ
り
、
か
つ
同
時
に

仮
の
世
で
も
あ
る
こ
と
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
又
、
「花
の
都
」
の

「花
」
と
は
、
「う
つ
せ
み
の
世
に
も
似
た
る
か
花
ざ
く
ら
咲
く
と
見
し

ま
に
か
つ
散
り
に
け
り
」
含
古
今
集
」
春
歌
下
　
七
一こ

と
詠
ま
れ
る
よ

う
に
、
い
つ
か
は
散
る
、
は
か
な
い
現
世
を
代
表
す
る
景
物
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
京
の
地
も
又
、
常
世
で
あ
り
な
が
ら
仮
の
世
で
あ
る
こ
と
を
表
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現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
帰
る
雁
で
あ
る
頭
の
中
将
も
又
、
都
に

お
い
て

「仮
」
の
場
所
し
か
も
て
な
い

「雁
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
物
語
は

「雁
」
を
用
い
て
、
須
磨

。
都
を
両
義
的
に

造
型
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
は
、
常
世
／
仮
の
世
を
互
い
に
内
在

さ
せ
、
互
い
の
地
が
常
世
で
あ
る
と
同
時
に
、
決
し
て
常
世
で
は
な
い

こ
と
を
構
造
化
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
須
磨
が
あ
た
か
も
都
で
あ
り
、

都
が
あ
た
か
も
流
浪
の
地
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
く
の
で
あ
る
。
一
連

の

「雁
」
の
和
歌
は
、
そ
の
よ
う
な
両
義
性
に
関
わ
る
働
き
か
け
を
す

る
べ
く
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

エハ
　
光
源
氏
の
須
磨
流
離
と
戸
解
仙

さ
て
、
「明
石
」
巻
に
は
、
「須
磨
」
巻
で
紫
上
が

「御
調
度
な
ど
」
、

「御
琴
」
、
「脱
ぎ
す
て
た
ま
へ
る
御
衣
の
に
ほ
ひ
」
を
偲
ん
で
い
た
こ

と
を
、
再
び
想
起
さ
せ
る
場
面
が
あ
る
。

「「
は
ま
た
掻
き
合
は
す
る
ま
で
の
形
別
に
」
と
の
た
ま
ふ
。
（②

一　一上ハ
エハ
）

右
は
、
明
石
を
去

っ
て
い
く
源
氏
の
明
石
の
君
へ
の
言
葉
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「琴

（形
見
と

は
、
都
を
去
る
源
氏
が
紫
上
に
残
し
た
、

ま
さ
に
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
％^

さ
ら
に
、
又
、

今
日
奉
る
べ
き
州
倒
御
到
剌
に
、

寄
る
波
に
た
ち
か
さ
ね
た
る
周
劃
し
ほ
ど
け
し
と
や
川
の
い
と

は
む

と
あ
る
を
御
覧
じ
つ
け
て
、
騒
が
し
け
れ
ど
、

か
た
み
に
ぞ
か
ふ
べ
か
り
け
る
逢
ふ
こ
と
の
日
数
へ
だ
て
ん
中

の
衣
を

と
て
、
「心
ざ
し
あ
る
を
」
と
て
、
奉
り
か
ふ
。
御
身
に
馴
れ
た
る

ど
も
を
遣
は
す
。
げ
に
い
ま
ひ
と
へ
忍
ば
れ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
を

添
ふ
る
形
列
な
め
り
。
刻
測
引
劇
剣
利
―こ―
倒
酬
倒
樹
明
刈
利
を
、

い
か
が
剣
σ
心
に
も
し
め
ざ
ら
む
。
（②
一
一上ハ
八
～
一
一六
九
）

と
、
離
別
の
折
、
光
源
氏
は
明
石
の
君
に

「形
見
」
と
し
て
、
「匂
ひ
」

の
移

っ
た

「え
な
ら
ぬ
御
衣
」
を
残
し
て
い
く
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に

「竹
取
物
語
』
を
経
由
し
て
、
「須
磨
」
巻

「脱
ぎ
す
て
た
ま
へ
る
御
衣

の
匂
ひ
な
ど
に
つ
け
て
、
今
は
と
世
に
な
か
ら
む
人
の
や
う
に
お
ぼ
し

た
れ
ば
」
と
深
く
照
応
す
る
。

明
石
の
君
が
贈
っ
た

「旅
衣
」
と
、
源
氏
が

「形
見
」
に
残
し
た

「
た

な
ら
ぬ
御
衣
」
の
交
換
は
、
「竹
取
物
語
」
で
か
ぐ
や
姫
が
、
天
人
の
用

意
し
た

「羽
衣
」
と

「脱
ぎ
置
く
衣
」
を
着
替
え
た
こ
と
と
響
き
合
う
。

し
た
が
っ
て
、
当
然
に
『竹
取
物
語
」
を
引
用
し
て
、
明
石
の
君
が
送
っ

た

「衣
」
は

「羽
衣
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

「衣
」
は
、
明
石
の

君
の
涙
に
濡
れ
る

「
し
ほ
ど
け
し
」
と
い
う

「人
」
の
衣
で
も
あ
っ
た
。

歌
中
、
「人
や
い
と
は
む
」
と
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
る
。
「竹
取

物
語
」
の

「
天
人
」
の

「羽
衣
」
か
ら
、
「源
氏
物
語
』
で
は

「人
」
の

「衣
」
へ
と
そ
の
意
味
は
反
転
さ
せ
ら
れ
て
い
よ
う
。
「衣
」
が
、
「天
の

衣
」
で
も
あ
り
、
「人
の
衣
」
で
も
あ
る
と
い
う
そ
の
両
義
性
は
、
一示
に

帰
還
す
る
源
氏
を
登
仙
と
い
う
形
で
支
え
な
が
ら
、
現
実
問
題
と
し
て



「人
」
の
世
界
を
歩
む
源
氏
の
姿
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ

ま
り
、
明
石
の
君
が
贈

っ
た

「旅
衣
」
は
、
源
氏
を
仙
境

（都
）
に
送

り
出
す

「羽
衣
」
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
「衣
」

肝

築

跨

誕

酬

鋳

耀

で 、
電

巻
括

ギ

そ
れ
で
は
、
「須
磨
」
巻
と

「明
石
」
巻
が
こ
の
よ
う
に
照
応
す
る
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
明
石
の
君
は
、
源
氏
に

「か
り
の
御
装
東
」
を

贈
る
。
従
来
、
「か
り
」
を

「狩
」
衣
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の

み
に
終
始
す
る
こ
と
に
は
疑
間
を
感
じ
る
。
「か
り
」
と
は
、
前
節
で
触

れ
て
来
た

「雁
」
で
あ
り
、
「仮
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
こ
に
、
明
石

の
地
も
又

「仮
」
の
地
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う

に
思
う
の
で
あ
る
。

源
氏
の
焦
が
れ
る
都
は
、
元
来
源
氏
に
と
っ
て
は

「常
世
」
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
、
「仮
の
世

（苦
界
と

に
変
化
し
た
こ
と
で
、
「常
世
」
を

求
め
て
須
磨

。
明
石
を
流
離
す
る
。
が
、
源
氏
に
と
っ
て
須
磨

・
明
石

も
は
た
苦
界
で
し
か
な
い
。
「伊
勢
物
語
」
九
段
の
〈
東
〉
下
り
に
お
い

て
、
都
鳥
で
あ
っ
た
鳥
が
、
源
氏
の
場
合

「雁
」
に
な
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
が
、
源
氏
は
、
「雁
」
の
よ
う
に
、
「仮
」
の
世
で
は
な
く

「常

世
」
を
求
め
て
須
磨

。
明
石
を
流
離
す
る
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
触
れ

な
い
が
、
明
石
の
君
が

「海
竜
王
の
后
」
候
補
と
し
て
描
か
れ
て
い
た

の
も
、
海
中

（海
神
国
）
も
ま
た

「常
世
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
深
く
繋

が
つ
て
い
よ
う
。

つ
ま
り
、
〈
須
磨

。明
石
＝
京
〉
で
あ
り
、
〈
常
世
＝
仮
の
世
。浮

（憂
）

き
世
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、

故
里
は
見
し
ご
と
に
も
あ
ら
ず
斧
の
柄
の
朽
ち
じ
と
こ
ろ
ぞ
恋
し

か
り
け
る

級
か
”
一
直
紳
「
『
鰍
豫
」
（雑
歌
下
　
九
九
こ

紀
友
則
の
歌
に
よ
る
先

源
氏
は
、
「
戸
解
」
す
る
こ
と
で

〈
常
世
〉
で
あ
る

「須
磨

。
明
石
」

の
地
を
流
離
し
、
ま
た
、
「
戸
解
」
す
る
こ
と
で
〈
常
世
〉
で
あ
る

「都
」

に
帰

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
〈
須
磨

・
明
石
／
都
〉
／

〈
常
世
／
仮

世
〉
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
が
両
義
的
に
用
い
ら
れ
、
そ
の

意
を
反
転
さ
せ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
そ
の
契
機
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の

が
聖
徳
太
子

「
戸
解
仙
」
引
用
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
戸
解
仙
」
引
用
か
ら
光
源
氏
の
流
離
の
位
相
を
辿

っ
て
き

た
。
「衣
」
が
型
ど
る
源
氏
の
変
遷
。
光
源
氏
の
贖
罪
が
こ
の
流
離
で
完

全
に
行
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
。
た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
「明
石
」
巻
に
お

け
る
同

一
人
物
の
三
度
目
の
登
仙
と
い
う

「
戸
解
」
引
用
が
、
光
源
氏

召
還
の
論
理
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
源
氏
が
京

で
の
復
権
を
よ
り
高
い
次
元
で
な
し
得
、
以
後
栄
華
へ
の
道
程
を
ひ
た

す
ら
歩
ん
で
ゆ
く
の
は
、
物
語
の
水
面
下
に
以
上
の
よ
う
な
深
層
世
界

が
手
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
も
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

注（１
）
『竹
取
物
語
』
本
文
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（小
学
館
）
に

よ

る

。
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（２
）
折
口
信
夫

「大
嘗
祭
の
本
義
」
２

九
二
八
）。
林
田
孝
和

「空
蝉
の
薄
衣
」

貧
む
ら
さ
き
』
武
蔵
野
書
院
　
平
成
四
年
十
二
月
）

（３
）
「列
仙
伝
」
本
文
引
用
は
、
「鑑
賞
中
国
の
古
典
』
九
巻

（角
川
書
店
　
昭

和
六
十
三
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
仮
名
遣
い
表
記
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
る
。

（４
）
「抱
朴
子
』
本
文
引
用
は
、
「鑑
賞
中
国
の
古
典
』
九
巻

（角
川
書
店
　
昭

和
六
十
三
年
）
に
よ
る
。

（５
）
衣
の
他
、
杖
、
書
物
等
を
残
し
て
仙
人
に
な
る
こ
と
も
、
「戸
解
仙
」
に

は
あ
っ
た
。
が
、
「蜆
く
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
か
、
「衣
」
で
あ
る
こ
と
が
比

較
的
多
い
。

（６
）
小
南

一
郎

「
戸
解
の
観
念
の
展
開
」
貧
説
話
―
救
い
と
し
て
の
死
』
説
話
・

伝
承
学
会
編
　
翰
林
書
房
　
一
九
九
四
年
四
月
）

（７
）
『日
本
書
紀
』
本
文
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（小
学
館
）
に

よ

る

。

（８
）
下
出
積
興

「神
仙
思
想
』
（吉
川
弘
文
館
　
昭
和
四
三
年
）
に
く
わ
し
い
。

（９
）
小
嶋
菜
温
子

「明
石
と
か
ぐ
や
姫
」
貧
源
氏
物
語
批
評
』
有
精
堂
　
一
九

九
五
年
）

（Ю
）
「須
磨
」
「明
石
」
の
流
離
が
源
氏
の

「死
と
再
生
」
を
表
現
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
日
出
男

「光
源
氏
の
死
と
再
生
」
、
三
谷
邦
明

「源

氏
の
須
磨
流
離
―
死
と
再
生
―
」
貧
源
氏
物
語
躾
糸
』
有
精
堂
　
一
九
九

一

年
）
等
の
論
が
あ
る
。

（Ｈ
）
須
磨
に
源
氏
は

「黒
き
御
数
珠
」
（②
二
〇
こ

を
持
参
し
て
い
る
。

（‐２
）
堀
内
秀
晃

「光
源
氏
と
聖
徳
太
子
信
仰
」
「
講
座
　
源
氏
物
語
の
世
界
』

第
二
集
　
有
斐
閣
　
昭
和
五
五
年
十
月
）

（
‐３
）
河
添
房
江

「北
山
の
光
源
氏
―
王
権
の
原
像
と
し
て
の
太
子
―
」
「
源

氏
物
語
の
喩
と
王
権
』
有
精
堂
　
一
九
九
二
年
十

一
月
）

（‐４
）
兼
輔
説
は
今
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
伝
暦
』
は
、

平
安
の
中
期
以
降
、
太
子
伝
の
正

（聖
）
典
と
し
て
貴
族
層
と
僧
俗
の
知
識

人
に
と

っ
て
訓
ま
れ
る
べ
き
本
文
の
権
威
を
得
」
（阿
部
泰
郎

「聖
徳
太
子

信
仰
」
貧
聖
徳
太
子
事
典
』
柏
書
房
　
一
九
九
七
年
十

一
月
）
た
太
子
伝
で

あ

っ
た
。

（
‐５
）
『聖
徳
太
子
伝
暦
』
本
文
引
用
は
、
蔵
中
進

「
「聖
徳
太
子
伝
暦
」
影
印
と

研
究
』
（桜
楓
社
　
昭
和
六
十
年
十
二
月
）
に
よ
る
。　
一
部
表
記
を
私
に
改

め
た
。

（
‐６
）
例
え
ば

『三
宝
絵
詞
」
は
、
「屍
す
で
に
な
し
。
棺
の
う
ち
は
な
は
だ
香

ば
し
」
と

「衣
」
で
は
な
く
、
「香
」
を
も
っ
て
太
子
の
戸
解
を
表
現
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
太
子
の

「香
」
は

「大
品
経
二
十
七
に
八
十
の
随
形
好

云
々
、
四
十
二
に
は
毛
孔
よ
り
香
気
を
出
す
。
四
十
三
に
は
口
よ
り
無
上
の

香
を
出
す
云
々
」
貧
明
星
抄
じ

と
い
う
特
徴
で
も
あ
ろ
う
。

（
‐７
）
「若
紫
」
巻
に

「を
か
し
の
御
に
ほ
ひ
や
」
と
紫
上
が
源
氏
の

「衣
」
の

匂
い
を
感
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
そ
れ
は
、
紫
上
が
父
親
以
外
に
初
め
て

異
性
を
意
識
し
た
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
「源
氏
物

雲
巴

の

「香
」
に
注
目
し
た
論
と
し
て
は
、
三
田
村
雅
子

「方
法
と
し
て
の

〈
香
〉
―
移
り
香
の
字
治
十
帖
へ
―
」
貧
源
氏
物
語
　
感
覚
の
論
理
』
有
精

堂
　
一
九
九
六
年
二
月
）
が
あ
る
。

（
‐８
）
「桐
壺
」
巻
の
聖
徳
太
子
引
用
に
つ
い
て
は
、
田
中
重
久

「聖
徳
太
子
伝

暦
と
源
氏
物
語
」
貧
聖
徳
太
子
絵
伝
と
尊
像
の
研
究
』
山
本
湖
舟
写
真
工
芸

社
　
昭
和
十
八
年
）
、
今
井
源
衛

「源
氏
物
語
」
（岩
波
講
座

『
日
本
文
学
史
』

第

一
巻
　
岩
波
書
店
　
昭
和
三
三
年
）
、
松
本
三
枝
子

「光
源
氏
と
聖
徳
太

子
」
貧
へ
い
あ
ん
ぶ
ん
が
く
」

一
号
　
昭
和
四
二
年
七
月
）
に
論
が
あ
る
。

今
回
は
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
須
磨
に
お
い
て
源
氏
が
頭
の
中
将
に
贈

っ

た

「黒
駒
」
と
太
子
の
愛
馬

「騒
駒

（く
ろ
こ
ま
と

に
つ
い
て
の
考
察
、
ま

た
、
「桐
壺
」
巻
を
含
め
、
「源
氏
物
語
』
の
太
子
引
用
を

『伝
暦
』
の
み
な
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ら
ず
他
の
太
子
伝
と
の
か
か
わ
り
か
ら
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
‐９
）
根
本
智
治

「須
磨
の
生
活
―
山
賤
と
し
て
の
光
源
氏
―
」
貧
王
朝
文
学
史

稿
』
２‐
号
　
平
成
八
年
五
月
）

（２０
）
引
用
は
新
潮
集
成
本
頭
注
に
よ
る
。
他
に
「古
語
大
辞
典
」
（小
学
館
）
に

は
、
「雁
を
常
世
の
国
か
ら
来
る
霊
鳥
と
み
る
こ
と
か
ら
、
「常
世
雁
」
「常

世
の
雁
」
な
ど
と
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「源
氏
物
語
』
の

中
の

「常
世
」
と

「雁
」
の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
に
、
石
塚
智
恵
美

「
常
世
」
―

「雁
」
を
中
心
と
し
て
―
」
「
物
語
文
学
論
究
』
一
九
七
九
年

十
二
月
）
が
あ
る
。

（２‐
）
「花
鳥
余
情
』
（伊
井
春
樹
編
　
源
氏
物
語
古
注
集
成
　
桜
楓
社
）

（”
）
「古
今
和
歌
集
』
本
文
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（小
学
館
）
に

よ

る

。

（２３
）
『古
今
和
歌
集
』
秋
歌
上
に
は
、
雁
の
歌
が
二
〇
六
～
二
一
三
ま
で
計
八

首
収
載
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
常
世
を
思
わ
せ
る
も
の
は
な
に
も
な
い
。
「源

氏
物
語
」
の
当
該
場
面
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
は
、
二
〇
六
二
一〇
七

・
二

一
二
・
二
一
三
の
四
首
で
あ
る
。

（Ｚ
）
『眠
江
入
楚
』
は
、
惟
光
の
和
歌
に
対
し
て

「今
旅
を
し
て
か
ら
は
さ
て

も
雁
も
何
と
ぞ
胡
刑
―こ―
刻
劉
劇
刊
細
の
あ
り
て
こ
そ
毎
年
来
る
ら
ん
と
思
ひ

知
る
と
な
り
」
と
注
す
る
。
「故
郷
に
え
ゐ
ぬ
子
細
」
と
は
ま
さ
に
、
「雁
」

が

「仮
」
を
背
負
う
鳥
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（％
）
完
訳
日
本
の
古
典

『源
氏
物
語
』
頭
注
．

（％
）
往
反
を
結
構
す
る
も
の
は
、
雁
だ
け
で
は
な
く
、
「波
」
「月
」
「季
節
」
な

ど
が
あ
る
が
、
具
体
的
な
叙
述
に
つ
い
て
は
今
は
省
略
す
る
。

（η
）
通
説
で
は
あ
る
が
、
具
体
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
青
木
五
郎

「和
漢

比
較
研
究
ノ
ー
ト
（１
）―
「故
郷
を
い
づ
れ
の
春
か
行
き
て
見
む
云
々
貧
源

氏
物
語

。
須
磨
し

の
典
拠
ほ
か
＝
」
（『京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
』
昭

和
六
二
年
六
月
）
が
あ
る
。

（
２８
）
栗
生
浩
二

「
『源
氏
物
語
』
須
磨
退
去
の
理
念
―
さ
て
は
琴

一
つ
ぞ
―
」

Ｇ
同
志
社
国
文
学
』

一
九
九
二
年
三
月
）
に
お
い
て
、
「須
磨

・
明
石
の
物

語
は
、
「琴
」
の
琴
に
よ
つ
て
始
動
し
、
終
結
す
る
、
い
わ
ば

「琴
」
の
琴

に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
な
が
ら
展
開
す
る
物
語
で
あ
る
。」
と
論
じ
る
。

（
”
）
注
９
同
論
で
小
嶋
氏
は
、
明
石
と
源
氏
の
再
会
も
、
紫
上
の
場
合
と
同
様

約
束
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

（
３。
）
源
氏
の
「
ふ
る
里
を
い
づ
れ
の
春
か
行
き
て
見
ん
う
ら
や
ま
し
き
は
帰
る

か
り
が
ね
」
の
和
歌
は
、
そ
の
逆
を
詠
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。

※

『源
氏
物
語
』
本
文
引
用
は
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（小
学
館
）

に
よ

る
。

（お
か
だ

。
ひ
ろ
み
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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