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中
村
本

『夜
寝
覚
物
語
』

―
改
作
本

『
寝
覚
』
は

（幸
福
〉

一
　
は
じ
め
に

『夜
の
寝
覚
」
に
は
、
二
つ
の

「寝
覚
』
が
あ
る
。
一
つ
は
、
原
作
本

『寝
覚
』
傘
安
期
成
立
）
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
原
作
本
を
も
と
に
作

ら
れ
た
改
作
本

『寝
覚
』
（通
称
中
村
本
、
鎌
倉
～
室
町
期
成
立
）
で
あ
る
。

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の

「寝
覚
』
に
は
、
登

蒙
製
岬唯沖彬『‰
翡
瑚
藤
帯撃
が
襲
影Ｌ

藁
趨は蜘射議張

御
鉢鮮

翡

魃

けい向″訛燎畔̈
鋤哺̈
辟枷刺」岬掛訛れぃった改作本全体

い替
［てけ任林ば
〈稿輔請¶帽”れ「い̈
ｎに湖赫『翻縁嗜従っな

町
Ｆ」認
辱
』̈輝
野
舞
研
擁
錢
珠
製

る の

1｀

戻

に
つ

い

て中
川
　
照
将

確
か
に
、
両

『寝
覚
」
の
単
純
比
較
と
い
う
面
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
図
式
も
あ
な
が
ち
間
違
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
原
作
本
第
三
部
以
降
、
男
女
両
主
人
公
を
更
な
る

〈
悲
恋
》
へ
と

導
く
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
男
君
と
朱
雀
院
女

一
宮
の
結
婚

（中
間
欠

巻
部
）
が
、
改
作
本

（巻
一こ

で
は
不
成
立
に
終
わ
る
も
の
と
し
て
変
更

さ
れ
て
い
る
点
な
ど
は
、
ま
さ
に
［原
作
本
＝
悲
恋
↓
改
作
本
＝
幸
福
］

と
い
う
図
式
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
問

題
と
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
相
対
的
な
評
価
で
は
な
い
。
改
作
本

『寝

覚
』
そ
れ
自
体
が
、
〈
幸
福
〉
の
物
語
と
し
て
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
事
実
、
改
作
本

『寝
覚
」
を
虚
心
に
眺
め
て
い
く
と
、
そ

こ
に
は
〈
幸
福
〉
の
物
語
の

一
要
素
と
し
て
捉
え
る
に
は
違
和
感
を
感

じ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
い
く
つ
も
の
〈負
〉
の
要
素
が
点
在
し
て
い
る

こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

一
一　
最
終
場
面
に
仕
組
ま
れ
た

《負
）
の
要
素

九
条
殿
で
の
逢
瀬
の
後
、
数
々
の
苦
悩
を
重
ね
て
き
た
両
主
人
公



（男
君

・
乙
姫
君
）
は
つ
い
に
結
ば
れ
、
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
石
山
姫

君
も
東
官
に
入
内
、
や
が
て
中
官
と
な
る
。
更
に
乙
姫
君
に
と

っ
て
は

継
子
で
あ
る
内
侍
督

（故
老
関
白
長
女
）
腹
の
若
宮
も
東
宮
に
即
位
す

る
。
次
の
引
用
は
、
こ
う
し
た
慶
事
が
語
ら
れ
た
直
後
の
改
作
本

『寝

覚
』
最
終
場
面
で
あ
る
。

１
き
さ
き
の
み
や

（＝
男
君
＋
乙
姫
君
第

一
子

（石
山
姫
君
》

は
、

い
と
ち
い
さ
き
御
程
に
、
た
て
ま

つ
れ
る
御
ぞ
の
か
さ
な
り
な

ど
、
か
ぎ
り
あ
る
わ
ざ
な
り
け
れ
ば
、
く
れ
な
ゐ
の
む
つ
ば
か
り

に
こ
う
ば
い
の
五
ゑ
の
お
り
物
、
さ
く
ら
の
こ
う
ち
き

ヽ
給

ヘ

る
、
い
と
た
を
や
か
に
、
は
じ
め
て
見
た
て
ま
つ
り
給
ふ
人
々
を

つ
ヽ
ま
し
げ
に
、
御
あ
う
ぎ
さ
し
か
く
し
て
ゐ
さ
せ
給

へ
る
さ

ま
、
た
と

へ
て
い
は
ん
か
た
な
し
。
さ
ば
か
り
の
と
の
（＝
男
君
）、

う

へ
（＝
乙
姫
君
）
の
御
中
よ
り
い
で
お
は
し
た
る
、
お
ろ
か
な
ら

ん
や
。
２
う

へ
は
お
と
な
し
く
、
や
な
ぎ
の
か
た
も
ん
の
御
ぞ
や

つ
ば
か
り
、
さ
く
ら
の
こ
う
ち
き
、
も

へ
ぎ
の
う
ち
も
の

ゝ
か
ら

き
ぬ
、
あ
ふ
ぎ
な
ど
も
い
た
く
さ
し
か
く
さ
ず
、
や
は
ら
か
に
も

て
な
し
て
、
い
ざ
り
い
で
た
て
ま
つ
る
さ
ま
、
い
ま
見
つ
け
た
ら

ん
や
う
に
め
づ
ら
か
に
見
ゆ
。
３
こ
姫
君

（＝
男
君
十
乙
姫
君
第
三

子
）
は
、
こ
う
ば
い
の
こ
く
う
す
き
お
り
も
の
ゝ
御
ぞ
、
も
え
ぎ

の
お
り
物
の
う
ち
き
、
か
し
こ
ま
り
の
た
め
に
御
も
ひ
き
か
け
て

ゐ
給

へ
る
、
う

つ
く
し
と
い
は
ん
か
た
な
し
。
４
わ
か
君

（＝
男

君
＋
乙
姫
君
第
四
子
）、
ふ
り
わ
け
が
み
に
て
、
５
侍
従
の
君

（＝
男

君
＋
大
君
子
息
）
う
ち
つ
れ
て
ま
い
り
給

へ
る
、
い
づ
れ
も
ら
う
た

く
み
ゆ
。
６
と
の
も
、
も
や
の
み
す
の
も
と
に
お
は
し
ま
し
て
、

「
み
す
の
う
ち
ゆ
り
ぬ
、
ほ
ゐ
な
く
」
と
き
こ
え
給
ふ
御
さ
ま
、
ふ

り
ず
い
み
じ
く
見
え
さ
せ
給
ふ
、
つヽ
へ
、
す
こ
し
い
ざ
り
い
で
給

て
、

（乙
姫
君
歌
）
う
れ
し
と
も
思
し
ら
で
や
や
み
な
ま
し
う
き
に
た
ヘ

た
る
い
の
ち
な
り
せ
ば

い
ふ
と
も
な
く
ま
ぎ
ら
は
じ
給
ふ
に
、
と
の
、

（男
君
歌
）
思
じ
る
お
り
も
あ
り
け
り
い
の
ち
こ
そ
う
き
に
た
へ
て

も
う
れ
し
か
り
け
れ

か
く
て
、
と
の
、
う
へ
さ
か
へ
た
の
し
み
給
ふ
さ
ま
、
む
か
し
も

ｄ
湖
ｄ
引
ｄ
潤
ｄ
冽
劇
司
副
刻
ｕ
か
や
う
に
、
夢
は
む
な
し
か
ら

ぬ
事
と
、
あ
り
が
た
く
ぞ
侍
し
と
ぞ
。

（巻
五
・
五
五
六
～
七
頁
）

こ
の
場
面
の
内
容
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
１
后

宮

（石
山
姫
君
）
の
容
姿
と
衣
装
が
描
か
れ
、
次
に
２
こ
の
物
語
の
女
主

人
公
で
あ
る
上

（乙
姫
君
）
の
容
姿
と
衣
装
、
３
小
姫
君
の
容
姿
と
衣

装
、
４
若
君
と
５
侍
従
君
の
容
姿
、
６
男
主
人
公
で
あ
る
殿

（男
君
）
の

容
姿
と
い
っ
た
よ
う
に
、
両
主
人
公
並
び
に
彼
ら
の
係
累
に
あ
る
人
物

の
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
の
後
両
主
人
公
に
よ
る
喜
び
の
唱
和
が
描
か

れ
、
最
後
に

「か
や
う
に
、
夢
は
む
な
し
か
ら
ぬ
事
と
、
あ
り
が
た
く

ぞ
侍
し
と
ぞ
」
と
い
う
言
葉
を
も

っ
て
物
語
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

従
来
よ
り
、
こ
の
最
終
場
面
は
、
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就

人
幸
福
〉

の
大
団
円
を
描
く
場
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
こ
の
場

面
に
描
か
れ
る
登
場
人
物
の
姿
は
〈
幸
福
〉
の
大
団
円
に
相
応
し
い
晴
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れ
や
か
な
も
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
傍
線
部

「か
く
て
、
と
の
、
う
ヘ

さ
か
へ
た
の
し
み
給
ふ
さ
ま
」
云
々
の
叙
述
は
、
両
主
人
公
の
比
類
な

き

〈
幸
福
〉
を
讃
え
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
の
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
場
面
は
、
両
主
人
公
の
〈
幸
福
〉

を
描
か
ん
と
す
る
場
面
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
こ
の
場
面
に
は
改
作
本

『寝
覚
』
に
お

け
る
法
則
性
と
い
う
面
か
ら
考
え
て
、
当
然
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
存
在
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
。
も
う

一
つ
は
、
こ
の
場
面
に

は
、
逆
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
描
か
れ
る
は
ず
の
な
い
、
両
主
人
公
の
〈
幸

福
〉を
阻
止
せ
ん
と
す
る
存
在
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
な
ら
ば
、
本
来
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
は

一

体
何
か
。
両
主
人
公
の
〈
幸
福
〉
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
存
在
と
は
何
か
。

ま
ず
は
、
後
者
の
両
主
人
公
の
〈
幸
福
〉
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
存
在
に

つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一二

〈
幸
福
〉
を
阻
止
す
る
存
在
と
し
て
の
老
関
白

こ
の
物
語
に
は
、
全
体
を
通
し
て
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就
を
阻
む
障

害
と
し
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
、
女
主
人

公
乙
姫
君
の
先
夫
老
関
自
で
あ
る
。

生
前
の
老
関
白
が
、
両
主
人
公
の
恋
愛
に
お
い
て
大
き
な
障
害
と
し

て
あ
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う
し
た
障
害
と
し

て
の
機
能
は
、
死
後
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

（乙
姫
君
が
）
つ
き
せ
ぬ
御
な
み
だ
に
む
せ
び
、
な
が
め
く
ら
し
給

ふ
お
り
し
も
、
（男
君
か
ら
の
手
紙
を
）
御
ら
ん
ぜ
さ
す
れ
ば
、
創
四

瓢
劇
則
鞘
冽
割
洲
明
朝
刷
¶
劇
Ч
ｑ
Л
測
渕
冽
刻
劇
引
劇
、
剣

側
到
Ⅶ
到
釧
矧
Ⅶ
劃
Ⅷ
到
Ⅶ
劃
洲
割
、
（女
房
た
ち
が
）
と
か
く
す
ゝ

め
申
せ
ば
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
四
・
四
九
七
頁
）

②

（乙
姫
君
の
）
御
心
に
は
、
「
こ
の

（＝
故
老
関
白
死
去
の
）
御
な
ご

り
の
、
と
を
く
へ
だ

ゝ
り
す
ぎ
な
ば
、
わ
が
こ

ゝ
ろ
の
あ
さ
く
お

も
ひ
な
る
や
う
も
あ
ら
ん
。
身
を
か
へ
て
も
、
あ
た
り
を
さ
ら
じ

と
お
も

へ
ば
、
（男
君
が
）
そ
の
か
み
の
な
ご
り
わ
す
れ
給
は
ず
は
、

こ
の
御
は
て
の
程
ば
か
り
は
」
と
お
ぼ
し
て
、
引

つ―
―ゝ
例
劃
＝
明

ヽ

〃

「倒
引
、
‥
…
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
四
・
五
〇
八
頁
）

こ
れ
ら
二
例
は
、
い
ず
れ
も
老
関
自
の
死
後
、
登
場
人
物

（乙
姫
君
）
が

彼
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
一
例
目
は
、
老
関
白
の

死
後
、
初
め
て
男
君
が
乙
姫
君
の
も
と
に
手
紙
を
贈
っ
た
場
面
。
こ
こ

で
は
、
乙
姫
君
が
男
君
の
手
紙
を
手
に
し
た
瞬
間
、
老
関
自
の
亡
き
影

（傍
線
部
）
を
思
い
だ
し
、
そ
ら
お
そ
ろ
し
く
感
じ
て
男
君
へ
の
返
事
を

た
め
ら
つ
て
し
ま
う
さ
ま

含
一重
傍
線
部
）
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
二

例
目
は
、
男
君
が
乙
姫
君
に
対
面
を
迫
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も

一
例
目
と
同
様
、
乙
姫
君
に
よ
っ
て
故
老
関
白
が
想
起
さ
れ

（傍
線

部
）、
男
君
へ
の
返
事
が
憚
ら
れ
て
い
る
さ
ま

（二
重
傍
線
部
）
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
二
例
は
、
即
ち
老
関
自
の
存
在
が

死
後
も
な
お
乙
姫
君
の
心
を
呪
縛
し
続
け
、
男
君
と
の
交
流
に
障
害
を
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生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
障
害
と
し
て
の

老
関
自
の
機
能
は
、
次
の
用
例
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。

③
十
二
月
十
日
頃
、
雪
い
み
じ
く
ふ
り
つ
み
た
る
に
、
・…
‥
め
の
ま

へ
の
あ
は
れ
、
つ
ね
よ
り
も
た
ぐ
ひ
な
き
に
、
（乙
姫
君
は
）
司
洲

ｕ
引
馴
明
日
「
∃
９
廻
引
＝
「
「
州
ｑ
り
到
劃
引
劃
『
ｕ
ｕ
引
剌

刈
、
ゆ
め
の
心
地
す
る
に
、
日
も
は
や
く
れ
ゆ
く
ま

ゝ
に
、
ｑ
劉

劃
引
測
州
割
コ
調
悧
列
劉
割
И
劉
Ч
Ｊ
劉
Ч
硼
咽
利
樹
国
引
ｄ
と

の
ゝ
う
ち
は
い
ふ
に
お
よ
ば
ず
、
よ
の
さ
わ
ぎ
な
り
。

（巻
五
・
五
三
九
～
四
〇
頁
）

こ
れ
は
、
十
二
月
十
日
頃
の
雪
の
夜
、
数
々
の
苦
難
の
末
よ
う
や
く
結

ば
れ
た
男
君
と
乙
姫
君
の
二
人
が
、
歌
を
交
わ
す
場
面
で
あ
る
。
現
在

の
〈
幸
福
〉
を
実
感
す
る
乙
姫
君
は
、
ま
た
し
て
も
故
老
関
白
を
思
い

だ
し

（傍
線
部
）、
今
度
は
重
態
に
陥
っ
て
し
ま
う

含
一重
傍
線
部
）。
こ

れ
は
、
後
に
物
の
怪
と
し
て
現
れ
た
故
老
関
自
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
彼
の
両
主
人
公
に
対
す
る
嫉
妬
故
の
仕
業
で
あ
っ
た

（巻
五
・

五
四
二
頁
）。

た
だ
し
、
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
老
関
白
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た

最
終
場
面
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
障
害
と
し

て
あ
る
老
関
自
の
問
題
は
、
最
終
場
面
以
前
に
お
い
て
既
に
解
決
さ
れ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
触
れ
た
老
関
白

が
物
の
怪
と
な
っ
て
現
れ
る
場
面
で
は
、
す
ぐ
さ
ま
法
性
寺
僧
正
に

よ
っ
て
、
そ
の
物
の
怪
が
鎮
め
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
（巻
五
・

五
四
一
一頁
）。
ま
た
別
の
場
面
で
は
、

④

（男
君
は
乙
姫
君
に
対
す
る
）
か
ぎ
り
な
き
御
心
ざ
し
の
ま
さ
る
に

つ
け
て
も
、
（故
老
関
自
の
）
御
も
の
ゝ
け
の
い
み
じ
か
り
し
事
の

給
い
で

ヽ
、
さ
は
な
き
あ
と
と
て
も
、
つヽ
ち
と
け
お
も
ふ
べ
く
も

あ
ら
ぬ
事
か
な
と
、
わ
づ
ら
は
し
く
お
ぼ
す
。
さ
ば
か
り
の
御
ひ

ま
な
さ
に
そ
へ
て
、
洲
剣
釧
酬
到
酬
洲
割
到
到
到
到
嘲
到
馴
洲
刺

酬
酬
到
釧
剣
Ⅶ
酬
酬
洲
剰
硼
剣
馴
Ⅶ
馴
。
　
　
　
　
（巻
五
・
五
四
九
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
両
主
人
公
に
よ
っ
て
老
関
自
の
物
の
怪
の
こ
と
が
話

題
に
出
さ
れ
た
後
、
一
一重
傍
線
部
、
彼
ら
に
ょ
っ
て
故
老
関
自
の
霊
が

弔
わ
れ
て
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
も
い
る
。
加
え
て
い
え
ば
、
右
の
④

以
降
、
老
関
自
の
物
の
怪
が
描
か
れ
る
こ
と
も
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て

意
識
さ
れ
る
と
い
う
場
面
も
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

も
、
老
関
自
の
問
題
が
④
の
時
点
で
完
全
に
終
結
し
た
も
の
と
し
て
処

理
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。

以
上
、
老
関
白
と
い
う
存
在
が
、
生
前
は
勿
論
の
こ
と
、
死
後
も
な

お
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就
に
お
け
る
障
害
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
事
実
が
最
終
場
面
に
仕
組
ま

れ
た
問
題

（両
主
人
公
の
〈幸
福
〉
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
存
在
と
は
何
か
）
と

直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
、
確
実
に
私
た
ち
を
問
題
解
決
へ
と
導
く

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
く
べ
き
は
、
老
関
白
が

障
害
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
か
つ
て
乙
姫
君
の
夫
で

み
つ。
た。
人．
物．
が
障
害
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

２
つ

。
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四

〈
幸
福
〉
を
阻
止
す
る
存
在
と
し
て
の
大
君

老
関
白
は
、
乙
姫
君
の
夫
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
、
死

後
も
な
お
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就
を
阻
む
存
在
と
し
て
描
き
続
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
必
然
的
に
次
の
よ
う
な
疑
間
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
―
―
両
主
人
公
の
う
ち
、
他
の
人
物
と
結
婚
し

て
い
た
の
は
、
乙
姫
君
だ
け
で
な
か
っ
た
は
ず
で
は
な
い
か
。
―
―
実

は
、
こ
れ
こ
そ
が
、
最
終
場
面
に
仕
組
ま
れ
た
問
題
に
対
す
る
答
え
に

な
る
。
両
主
人
公
の
〈
幸
福
〉
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
存
在
と
は
、
男
君

い
に
動
規
隷
喘
け
れ
」
型
『
雅
結
婚
し
て
い
た
唯

一
の
女
性
、
乙
姫
君

こ
の
結
論
に
は
、
様
々
な
反
論
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
生
前
の
大
君
が
、

両
主
人
公
の
恋
愛
成
就
を
阻
む
大
き
な
障
害
と
し
て
あ
つ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
も
の
の
、
死
後
の
彼
女
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た

機
能
を
担
う
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
大
君
は
死
後
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
あ
つ
て

も
、
先
の
老
関
自
の
時
の
よ
う
な

「お
そ
ろ
し
」
と
い
っ
た
感
情
を
伴

鶴
薦

靴

枚
『

鏡

舞

と る
い
製

』
隷

鱈

好

曜

畷

り
も
最
終
場
面
に
は
、
大
君
の
存
在
そ
の
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
な
ら
な
い
こ
と
が

一
つ

だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
終
場
面
に
は
、
大
君
の
〈
身
代
わ
り
〉
と
も

い
う
べ
き
人
物
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人

物
と
は
、
大
君
と
男
君
と
の
間
に
生
ま
れ
た
若
君
で
あ
る
。

男
君
と
大
君
の
間
に
生
ま
れ
た
若
君
は
、
物
語
で
は

「か
た
み
の
若

君
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
「か
た
み
」
と
い
う
言
葉
は
、
「亡
き
大
君
の

形
見
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
名
称
か
ら
も
若
君
が
彼
女
の
影
を

引
き
継
い
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
大
君
と
形
見
若
君
の
関

係
性
は
、
名
称
の
レ
ベ
ル
だ
け
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
形
見
若
君

の
容
姿
に
関
す
る
初
出
例
、
五
十
の
祝
い
の
た
め
に
彼
が
老
関
白
邸
に

移
さ
れ
る
と
い
う
場
面
に
は
、

か
た
み
の
わ
か
君
の
御
い
か
は
、
（大
君
死
去
の
）
四
十
九
日
の

う
ち
に
あ
た
り
た
る
を
、
（乙
姫
君
ヽ
い
か
で
か
は
御
い
み
の
う
ち

に
は
」
と
て
、
そ
の
よ
う
ゐ
ど
も
あ
り
て
、
と
の
ヽ
北
御
か
た

（＝

乙
姫
君
）
よ
り
む
か
へ
き
こ
え
給
ふ
を
、
大
将
ど
の
（＝
男
君
）
は
、

「お
ぼ
し
よ
る
べ
く
も
な
き
事
を
」
と
か
し
こ
ま
り
き
こ
え
給
て
、

（老
関
白
邸
に
）
わ
た
し
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。
御
め
の
と
ふ
た
り
御

く
る
ま
み
つ
ば
か
り
に
て
む
か
へ
た
て
ま
つ
り
て
見
給
ふ
に
式
И

刷
劉
∃
倒
Ｊ
渕
制
「
¶
劇
瀾
劉
コ
卿
剛
引
副
ｑ
Ⅶ
倒
割
到
口
樹
利

り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
三
・
四
七
五
頁
）

と
あ
り
、
形
見
若
君
が
、
容
姿
に
お
い
て
も
故
大
君
の
影
を
強
く
引
き

継
ぐ
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

形
見
若
君
を
出
産
後
、
ま
も
な
く
物
語
上
か
ら
姿
を
消
す
大
君
。
し

か
し
、
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就
を
阻
む
存
在
と
し
て
あ
る
大
君
は
、
死

後
、
そ
の
若
君
へ
と
形
を
変
え
て
、
両
主
人
公
の
前
に
あ
り
続
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
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五
　
大
君
の

〈
身
代
わ
り
〉
と
し
て
の
形
見
若
君

形
見
若
君
は
、
前
節
で
触
れ
た
五
十
の
祝
い
の
場
面
以
降
、
し
ば
ら

く
の
間
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
仮
に
言
及
さ
れ
た

と
し
て
も
、

・
大
将
殿

（＝
男
君
）
は
、
あ
け
暮
御
き
や
う
ほ
と
け
の
御
い
と
な
み

に
こ
そ
ま
ぎ
れ
給
し
に
、
い
と
け
な
き
わ
か
君

（＝
形
見
若
君
）
ば

か
り
を

需
天
君
の
）
か
た
み
に
て
、
つ
く
か
ヽ
と
お
ぼ
し
つ
ゞ
く

る
に
、
…
…
か
た
み
の
わ
か
君
を
ば
、
（男
君
邸
の
）
に
し
の
た
ゐ

に
す

へ
た
て
ま

つ
り

つ
ヽ
、
な
に
の
は
ゞ
か
り
な
く
す
ぐ
し
給

ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
三

・
四
七
六
頁
）

人
男
君
と
と
も
に
広
沢
に
）
か
た
み
の
わ
か
ぎ
み
お
わ
す
れ
ば
、
（入
道

は
）
さ
り
と
も

（故
大
君
の
）
な
ご
り
な
く
は
よ
も
と
、
お
ぼ
す
も

し
る
く
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
三

・
四
八
四
頁
）

・
十
日
ば
か
り
ひ
き
さ
が
り
て
、
か
た
み
の
わ
か
君
わ
た
り
給

へ
る

を
ば
、
（男
君
邸
の
）
に
し
の
た
ゐ
に
ぞ
す

へ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。

（巻
四
・
四
九
七
～
八
頁
）

と
い
っ
た
類
の
叙
述
に
留
ま
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
が
両
主

人
公
の
恋
愛
成
就

夫
幸
福
〉
の
結
末

へ
と

一
気
に
突
き
進
ま
ん
と
し

始
め
る
巻
五
後
半
部
、
具
体
的
に
い
え
ば
男
君
が
乙
姫
君
を
自
分
の
屋

敷
に
引
き
取
る
場
面

（巻
五
・
墓

一δ
頁
）
に
至
る
と
、
そ
れ
ま
で
全
く

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
形
見
若
君
が
、
突

然
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
れ
ら
形
見
若
君
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
叙
述
が
、
彼
に
見
ら
れ

る
、
あ
る
異
常
な
ま
で
の
行
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
よ
う
。

【
一
】
か
た
み
の
わ
か
君
、
（乙
姫
君
が
宮
中
か
ら
男
君
邸
に
退
出
し
た
）

き
の
ふ
は
い
み
給
べ
き
日
な
り
け
れ
ば
、
け
ふ

（男
君
と
乙
姫
君
の

も
と
に
）
わ
た
り
給

へ
り
。
よ
つ
ば
か
り
に
て
、
御
か
た
ち
あ
り

さ
ま
け
だ
か
く
き
よ
げ
な
る
を
、
（乙
姫
君
は
か
つ
て
）
は

ゝ
君

（＝

故
大
君
）
の
、
「と
ま
る
人
あ
ら
ば
、
人
に
ゆ
づ
ら
ず
、
お
も

へ
」

と
の
給
ひ
し
事
お
ぼ
し
い
で

ヽ
、
あ
は
れ
に
て
涙
お
ち
給
ふ
。
（形

見
若
君
の
）
も
の
い
ひ
は
い
と
う

つ
く
し
く
お
よ
す
け
、
さ
が
な
く

て
し
ら
ぬ
人
と
も
お
も
は
ず
、
州
利
明
【
Ｊ
到
引
列
湖
到
「
の
剣

劇
ｄ
＝
洲
剰
州
翻
釧
コ
Ⅵ
馴
利
利
Ы
ｌ
謝
劇
刑
＝
ョ
劇
劃
リ

（巻
五
・
五
三
三
頁
）

こ
れ
は
、
乙
姫
君
が
男
君
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
翌
日
の
場
面
。
形
見
若

君
は
物
忌
み
の
た
め
、
一
日
遅
れ
て
両
主
人
公
の
も
と
を
訪
れ
る
。
彼

の

「け
だ
か
く
き
よ
げ
」
な
姿
を
前
に
、
乙
姫
君
は
故
大
君
の
遺
言
を

思
い
出
し
涙
を
流
す
。
未
だ
幼
い
形
見
若
君
は
両
主
人
公
の
間
に
入

り
、
そ
し
て

「
な
れ
む
つ
む
」
。

稿
者
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、
形
見
若
君
の
異
常
な
行
動
と
は
、
傍
線

部

「
ふ
た
り
の
御
中
に
い
り
て
な
れ
む
つ
れ
給
ふ
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

一
見
、
こ
の
彼
の
行
動
は
、
単
な
る
子
供
故
の
無
邪
気
さ
を
示
す

も
の
と
し
て
の
み
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
乙
姫
君
に

は
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間
違

い
な
い
だ
ろ



う
。
し
か
し
、
以
下
の
用
例
を

一
つ
ず
つ
辿
っ
て
い
く
と
、
こ
う
し
た

彼
の
行
動
が
、
い
さ
さ
か
常
軌
を
逸
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
。

【
二
】
な
い
し
の
か
み

（＝
故
老
関
白
長
女
）
の

（出
産
の
た
め
故
老
関

白
邸
に
）
ま
か
で
給
へ
る
を
、
め
づ
ら
し
く
お
ぼ
え
給
て
、
み
な

さ
し
っ
ど
ひ
、
御
物
が
た
り
な
ど
つ
き
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
洲
利０

（巻
五
・
五
三
九
頁
）

【
三
】
と
の

（＝
男
君
）
は
、
此
た
び
の
姫
君

（＝
男
君
＋
乙
姫
君
第
二

子
）
、
御
ふ
と
こ
ろ
を
は
な
ち
給
は
ず
、
い
と
か
な
し
く
し
給
ふ
。

う

へ
（＝
乙
姫
君
）
も
物
の
つ
ヽ
ま
し
さ
、
す
こ
し
お
ぼ
し
の
ど
め

て
、
は
れ
か
ヽ
し
く
お
き
ふ
し
給
ふ
に
、
か
た
み
の
わ
か
君
父
こ

劃
引
ｇ
ｄ
囲
旧
旧
旧
明
聾
引
渕
刺
穏
『

い
と
あ
は
れ
に
て
、
中

ノ
ヽ
我
が
御
こ
よ
り
も
か
な
し
く
し
給
へ
ば
、
（形
見
若
君
の
）
め

の
と
な
ど
も
あ
り
が
た
き
事
に
お
も
へ
り
。

（巻
五
・
五
四
六
頁
）

【四
】
測
酬
劇
Ч
洲
潤
川
洲
渕
鮒
劃
司
ゴ
瀾
刷
到
剰
剤
刊
洲
刑
劇
＝
馴
劉
到
利

斜
翻
剰
矧
州
劉
「
制
劇
Ш
馴
「
悧
馴
割
劉
∃
到
到
Ｊ
劉
到
洲
渕
コ
創
到
利

斜
周
引
劉
劉
Ы
刊
劇
翻
劇
綱
劇
明
日
Ｊ
淵
刊
劃
倒
列
ｏヽ
つ
へ
（＝
乙
姫
君
は
）

う
ち
ゑ
み
給
て
、「し
ば
し
、
こ
の
国
困
園
国
□
τ
こ
し
ら
へ
侍
ら

ん
」
と
て
、
み
や
を
ば
、
さ
へ
も
ん
の
か
み
の
北
の
か
た

（＝
故

老
関
白
三
女
）
い
だ
き
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。
　

（巻
五
・
五
四
八
頁
）

【
二
】
冒
〓
傍
線
部
で
は
、
乙
姫
君
か
ら
離
れ
ま
い
と
す
る
形
見
若
君

の
行
動
が

「あ
や
に
く
な
り
」
と
い
う
言
葉
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
【
四
】
で
は
、
そ
う
い
つ
た
行
動

を
と
る
彼
が

「さ
が
な
も
の
」
と
ま
で
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
も
、
彼
の
行
動
が
、
あ
る
種
異
常
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

何
度
も
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
形
見
若
君
の
異
常
な
ま
で
の
行
動
。

し
か
も
、
そ
れ
が
物
語
が
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就

人
幸
福
〉
の
結
末
ヘ

と

一
気
に
突
き
進
ま
ん
と
し
始
め
る
巻
五
後
半
部
に
お
い
て
、
突
然
言

及
さ
れ
始
め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
も
は
や
彼
の
行
動
が

何
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
か
、
そ
の
答
え
は
明
白
で
あ
る
。

―
―
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就

人
幸
福
〉
の
阻
止
―
―
こ
の
事
実
は
、
次

に
示
す
用
例
に
よ
つ
て
、
よ
り
確
実
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
ろ

「ヽノ。【五
∵
え
さ
ら
ぬ
事
に
て
、
（男
君
が
Ｙ
つ
ち
な
ど
へ
ま
い
り
給
ぬ
る
ひ

ま
に
は
、
力、‐
川
冽
洲
劃
∃
劉
到
劉
倒
却
釧
∃
「
呵
司
剣
河
劇
国
ｕ

け
に
、
と
も
す
れ
ば
、
御
ぞ
ひ
き
あ
け
て
ふ
し
ま
つ
は
れ
給
ふ
を
、

（乙
姫
君
は
）
い
と
あ
は
れ
に
か
な
し
く
お
ぼ

↑
ι

給
ふ
。
（形
見

若
君
は
）洲
Ⅶ
矧
釧
到
釧
洲
潮
翻
Ⅶ
劃
釧
馴
到
釧
Ⅶ
矧
Ⅶ
洲
釧
馴
Ⅶ
釧
到
到

則
硼
淵
渕
馴
到
Ⅶ
剣
酬
劉
到
Ⅶ
洲
馴
到
洲
酬
洲
Ⅶ
酬
到
劃
馴
劇
剰
割
Ⅶ
引
Ⅶ

到
洲
馴
劇
洲
矧
到
酬
劃
劃
馴
剰
劃

い
と
あ
は
れ
也
。

（巻
五
・
五
三
六
～
七
頁
）

男
君
が
宮
中
に
参
上
し

「ひ
ま
」
が
で
き
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
乙
姫
君
に

近
づ
き
、
傍
線
部

「と
も
す
れ
ば

（乙
姫
君
の
）
御
ぞ
ひ
き
あ
け
て
ふ
し

ま
つ
は
れ
」
る
と
い
っ
た
、
あ
た
か
も
男
女
の
情
交
を
思
わ
せ
る
よ
う
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な
行
動
を
と
る
形
見
若
君
。
こ
の
彼
の
行
動
は
、
二
重
傍
線
部
、
乙
姫

君
の

「御
あ
た
り
」
に
は
、
自
分
以
外
誰
も
よ
せ
つ
け
ま
い
と
す
る
意

識
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
形
見
若
君
の
行
動
と

は
、
表
面
的
に
は
叔
母
乙
姫
君
に
対
す
る

「子
供
故
の
無
邪
気
さ
」
と

し
て
描
か
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
内
実
は
、
乙
姫
君
の
も
と
に
誰

一
人
た

り
と
も
寄
せ
つ
け
な
い
、
ひ
い
て
は
乙
姫
君
か
ら
男
君
を
引
き
離
し
、

彼
女
を
独
占
せ
ん
と
す
る
欲
望
を
潜
在
的
に
有
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

エハ
　
形
見
若
君
の
欲
望
の
顕
在
化

乙
姫
君
か
ら
男
君
を
引
き
離
し
、
彼
女
を
独
占
せ
ん
と
す
る
形
見
若

君
の
潜
在
的
な
欲
望
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
彼
の
欲
望
が

完
全
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
形
見
若
君
が
、
そ
う

し
た
欲
望
を
有
す
る
存
在
と
し
て
あ
っ
た
に
せ
よ
、
物
語
の
範
囲
内
に

お
い
て
両
主
人
公
の
関
係
が
引
き
裂
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま

た
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
得
る
場
面

・
叙
述
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
の
欲
望
は
、
確
実
に
顕
在
化
し
始
め
て
い
る
。
事
実
、

物
語
は
、
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就

・
〈
幸
福
〉
の
大
団
円
を
描
き
つ
つ

も
、
同
時
に
形
見
若
君
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
〈
幸
福
〉
が
阻

止
さ
れ
つ
つ
あ
る
さ
ま
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
さ
ま
が

最
も
顕
著
に
窺
え
る
の
が
、
本
稿
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
改
作
本

「寝

覚
」
の
最
終
場
面
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
も
う

一
度
、
最
終
場
面
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
最
終

場
面
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
登
場
人
物
は
、
合
計
六
人
。
順
番
に
挙
げ

て
い
く
と
、
１
石
山
姫
君
、
２
乙
姫
君
、
３
小
姫
君
、
４
若
君
、
５
侍

従
君

（形
見
若
君
）、
６
男
君
と
い
う
こ
と
に
な
る

（左
図
参
昭
じ
。

◆
最
終
場
面
関
係
図

橘

嗜

ビ

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
場
面
の
問
題
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、

本
来
な
ら
ば
こ
の
場
面
に
描
か
れ
る
べ
き
存
在
が
描
か
れ
て
い
な
い

点
。
も
う

一
つ
は
、
逆
に
、
本
来
な
ら
ば
描
か
れ
る
は
ず
の
な
い
存
在

が
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
本
来
な
ら
ば
描

か
れ
る
べ
き
存
在
と
は
、
両
主
人
公
の
第
二
子
真
砂
君

全
二
位
中
将
）
で

あ
り
、
一
方
、
描
か
れ
る
は
ず
の
な
い
存
在
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で

考
察
し
て
き
た
形
見
若
君

（侍
従
君
）
に
な
る
。

こ
の
物
語
に
は
、
あ
る
法
則
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
。

そ
の
法
則
性
と
は
、
”
両
主
人
公
の
〈
幸
福
〉
な
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
場

面
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
両
主
人
公
と
そ
の
二
人
の
間
に
生

「
ａ
鳳割
―
「
ｒ
□
「
（「
自
動
，
∃

三
位
中
将

（真
砂
君
）
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ま
れ
た
子
供
た
ち
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
子
供

（形
見
若
君
）
は
、
同
じ
場
所
に
あ
り
な
が
ら
も
、
他
の
人
物
達
と
は

一

線
を
画
す
る
存
在
と
し
て
無
視
さ
れ
る
“
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

Ａ
ｌ
と
の

（＝
男
君
）、
２
き
た
の
か
た

（＝
乙
姫
君
）
な
ら
び
給
た
る

を
み
た
て
ま
つ
る
に
も
、
こ
と
の
（＝
故
老
関
白
）
ヽ
御
も
て
な
し

は
、
た
と
し

（
Ｃ

な
く
あ
り
が
た
か
り
し
か
ど
、
と
の
ヽ
御
と

し
た
け
給
た
り
し
ば
か
り
は
、
か
た
な
り
し
に
、
こ
れ
は
、
月
日

の
ひ
か
り
を
な
ら
べ
て
み
る
こ
ゝ
ち
す
る
に
、
えヽ
も
い
は
ず
う
つ

く
し
き
３
姫
君

（＝
石
山
姫
君
）、
４
四
ゐ
の
せ
う
し
や
う
ど
の
（＝

真
砂
君
）
刻
日
も
て
な
し
か
し
づ
き
給
ふ
、
湖
ｄ
刑
「
Л
コ
劇
¶
ｑ

川
洲
列
期
刊
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
五
・
五
三
四
頁
）

こ
れ
は
、
乙
姫
君
が
宮
中
か
ら
男
君
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
翌
日
の
場

面
。
傍
線
部

「め
で
た
し
と
も
い
は
ん
か
た
な
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
こ
の
場
面
が
両
主
人
公
の
〈
幸
福
〉
な
る
さ
ま
を
描
く
も
の
と
し

て
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

合
計
四
人
。
１
男
君
、
２
乙
姫
君
、
３
石
山
姫
君
、
４
真
砂
君
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
４

「
四
ゐ
の
せ
う
し
や
う
ど
の
」
に
続
く
、
二
重
傍

線
部

「な
ど
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の

「な
ど
」
と
い
う

言
葉
が
問
題
に
な
る
か
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
叙
述
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

洲
到
釧
剰
劃
Ⅶ
馴
馴
ズ
乙
姫
君
が
宮
中
か
ら
男
君
邸
に
退
出
し
た
）き
の

ふ
は
い
み
給
ふ
べ
き
日
な
り
け
れ
ば
、
け
ふ
（両
主
人
公
の
も
と
に
）

わ
た
り
給
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
五
・
≡
三
二
頁
）

つ
ま
り
、
両
主
人
公
と
そ
の
子
供
た
ち
が
集
ま

っ
て
い
る
こ
の
場
に

は
、
形
見
若
君
も
同
席
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
形
見
若
君
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ

「な
ど
」

と
い
う
言
葉
で
処
理
さ
れ
て
し
ま
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
用
例
は
、
十
二
月
十
日
頃
、
雪
山
を
眺
め
な
が
ら
語
り
合
う
両

主
人
公
の
姿
が
描
か
れ
る
場
面
。

Ｂ
十
二
月
十
日
頃
、
雪
い
み
じ
く
ふ
り
つ
み
た
る
に
、
１
姫
君

（＝

石
山
姫
君
）
の
御
方
に
は
、
２
四
ゐ
の
少
将

（＝
真
砂
君
）
洲
到
ま

い
り
給
て
、
ゆ
き
山
つ
く
ら
せ
て
、
ね
う
ば
う
な
ど
あ
そ
び
け
る

を
御
覧
じ
て
、
３
ふ
た
と
こ
ろ

（男
君
・
乙
姫
君
）
な
が
め
い
だ
し

て
お
は
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
五
・
五
三
九
頁
）

こ
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
１
石
山
姫
君
、
２
真
砂
君
、
３
「
ふ

た
と
こ
ろ
」
（男
君
・
乙
姫
君
）
の
合
計
四
人
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
形
見

若
君
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
乙
姫
君
か
ら
離
れ
よ
う
と
し

な
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
は
ず
の
形
見
若
君
が
、
な
ぜ
、
こ
の

場
面
に
描
か
れ
て
い
な
い
の
か
は
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、
」ヽ
の
場
面
で
も
、
彼
は
二
重
傍
線
部
「な
ど
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
処
理
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
は
、
石
山
姫
君
の
裳
儀
の
記
事
に
続
く
、
八
月
十
五
夜
の
合
奏
の

場
面
で
あ
る
。

Ｃ

（八
月
）
十
五
夜
の
月
す
み
わ
た
り
て
、
い
と
お
も
し
ろ
き
に
、

…
…
み
す
の
ま
へ
に
て
御
あ
そ
び
あ
り
け
る
つ
ゐ
で
に
、
（男
君

は
）
む
か
し
、
み
や
の
さ
い
し
や
う
の
中
将
の
そ
う
し
た
り
け
る

び
わ
の
ね
の
こ
と
、
き
こ
し
め
し
を
き
た
り
け
れ
ば
、
ゆ
か
し
く
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お
ぼ
し
め
し
て
、
（乙
姫
君
に
）
あ
な
が
ち
に
す

ヽ
め
給

へ
ば
、
は

ぢ
あ
ひ
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
御
事
に
て
、
１
姫
君

（＝
石
山
姫
君
）

に
さ
う
の
こ
と
、
２
う
へ

（＝
乙
姫
君
）
に
び
わ
、
３
ち
う
ぐ
う
の

御
ま

へ
に
わ
ご
ん
ま
い
り
て
、
４
四
ゐ
の
せ
う
し
や
う

（＝
真
砂

君
）、
い
ま
は
三
位
中
将
に
て
、
よ
こ
ぶ
え
を
ふ
き
給
ふ
。
５
た
い

ふ

（＝
宮
大
夫
）
さ
う
の
ふ
え
、
５
と
の

（＝
男
君
）
ひ
や
う
し
う

ち
給
て
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
五
・
五
五
一
上

一頁
）

こ
の
合
奏
に
参
加
し
て
い
る
の
は
、
１
石
山
姫
君
、
２
乙
姫
君
、
３
中

宮
、
４
真
砂
君
、
５
宮
大
夫
、
６
男
君
の
計
六
人
。
こ
の
合
奏
に
関
し

て
も
中
心
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
両
主
人
公
と
彼
ら
の
子
供
達
で
あ

り
、
形
見
若
君
は
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ

の
合
奏
に
は
３
中
宮
だ
け
で
な
く
、
５
宮
大
夫
ま
で
も
が
参
加
し
て
い

る
と
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
形
見
若
君
は
そ
の
名
前
さ
え
も
示
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
乙
姫
君
が
四
人
目
の
子
供
を
妊
娠
し
、
そ
の
安
産
祈
願
の

た
め
に
石
山
詣
で
を
す
る
場
面
で
は
、

Ｄ
十
月
な
か
の
十
日
の
ほ
ど
に
、
か
ん
だ
ち
め
、
て
ん
上
人
な
ど
あ

ま
た
１

（男
君
と
乙
姫
君
の
）
御
と
も
に
ま
い
り
給
ふ
。
め
づ
ら
か

に
あ
り
が
た
き
見
も
の
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
２
三
位
の
中
将
ど
の

（＝
真
砂
君
）、
か
ぎ
り
な
く
か
し
づ
き
た
て
ら
れ
て
、
ひ
か
り
さ
し

そ
ふ
こ

ゝ
ち
し
け
り
。
３
こ
わ
か
君

（＝
第
三
子
）
は
、
と
の

（＝

男
君
）

ヽ
御
車
に
た
て
ま
つ
ら
せ
給

へ
り
。

（巻
五

・
五
墓
二
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
１
男
君
と
乙
姫
君
の
石
山
詣
で
に
、
２
真
砂
君
、
３

両
主
人
公
の
第
三
子
小
若
君
が
伴
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
形
見
若
君
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
は
、
”両
主
人
公
の
〈
幸
福
〉
な
る
さ

ま
が
描
か
れ
る
場
面
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
両
主
人
公
と
そ

の
子
供
達
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
形
見
若
君
だ
け
は
絶
対
に
描
か

れ
な
い
“
と
い
う
法
則
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
少

な
く
と
も
、
形
見
若
君
が
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就

人
幸
福
〉
の
大
団
円

と
は
関
わ
ら
な
い
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間

違
い
な
い
だ
ろ
資
に
し
か
し
ヽ
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
最
終
場
面
に
は
、

異
分
子
と
し
て
あ
る
は
ず
の
形
見
若
君
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

彼
が
、
本
来
な
ら
ば
描
か
れ
る
べ
き
両
主
人
公
の
子
息

（真
砂
君
）
と
入

れ
替
わ
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
最
終
場
面
に
形
見
若

君
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
と
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

従
来
よ
り
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就

。
〈
幸
福
〉
の
大
団
円
を
描
く
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
改
作
本

『寝
覚
』
の
最
終
場
面
。
し
か
し
、

そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
完
壁
な
る

〈
幸
福
〉
で
は
な
い
。
最
終

場
面
と
は
、
両
主
人
公
の
恋
愛
成
就

人
幸
福
〉
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
形

見
若
君
が
、
両
主
人
公
を
中
心
と
す
る
輸
の
中
に
何
事
も
な
か
っ
た
か

の
よ
う
に
入
り
込
ん
で
い
る
場
面
。
更
に
言
え
ば
、
乙
姫
君
か
ら
男
君

を
引
き
離
し
、
彼
女
を
独
占
せ
ん
と
す
る
形
見
若
君
の
潜
在
的
な
欲
望

が
、
真
砂
君

全
二
位
中
将
）
の
排
除
と
い
う
形
で
顕
在
化
し
始
め
て
い
る



場
面
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
両
主
人
公
の
恋
愛
成

就

人
幸
福
〉
の
大
団
円
が
、
今
ま

（
さ
彙
形
見
若
君
に
よ
つ
て
破
壊
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
さ
ま
な
の
で
あ
る
。

七
　
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
考
察
結
果
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に

は
、
い
く
つ
も
の

《負
》
の
要
素
が
点
在
し
て
い
る
。
男
君
の
先
妻
大

君
の
存
在
、
そ
の
〈
身
代
わ
り
〉
と
し
て
あ
る
形
見
若
君
、
彼
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
真
砂
君
の
排
除
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
物

語
に
お
け
る
最
も
大
き
な

〈負
）
の
要
素
は
、
両
主
人
公
が
、
そ
れ
ら

の
〈負
》
の
要
素
に
全
く
気
付
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

形
見
若
君
が
大
君
の
〈
身
代
わ
り
〉
と
し
て
あ
る
こ
と
は
紛
う
こ
と

な
き
事
実
で
あ
り
、
両
主
人
公
も
そ
の
こ
と
自
体
は
、
十
分
認
識
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
形
見
若
君
が
大
君
の
〈
身
代

わ
り
〉
と
し
て
あ
る
こ
と
の
真
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
。
両
主
人

公
の
恋
愛
成
就

人
幸
福
〉
の
障
害
と
し
て
あ
っ
た
老
関
白
と
大
君

（＝

形
見
若
君
）
の
う
ち
、
大
君

（＝
形
見
若
君
）
の
み
が
最
後
ま
で
あ
り
続

け
て
い
る
理
由
も
、
実
は
そ
こ
に
あ
る
。
乙
姫
君
は
、
求
め
ら
れ
る
が

ま
ま
に
形
見
若
君
を
抱
き
し
め
、
最
終
場
面
に
お
い
て
は
、
彼
を
自
分

た
ち
の
和
の
中
に
暖
か
く
迎
え
入
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
最
終
場

面
ひ
い
て
は
改
作
本

『寝
覚
」
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
《負
》
の
要
素
を
、

よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

果
た
し
て
改
作
本

『寝
覚
』
は

〈
幸
福
〉
の
物
語
で
あ
る
か
。
答
え

は
否
で
あ
る
。
改
作
本

『寝
覚
』
は
、
〈
幸
福
〉
の
物
語
で
も
、
〈
幸
福
〉

の
物
語
と
し
て
作
り
替
え
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
、
原
作
本
と
は
全
く
異
な
る
、
新
た
な

〈
悲
恋
》
の
物
語
な

の
で
あ
る
。

注（１
）
鈴
木
弘
道

『平
安
末
期
物
語
の
研
究
」
（初
音
書
房
　
一
九
六
〇
）

永
井
和
子

『寝
覚
物
語
の
研
究
』
（笠
間
書
院
　
一
九
六
八
）

同

『続
寝
覚
物
語
の
研
究
」
（笠
間
書
院
　
一
九
九
〇
）
等
。

（２
）
松
尾
聡

「よ
は
の
ね
ざ
め
の
物
語
」
「
平
安
時
代
物
語
の
研
究
第

一
部
―

散
逸
物
語
四
十
六
篇
の
形
態
復
元
に
関
す
る
試
論
―
』
東
宝
書
房
　
一
九
五

五
）

（３
）
老
関
自
と
大
君
の
二
人
は
、
結
婚
以
後
、
常
に
両
主
人
公
の
関
係
に
苦
し

み
続
け
、
ま
た
物
語
半
ば
で
死
去
す
る
と
い
う
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。
し

か
も
、
改
作
本
が
、
原
作
本
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
は
ず
の
男
君
と
朱
雀

院
女

一
宮
の
結
婚
を
不
成
立
な
も
の
へ
と
変
更
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、
老
関
白
と
大
君
の
対
関
係
は
、
ま
す
ま
す
強
固
な
も
の
と
し
て
認

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
４
）
ち
な
み
に
男
君
と
女

一
宮
の
結
婚
が
成
立
し
て
い
る
原
作
本

（新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
）
で
は
、
病
床
中
の
女

一
宮
の
も
と
に

「故
上

（
＝
故
大
君
）

の
御
け
は
ひ
と
お．
は
ゆ．
る。
」
物
の
怪
が
現
れ
て
い
る

（巻
四
・
三
八
二
頁
）。

（５
）
大
君
遺
児
形
見
若
君

（男
）
は
、
原
作
本
で
は

「小
姫
君
」
（女
）
と
し
て

登
場
し
て
い
る
。
原
作
本

（女
）
↓
改
作
本

（男
）
の
改
変
と
そ
の
意
味
に

つ
い
て
は
、
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長
谷
川
和
子

「寝
覚

『小
姫
君
」
考
」
「
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
」
一

一
九
五
六

。
一
）

北
川
大
成

「よ
る
の
ね
ざ
め

（中
村
本
）
―
小
姫
君
に
関
連
し
て
―
」
翁
愛

知
学
芸
大
学
紫
水
会
会
報
」
三
　
一
九
五
六

・
三
）

種
本
節
子

「中
村
本

「夜
寝
覚
物
語
の
改
作
態
度
―
人
物
の
改
変
に
つ
い
て

の
一
考
察
＝
」
「
語
文
」
二

一
　

一
九
五
人

・
一
三
）

等
を
は
じ
め
、
近
年
で
は
、

渡
辺
純
子

「改
作
本

『夜
寝
覚
物
語
』
論
―
源
氏
太
政
大
臣
子
女
の
系
図
改

変
を
め
ぐ
っ
て
―
」
翁
古
代
文
学
研
究
　
第
二
次
」
八
　
一
九
九
九

。
一
〇
）

に
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
論
は
、
す
べ
て

［原
作
本
＝
悲
恋
↓

改
作
本
＝
幸
福
］
の
範
時
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
し
か
し
、

本
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
形
見
若
君
は
、
両
主
人
公
の

〈
幸
福
〉
を
保

証
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
原
作
本

（女
）
↓
改
作

本

（男
）
の
改
変
が
、
両
主
人
公
の

〈
幸
福
〉
の
実
現
と
は
結
び
つ
か
な
い

も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（６
）
乙
姫
君
か
ら
列
利
を
引
き
離
さ
ん
と
す
る
形
見
若
君
の
潜
在
的
欲
望
が
、

な
ぜ
、
他
の
誰
で
も
な
い
、
劇
糊
ョ
「
曾
一位
中
将
）
の
排
除
と
い
う
形
で
顕

在
化
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
」ヽ

の
物
語
に
お
い
て
、
真
砂
君
は
、
男
君
の
影
を
強
く
引
き
継
ぐ
唯

一
の
人
物

と
し
て
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
の
出
生
の
場
面
に
は
、

・
七
月
つ
ゐ
た
ち
ご
ろ
に
、
あ
る
か
な
き
か
に
き
え
い
る
や
う
に
て
、
た

ま
ひ
か
る
や
う
な
る
お
の
こ
ゞ

（＝
真
砂
君
）
、
む
ま
れ
給
ひ
ぬ
。
大
将

ど
の
（＝
老
関
白
）
、
「さ
れ
ば
よ
、
「「
副
刻
刈
州
創
劇
醐
馴
矧
捌
別
刊
人

い
か
に
き

ヽ
お
も
ふ
ら
ん
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
・
四
三
八
頁
）

・
大
将
殿

（＝
老
関
白
）
は
、
こ
う
へ
の
御
は
ら
に
姫
君
三
人
ば
か
り
お

は
じ
け
れ
ば
、
昔
よ
り
お
と
こ
の
お
は
せ
ぬ
を
、
ぐ
ち
を
し
く
お
ぼ
し

た

る

に
、
刻
べ
ｄ
刻
引
劇
冽
洲
剰
川

―――
刻
朝
瀾
「
釧
引

つｌ
ｄ
ｕ
剖
劇
対

な
ご
ん
ど
の

（＝
男
君
）
に
た
が
ひ
給
は
ね
は
、
…
…

（巻
二
・
四
三
九
頁
）

と
あ
り
、
以
後

［男
君
＝
真
砂
君
］
と
い
う
設
定
は
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

真
砂
君

（三
位
中
将
）
は
、
男
君
の
〈
身
代
わ
り
〉
と
し
て
最
終
場
面
か
ら

排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

※
引
用
本
文
は

『鎌
倉
時
代
物
語
集
成
六
」
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
本
文
中
の

（　
）
内
の
注
記
や
傍
線
等
は
全
て
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（な
か
が
わ

。
て
る
ま
さ
　
本
学
大
学
院
研
究
生
）
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