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は
じ
め
に

鎌
倉
・
室
町
期
に
作
ら
れ
た
物
語
群
（
以
下
、
総
称
と
し
て
「
中
世
王

朝
物
語
」
を
用
い
る
）
が
、
圧
倒
的
な
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
下
に
あ

る
こ
と
は
、
既
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
個
々

の
作
品
に
つ
い
て
も
、細
部
に
至
る
ま
で
、『
源
氏
物
語
』か
ら
の
模
倣
・

引
用
箇
所
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
中
世
王
朝
物
語
研
究
に
と
っ
て
、『
源

氏
物
語
』
と
の
関
連
性
を
論
じ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
前
提
に
位
置
す

る
基
本
的
な
作
業
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
世
王
朝
物
語
の
す
べ
て
が
、『
源
氏
物
語
』
の

達
成
を
正
し
く
継
承
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に

は
疑
問
が
差
し
挟
ま
れ
る
。
旧
稿
で
指
摘
し
た
通
り
、『
源
氏
物
語
』

と
中
世
王
朝
物
語
の
間
に
は
、「
隔
絶
」
と
呼
ん
で
よ
い
ほ
ど
の
、
大

き
な
溝
が
あ
る
こ
と
も
た
し
か
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
相
違
点

に
こ
そ
、
中
世
王
朝
物
語
の
本
質
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
相
違
点
を
よ
り
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

『
源
氏
物
語
』
と
中
世
王
朝
物
語
に
共
通
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
ば
に
注

目
し
、
そ
れ
が
実
質
的
に
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
表

現
の
位
相
の
違
い
を
考
察
す
る
。
誰
が
、
何
の
た
め
に
書
い
た
の
か
、

そ
の
存
在
意
義
す
ら
よ
く
わ
か
ら
な
い
中
世
王
朝
物
語
を
、『
源
氏
物

語
』
か
ら
の
距
離
を
は
か
っ
て
表
現
史
の
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
が
、
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、「
わ
ら
ら
か
」・「
寝
く
た
れ
」
と
い
う
、
女
性
美
を

表
す
こ
と
ば
を
取
り
上
げ
、
中
世
王
朝
物
語
の
描
く
女
君
の
あ
り
方
を
、

『
源
氏
物
語
』
と
の
比
較
の
上
で
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
「
わ
ら
ら
か
」
な
女
君

「
わ
ら
ら
か
」
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
用
例
が
な
く
、「
紫
式
部

の
造
語
性
が
強
い
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。『
源

氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
用
例
を
す
べ
て
挙
げ
る
。

Ａ
人
ざ
ま
の
わ
ら
ら
か
に
、
け
近
く
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
い
た
く
ま

め
だ
ち
、
心
し
た
ま
へ
ど
、
な
ほ
を
か
し
く
愛
敬
づ
き
た
る
け
は

ひ
の
み
見
え
た
ま
へ
り
。

（
蛍

一
八
八
頁
）

『
源
氏
物
語
』
と
中
世
王
朝
物
語
の
距
離

│
「
わ
ら
ら
か
」・「
寝
く
た
れ
」
の
表
現
史

│

藤
井

由
紀
子

（
1
）

（
2
）



― 19 ―

Ｂ
酸
漿
な
ど
い
ふ
め
る
や
う
に
ふ
く
ら
か
に
て
、
髪
の
か
か
れ
る

隙
々
う
つ
く
し
う
お
ぼ
ゆ
。
ま
み
の
あ
ま
り
わ
ら
ら
か
な
る
ぞ
、

い
と
し
も
品
高
く
見
え
ざ
り
け
る
。
そ
の
外
は
つ
ゆ
難
つ
く
べ
う

も
あ
ら
ず
。

（
野
分

二
七
〇
頁
）

Ｃ
女
は
、
わ
ら
ら
か
に
に
ぎ
は
は
し
く
も
て
な
し
た
ま
ふ
本
性
も
も

て
隠
し
て
、
い
と
い
た
う
思
ひ
結
ぼ
ほ
れ
、
心
も
て
あ
ら
ぬ
さ
ま

は
し
る
き
こ
と
な
れ
ど
、
…
…

（
真
木
柱

三
四
五
頁
）

Ｄ
大
将
の
、
を
か
し
や
か
に
わ
ら
ら
か
な
る
気
も
な
き
人
に
そ
ひ
ゐ

た
ら
む
に
、
は
か
な
き
戯
れ
言
も
つ
つ
ま
し
う
あ
い
な
く
思
さ
れ

て
、
念
じ
た
ま
ふ
を
、
…
…

（
真
木
柱

三
八
二
頁
）

Ｅ
父
大
臣
は
、
琴
の
緒
も
い
と
緩
に
張
り
て
、
い
た
う
下
し
て
調
べ
、

響
き
多
く
合
は
せ
て
ぞ
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。
こ
れ
は
、
い
と
わ

ら
ら
か
に
上
る
音
の
、
な
つ
か
し
く
愛
敬
づ
き
た
る
を
、
い
と
か

う
し
も
は
聞
こ
え
ざ
り
し
を
、
と
親
王
た
ち
も
驚
き
た
ま
ふ
。

（
若
菜
上

五
三
頁
）

全
五
例
中
四
例
（
Ａ
〜
Ｄ
）
が
玉
鬘
十
帖
に
集
中
し
て
お
り
、
う
ち

三
例
（
Ａ
〜
Ｃ
）
が
玉
鬘
の
性
格
・
容
貌
を
語
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
内
に
お
い
て
も
、
か
な
り
偏
っ
た
使
用

傾
向
の
あ
る
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、「
こ

れ
ま
で
の
六
条
院
の
女
君
で
は
担
い
き
れ
な
い
物
語
を
背
負
う
べ
く
登

場
さ
せ
ら
れ
た
」
玉
鬘
と
い
う
新
ヒ
ロ
イ
ン
の
、
他
の
女
君
と
は
異
な

る
人
物
造
型
に
深
く
寄
与
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
人
柄
や
容
姿
が
、「
は
な
や
か
で
親
し
み
や
す

く
人
を
引
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な
い
魅
力
を
も
ち
、
同
時
に
、
高
貴
さ
、

上
品
さ
に
は
や
や
欠
け
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
端
的
に
表
す
こ
と

ば
と
し
て
定
義
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

玉
鬘
の
人
と
な
り
を
象
徴
し
て
印
象
的
な
、
こ
の
「
わ
ら
ら
か
」
と

い
う
こ
と
ば
は
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
用
例
を

拾
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
今
、
そ
の
す
べ
て
を
挙
げ
て
お
く
。

①
も
て
な
し
あ
り
さ
ま
は
れ
ば
れ
し
く
な
ら
ひ
給
ひ
に
し
か
ば
、
い

と
あ
え
か
に
埋
も
れ
、
い
ぶ
せ
く
は
な
く
、
わ
ら
ら
か
に
を
か
し

く
、
い
と
馴
れ
た
る
心
つ
き
て
、
も
の
を
思
ひ
嘆
き
て
も
、
ひ
と

へ
に
思
ひ
沈
み
て
は
あ
ら
ず
、
泣
く
べ
き
折
は
う
ち
泣
き
、
を
か

し
く
言
ひ
た
は
ぶ
る
る
折
は
う
ち
笑
ひ
、
い
は
ん
方
な
く
憎
か
ら

ず
愛
敬
づ
き
給
へ
る
人
の
、
…
…

（『
と
り
か
へ
ば
や
』
巻
三

一
八
四
頁
）

②
い
と
よ
き
程
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
た
る
人
の
、
い
と
さ
さ
や
か

に
て
、
額
髪
い
み
じ
く
を
か
し
げ
に
か
か
り
て
、
ま
み
の
ほ
ど
わ

ら
ら
か
に
は
さ
み
て
、
口
つ
き
愛
敬
づ
き
、
い
と
見
ま
ほ
し
き
さ

ま
ぞ
し
給
へ
る
。

（『
在
明
の
別
』巻
二

三
八
一
頁
）

③
う
ち
あ
か
み
給
へ
る
御
顔
の
匂
ひ
、
愛
敬
、
ま
み
の
わ
ら
ら
か
に
、

細
く
見
え
た
る
程
も
い
と
憎
か
ら
ず
、
思（
お
も
や
う
カ
）

ふ
や
う
、
額
つ
き
な
ど

ぞ
、
も
の
の
本
た（

マ

マ

）

い
に
く
う
や
、
う
つ
く
し
き
こ
と
と
言
ひ
つ
べ

き
。

（『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻
一

一
九
八
頁
）

④
手
つ
き
、
腕
な
ど
を
か
し
げ
に
、
御
顔
も
ま
み
わ
ら
ら
か
に
愛
敬

づ
き
て
、
髪
の
懸
か
り
は
ら
は
ら
と
涼
し
げ
に
て
、
そ
び
や
か
に

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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見
え
た
る
肩
つ
き
姿
や
う
も
、
す
べ
て
を
か
し
げ
に
、
丈
に
ゆ
る

る
か
に
あ
ま
り
給
へ
る
髪
の
裾
そ
ぎ
め
は
な
や
か
に
て
、
う
つ
く

し
き
人
と
見
え
給
へ
り
。

（『
風
に
つ
れ
な
き
』
下

一
八
一
頁
）

⑤
御
継
子
の
君
だ
ち
に
も
、
我
が
御
齢
の
ほ
ど
に
や
、
憚
り
給
は
ず
。

三
十
七
八
に
て
、
わ
ら
ら
か
に
愛
敬
づ
き
、
は
な
ば
な
と
も
て
は

や
し
、
御
簾
の
内
に
も
入
れ
奉
り
給
ふ
。

（『
海
人
の
刈
藻
』
巻
二

九
〇
頁
）

⑥
御
顔
ふ
く
ら
か
に
愛
敬
づ
き
、
目
見
の
わ
た
り
な
ど
わ
ら
ら
か
な

る
さ
ま
ぞ
し
給
へ
る
。
な
よ
ら
か
に
ら
う
た
き
さ
ま
に
は
見
え
給

は
ず
。

（『
苔
の
衣
』春

二
二
頁
）

こ
れ
ら
の
用
例
を
並
べ
見
る
と
き
、
異
な
る
作
品
の
異
な
る
状
況
を

描
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
表
現
上
、
共
通
す
る
要
素
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
気
づ
く
。そ
れ
は
、「
わ
ら
ら
か
」と
と
も
に「
愛

敬
づ
く
」と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
点
、「
わ
ら
ら
か
」さ
が「
ま

み
」
の
辺
り
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
描
か
れ
る
点
な
ど
で
あ
る

が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
先
に
見
た
『
源
氏
物
語
』
Ａ
・
Ｂ
に
既
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
け

る
「
わ
ら
ら
か
」
は
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
を
源
泉
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
用
例
が
、
等
し
く
『
源
氏
物
語
』
の
直

接
的
な
影
響
下
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
き
れ

な
い
。
こ
こ
に
は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
小
さ
く
は
な
い
ズ
レ
も
確

認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

①
〜
⑥
は
、
す
べ
て
、
女
君
の
性
格
・
容
貌
を
表
す
た
め
に
「
わ
ら

ら
か
」
を
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
男
君
に
対
す
る
も
の
は
一
例
も
な
い
。

具
体
的
な
人
物
名
を
挙
げ
て
お
く
な
ら
ば
、
①
は
女
大
将
、
②
は
中
務

の
宮
の
御
方
（
右
大
臣
の
中
の
君
）、
③
は
宮
の
君
（
故
帥
の
宮
の
姫
君
）、

④
は
内
大
臣
の
大
君
、
⑤
は
按
察
の
上
（
按
察
大
納
言
の
三
人
目
の
北
の

方
）、
⑥
は
式
部
卿
宮
の
姫
君
（
東
院
の
上
の
養
女
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
描

写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
①
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
大
将

を
除
く
と
、
②
〜
⑥
の
女
君
は
、
物
語
世
界
に
お
い
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
と

は
到
底
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
、
端
役
的
な
登
場
人
物
な
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
人
物
造
型
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ス
的
な
側
面
が
か

な
り
強
い
女
君
も
複
数
指
摘
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
②
『
在
明
の
別
』
の
中
務
の
宮
の
御
方
は
、
人
妻
で
あ

り
な
が
ら
三
位
の
中
将
を
通
わ
せ
、
②
の
場
面
で
は
、「
四
十
路
に
も

三
四
ば
か
り
余
り
給
へ
る
」（
三
八
〇
頁
）
と
い
う
年
齢
に
も
関
わ
ら
ず
、

左
大
臣
と
契
り
を
結
び
、
挙
げ
句
、
最
後
に
は
も
の
の
け
と
な
る
女
君

で
あ
る
。
③
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
宮
の
君
も
ま
た
、
大
将
・
二
位
の

中
将
と
い
う
二
人
の
男
君
と
契
り
、
自
ら
進
ん
で
大
将
の
妻
で
あ
る
一

品
の
宮
に
仕
え
、
後
に
は
、
白
河
院
か
ら
寵
愛
を
受
け
る
女
君
で
あ
る

が
、
そ
の
性
格
は
、「
埋
も
れ
果
て
に
し
古
宮
腹
の
御
様
に
は
違
ひ
給

ひ
つ
れ
ば
こ
そ
」（
一
九
五
頁
）・「
お
も
な
き
御
心
」（
一
九
六
頁
）
な
ど

と
語
ら
れ
、
奥
ゆ
か
し
さ
に
欠
け
る
女
性
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

⑤
『
海
人
の
刈
藻
』
の
按
察
の
上
は
、
決
し
て
人
柄
が
悪
い
わ
け
で
は

な
い
も
の
の
、
理
想
的
で
あ
っ
た
先
の
北
の
方
に
比
べ
、「
少
し
腹
立

（
6
）
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た
し
く
、
高
や
か
に
も
の
う
ち
言
ひ
た
る
」（
九
〇
頁
）
と
こ
ろ
が
欠
点

と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
連
れ
子
で
あ
る
姫
君
と
、
継
子
の
宰
相
の
中
将
の

仲
が
露
見
し
た
際
に
は
、
取
次
を
し
た
侍
従
を
「
引
き
か
な
ぐ
り
、
打

ち
張
り
な
ど
」（
巻
三

一
三
三
頁
）
す
る
と
い
う
粗
暴
な
一
面
を
見
せ

た
り
も
す
る
。

こ
の
よ
う
な
女
君
た
ち
の
人
物
像
が
、「
わ
ら
ら
か
」
な
女
君
の
始

源
で
あ
る
玉
鬘
の
人
物
像
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
①
〜
⑥
に
見
ら
れ
る
「
わ
ら
ら
か
」
は
、

そ
の
こ
と
ば
自
体
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

す
べ
て
、
女
君
の
美
点
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
あ
ま
り
に

「
わ
ら
ら
か
」
で
あ
る
こ
と
が
「
い
と
し
も
品
高
く
見
え
ざ
り
け
る
」

と
い
う
評
価
に
繋
が
る
『
源
氏
物
語
』
の
ほ
う
が
、「
わ
ら
ら
か
」
と

い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
価
値
は
低
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

今
、
重
視
し
た
い
の
は
、「
わ
ら
ら
か
」
と
い
う
こ
と
ば
を
指
標
と
し

て
付
さ
れ
る
女
君
の
内
実
の
変
化
で
あ
る
。
中
世
王
朝
物
語
は
、
ヒ
ロ

イ
ン
玉
鬘
の
符
牒
と
し
て
あ
っ
た
「
わ
ら
ら
か
」
を
、
明
ら
か
に
、
異

な
る
性
質
を
表
す
女
君
の
符
牒
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

変
容
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
を
急
ぐ
前
に
、「
わ
ら
ら
か
」
の
表
現
史
を
も
う
し
ば
ら
く
辿

り
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、『
狭
衣
物
語
』
か
ら
。

・
太
政
大
臣
の
御
方
は
、
な
か
の
こ
の
か
み
に
て
、
も
と
か
し
は
に

お
は
す
れ
ど
、
か
か
る
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
も
持
ち
た
ま
は
ね
ば
に
や
、

我
が
御
有
様
ひ
と
つ
を
、
は
な
や
か
に
今
め
か
し
う
も
て
な
い
た

ま
ひ
て
、
我
は
と
誇
り
か
に
お
し
立
ち
た
る
御
心
掟
て
に
ぞ
お
は

し
け
る
。
人
よ
り
は
い
か
で
と
、
も
て
出
で
た
る
御
物
好
み
な
ど

し
て
、
い
と
わ
ら
ら
か
に
、
人
に
く
か
ら
ぬ
御
心
掟
て
な
る
べ
し
。

（
巻
一

五
四
頁
）

・
幼
な
く
よ
り
、
い
づ
れ
の
御
方
に
も
隔
て
な
う
、
殿
の
な
ら
は
し

き
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、
女
房
な
ど
も
見
え
た
て
ま
つ
ら
ぬ
は
な
き

な
か
に
も
、
こ
の
御
方
は
み
づ
か
ら
も
わ
ら
ら
か
に
愛
敬
づ
き
た

ま
へ
る
御
心
ざ
ま
に
て
、
わ
ざ
と
隔
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
こ
と

も
な
か
り
け
り
。

（
巻
三

二
八
頁
）

『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
、
特
徴
的
に
「
わ
ら
ら
か
」
が
用
い
ら
れ

る
人
物
は
、
洞
院
の
上
で
あ
る
。
洞
院
の
上
が
、
玉
鬘
の
よ
う
な
ヒ
ロ

イ
ン
的
人
物
で
は
な
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
独
断
的
に
今
姫

君
を
迎
え
取
り
、
後
に
は
入
内
さ
せ
よ
う
と
ま
で
し
、
姫
君
本
人
や
母

代
の
資
質
の
悪
さ
と
相
俟
っ
て
、
物
語
内
唯
一
と
言
っ
て
よ
い
烏
滸
的

な
事
件
を
引
き
起
こ
す
原
因
を
作
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
洞
院
の
上
の

本
質
的
な
性
格
を
描
く
く
だ
り
に
、
二
度
も
「
わ
ら
ら
か
」
が
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

実
際
、
先
に
見
た
⑤
の
『
海
人
の
刈
藻
』
の
按
察
の
上
の
人
物
造
型

は
、
こ
の
洞
院
の
上
の
人
物
造
型
を
模
倣
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、

⑥
の
『
苔
の
衣
』
の
姫
君
は
養
わ
れ
る
側
で
は
あ
る
が
、
そ
の
養
母
・

東
院
の
上
の
人
物
的
機
能
が
、
洞
院
の
上
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る

た
め
、
派
生
的
に
姫
君
に
「
わ
ら
ら
か
」
が
使
用
さ
れ
た
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

（
7
）

（
8
）
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こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
模
倣
箇
所
が
指
摘
で
き
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、

『
狭
衣
物
語
』
の
「
わ
ら
ら
か
」
が
、
中
世
王
朝
物
語
に
対
し
て
、
大

き
な
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。『
狭
衣
物
語
』

に
よ
っ
て
、
中
世
王
朝
物
語
の
「
わ
ら
ら
か
」
は
強
く
定
義
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
始
ま
る
「
わ
ら
ら
か
」

の
表
現
史
の
、
大
き
な
屈
折
点
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、『
源
氏
物
語
』
を
深
く

理
解
し
て
い
る
『
狭
衣
物
語
』
が
、
な
ぜ
、
玉
鬘
と
は
位
置
づ
け
の
異

な
る
洞
院
の
上
に
「
わ
ら
ら
か
」
を
付
着
さ
せ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ

る
。『
夜
の
寝
覚
』
の
用
例
も
見
て
お
き
た
い
。

「
か
た
ち
、
有
様
こ
そ
、
い
と
め
づ
ら
か
な
る
ま
で
見
え
は
べ
る

人
な
れ
」
と
て
、
を
り
を
り
の
有
様
、
く
は
し
く
語
り
申
さ
せ
た

ま
ふ
に
、
い
と
ゆ
か
し
さ
ま
さ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
親
と
申
し
な
が

ら
も
、
も
の
に
い
と
気
高
く
、
も
の
遠
く
は
お
は
し
ま
さ
ず
、
い

と
け
近
う
、
わ
ら
ら
か
に
の
み
お
は
し
ま
す
に
、
す
こ
し
う
ち
と

け
て
、「
夕
さ
り
渡
り
参
り
た
ま
ひ
つ
ら
む
に
、
見
た
ま
へ
は
べ

ら
ば
や
。（
中
略
）
い
か
で
、
名
高
う
き
こ
え
は
べ
る
け
は
ひ
、

有
様
ば
か
り
、
見
た
ま
へ
ま
ほ
し
け
れ
」
と
、
せ
ち
に
お
ぼ
し
め

い
た
る
気
色
に
て
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
…
…
（
巻
三

二
四
九
頁
）

『
夜
の
寝
覚
』
の
現
存
部
に
は
、「
わ
ら
ら
か
」
の
用
例
は
多
く
は
見

出
せ
な
い
が
、
右
の
用
例
は
、
女
性
の
資
質
を
表
す
と
い
う
点
に
お
い

て
、
表
現
の
上
で
も
『
源
氏
物
語
』
と
通
底
し
、
看
過
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、「
わ
ら
ら
か
」
な
女
君
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
大

皇
の
宮
で
あ
る
。
大
皇
の
宮
は
、
娘
婿
で
あ
る
内
大
臣
が
寝
覚
の
上
に

惹
か
れ
る
の
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
策
謀
を
巡
ら
せ
、
帝
を
そ
そ

の
か
し
て
寝
覚
の
上
に
接
近
さ
せ
る
、
い
わ
ば
ヒ
ロ
イ
ン
の
敵
役
と
し

て
あ
る
人
物
で
あ
る
。
今
挙
げ
た
く
だ
り
は
、
帝
が
寝
覚
の
上
へ
の
興

味
を
大
皇
の
宮
に
打
ち
明
け
る
場
面
で
あ
り
、
後
の
闖
入
事
件
の
発
端

と
も
な
る
箇
所
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
帝
が
大
皇
の

宮
に
本
心
を
吐
露
し
た
の
は
、
他
で
も
な
い
、
大
皇
の
宮
が
「
わ
ら
ら

か
」
な
性
格
で
あ
る
こ
と
に
気
を
許
し
た
か
ら
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
大
皇
の
宮
に
付
着
す
る
「
わ
ら
ら
か
」
な
性
質
は
、
後
の
物

語
展
開
ま
で
を
も
導
く
、
根
幹
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
大
皇
の
宮
の
人
物
像
は
、
先
に
見
た
『
狭
衣
物

語
』
の
洞
院
の
上
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
両
者
と
も
、
子
の
親
と

し
て
あ
り
、
子
を
思
う
が
ゆ
え
に
そ
の
行
為
が
過
度
と
な
り
、
不
穏
な

事
件
の
火
種
を
作
る
こ
と
と
な
る
。『
狭
衣
物
語
』・『
夜
の
寝
覚
』が「
わ

ら
ら
か
」
を
付
着
さ
せ
た
の
は
、
盲
目
的
・
直
情
的
な
母
と
し
て
の
女

君
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
あ
る
い
は
、
こ
こ
に
、
竹

河
巻
の
玉
鬘
の
姿
が
透
け
て
見
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
成
熟
し
た
彼

女
も
ま
た
、
子
の
た
め
に
奔
走
し
、
失
敗
し
、
後
悔
す
る
女
君
と
し
て

あ
っ
た
の
だ
っ
た

│
。

も
ち
ろ
ん
、
竹
河
巻
の
直
接
の
影
響
は
、
具
体
的
な
箇
所
が
挙
げ
ら

れ
な
い
以
上
、
不
明
と
い
う
し
か
な
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
玉
鬘
の

「
わ
ら
ら
か
」
な
性
格
は
、
真
木
柱
巻
で
も
「
に
ぎ
は
は
し
く
も
て
な

（
9
）



― 23 ―

し
た
ま
ふ
本
性
」
と
述
べ
ら
れ
る
通
り
、
洞
院
の
上
の
「
我
は
と
誇
り

か
に
お
し
立
ち
た
る
御
心
掟
て
」
と
紙
一
重
の
も
の
で
あ
る
。
玉
鬘
の

そ
の
性
質
は
、「
い
た
く
ま
め
だ
ち
、
心
し
た
ま
」
う
と
い
う
自
制
心
、

ま
た
、
絶
対
的
支
配
者
で
あ
る
光
源
氏
の
監
視
下
に
あ
る
と
い
う
状
況

に
よ
っ
て
、
美
質
の
範
囲
で
抑
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
洞
院
の

上
・
大
皇
の
宮
の
場
合
、
そ
の
重
い
地
位
ゆ
え
に
、
抑
制
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
な
い
。
両
者
の
違
い
と
は
、「
わ
ら
ら
か
」
な
性
格
に
起
因
す
る

心
情
が
そ
の
ま
ま
発
現
す
る
度
合
い
の
差
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
能
動
的

な
行
為
と
結
び
つ
く
か
ど
う
か
の
差
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
洞
院
の

上
・
大
皇
の
宮
は
、
も
う
一
人
の
玉
鬘
で
あ
り
、
竹
河
巻
の
玉
鬘
と
パ

ラ
レ
ル
な
存
在
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

『
狭
衣
物
語
』・『
夜
の
寝
覚
』
は
、『
源
氏
物
語
』
の
創
造
し
た
「
わ

ら
ら
か
」
な
女
君
の
本
質
を
正
し
く
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
変
容
さ

せ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
拡
大
・
伸
張
さ
せ
、
女
君
の
行
動
原

理
を
支
え
る
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
確
立
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ

に
、『
源
氏
物
語
』
を
継
承
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
超
克
し
て
い
こ
う
と

す
る
、
平
安
後
期
物
語
の
達
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、「
わ
ら
ら
か
」
と
い
う
生
来
の
気
質
の
ま

ま
に
行
動
す
る
女
君
の
姿
こ
そ
が
、
中
世
王
朝
物
語
の
多
く
が
引
き
継

い
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。『
と
り
か
へ
ば
や
』

の
用
例
を
も
う
一
度
引
き
た
い
。

も
て
な
し
あ
り
さ
ま
は
れ
ば
れ
し
く
な
ら
ひ
給
ひ
に
し
か
ば

れ
ば
れ

給

か
ば
、
い

と
あ
え
か
に
埋
も
れ
、
い
ぶ
せ
く
は
な
く
、
わ
ら
ら
か
に
を
か
し

く
、
い
と
馴
れ
た
る
心
つ
き
て
、
も
の
を
思
ひ
嘆
き
て
も
、
ひ
と

へ
に
思
ひ
沈
み
て
は
あ
ら
ず
、
泣
く
べ
き
折
は
う
ち
泣
き
、
を
か

し
く
言
ひ
た
は
ぶ
る
る
折
は
う
ち
笑
ひ
、
い
は
ん
方
な
く
憎
か
ら

ず
愛
敬
づ
き
給
へ
る
人
の
、
…
…

（
巻
三

一
八
四
頁
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
女
大
将
の
性
格
は
、
中
世
王
朝
物
語
に
描
か
れ

た
「
わ
ら
ら
か
」
な
女
君
の
性
質
を
よ
く
表
し
て
い
よ
う
。「
泣
く
べ

き
折
は
う
ち
泣
き
、
を
か
し
く
言
ひ
た
は
ぶ
る
る
折
は
う
ち
笑
ひ
」
と

い
う
、「
わ
ら
ら
か
」
な
女
君
の
直
情
的
な
姿
は
、
先
に
見
た
『
在
明

の
別
』・『
い
は
で
し
の
ぶ
』・『
海
人
の
刈
藻
』
の
女
君
た
ち
の
性
質
と

も
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
女
大
将
の
「
わ

ら
ら
か
」
さ
が
、「
も
て
な
し
あ
り
さ
ま
は
れ
ば
れ
し
く
」
過
ご
し
て

い
た
、
男
君
と
し
て
の
生
活
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
叙
述
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
も
そ
も
行
動
的
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
男
装
す
る
こ
と
と
な
っ
た
女
大
将
に
は
、「
わ
ら
ら
か
」
な
性
質
が

先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
男
君

と
し
て
自
由
な
行
動
が
許
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
最
大
限
に
発
露
す
る
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
わ
ら
ら

か
」
が
、
行
動
力
と
直
接
結
び
つ
く
性
質
で
あ
る
こ
と
が
、
逆
説
的
で

は
あ
る
も
の
の
、
如
実
に
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

今
、
こ
の
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
大
将
が
、
中
世
王
朝
物
語
の
「
わ

ら
ら
か
」
な
女
君
の
中
に
あ
っ
て
、
唯
一
例
外
的
な
主
役
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
わ
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ら
ら
か
」
な
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
ト
ラ
ン
ス
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
特
異
な

設
定
の
中
で
し
か
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
わ
ら
ら
か
」
な
女

君
は
、
あ
く
ま
で
端
役
と
し
て
し
か
行
動
を
許
さ
れ
な
い
。
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
中
世
王
朝
物
語
は
、
物
語
を
動
か
す
力
と
し
て
「
わ
ら
ら

か
」
な
女
君
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
性
質
を
、
ヒ
ロ
イ
ン
に
は

希
求
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
の
創
造
し

た
「
わ
ら
ら
か
」
な
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
そ
の
性
質
を
肥
大
化
さ
せ
て
下
方

へ
と
移
動
し
、
新
た
な
役
割
を
も
っ
て
、
中
世
王
朝
物
語
の
中
に
再
生

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

二
「
寝
く
た
れ
」
の
姿

前
節
に
お
い
て
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
わ
ら
ら
か
」
の
使
用

例
を
辿
り
見
て
、
そ
れ
が
、
ヒ
ロ
イ
ン
に
は
使
わ
れ
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
本
節
で
は
、
逆
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
み
に
付
着
す
る
こ
と
ば
に
注

目
し
、
中
世
王
朝
物
語
の
描
く
女
性
像
が
、
何
を
目
指
す
も
の
で
あ
る

の
か
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

取
り
上
げ
る
の
は
、「
寝
く
た
れ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
今
、

中
世
王
朝
物
語
か
ら
、
い
く
つ
か
の
用
例
を
挙
げ
て
み
る
。

⑦
夜
も
明
け
、
日
も
い
づ
る
程
に
、
姫
君
を
見
奉
り
給
ひ
け
れ
ば
、

嵯
峨
野
に
て
見
し
よ
り
も
盛
り
と
見
え
て
、
寝
く
た
れ
髪
の
お
ぼ

め
き
て
、
な
つ
か
し
さ
、
言
ふ
も
お
ろ
か
な
り
。

（『
住
吉
物
語
』
下

三
三
八
頁
）

⑧
漸
く
明
け
も
て
ゆ
く
空
の
い
と
を
か
し
げ
な
る
を
、
格
子
を
少
し

上
げ
て
、
も
ろ
と
も
に
御
覧
ず
。（
中
略
）
袖
覆
ひ
し
給
ふ
か
た

は
ら
目
、
寝
く
た
れ
の
御
か
た
ち
、
い
と
ど
見
ど
こ
ろ
多
か
り
。

（『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
巻
五

一
八
九
頁
）

⑨
寝
く
た
れ
の
髪
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
に
、
明
け
方

の
月
さ
し
入
り
て
、
光
も
異
に
、
あ
な
め
で
た
と
見
ゆ
る
面
付
き

ぞ
い
と
ど
御
身
に
染
み
返
り
、
せ
ん
方
な
く
て
い
で
お
は
し
ま
す
。

（『
木
幡
の
時
雨
』
三
八
頁
）

⑩
か
ら
う
し
て
御
直
衣
な
ど
ひ
き
繕
ひ
て
出
で
給
ふ
を
、
女
も
見
奉

り
送
ら
ん
と
て
に
や
、
几
帳
の
帷
子
少
し
お
し
や
り
て
、
と
ば
か

り
ゐ
ざ
り
出
で
給
ふ
御
寝
く
た
れ
の
、
は
ら
は
ら
と
紛
ふ
筋
な
く

こ
ぼ
れ
懸
か
れ
る
御
宿
直
姿
の
し
ど
け
な
げ
な
る
に
、
菊
が
さ
ね

の
萎
え
た
る
に
、
御
裳
ば
か
り
さ
す
が
に
ひ
き
懸
け
給
へ
る
御
も

て
な
し
、
ね
び
れ
た
る
御
顔
つ
き
し
も
、
ま
し
て
匂
ひ
や
か
に
め

で
た
き
を
、
…
…

（『
し
ら
露
』
上

一
八
八
頁
）

⑦
は
住
吉
姫
君
、
⑧
は
京
極
三
の
君
、
⑨
は
木
幡
姫
君
、
⑩
は
白
露

姫
君
の
姿
を
そ
れ
ぞ
れ
描
く
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
物
語
の
中
心

的
人
物
で
あ
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
呼
び
う
る
女
君
で
あ
る
。
と
同
時
に
、

⑦
〜
⑩
の
用
例
は
、
逢
瀬
の
翌
朝
の
女
君
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。
男
君
の
目
に
映
る
そ
の
姿
は
、

⑦
「
言
ふ
も
お
ろ
か
な
り
」、
⑨
「
あ
な
め
で
た
」
な
ど
の
最
上
級
の

賛
嘆
の
表
現
に
表
れ
て
い
る
通
り
、
非
常
に
美
し
い
。

た
と
え
ば
、『
枕
草
子
』
に
、
朝
早
く
や
っ
て
き
た
道
隆
に
「
寝
く

た
れ
の
朝
顔
」
を
見
ら
れ
ま
い
と
「
引
き
入
る
」
女
房
た
ち
の
姿
が
描

（
10
）
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か
れ
て
い
る
（
二
六
三
段

一
二
八
頁
）
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
、「
寝
く

た
れ
」
の
姿
は
、
起
き
た
ま
ま
の
見
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
人
に
見

ら
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
繕
わ
な
い
姿
で
あ
っ

て
さ
え
美
し
い
と
い
う
叙
述
は
、「
寝
く
た
れ
」
の
女
君
の
類
い
希
な

る
美
質
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。中
世
王
朝
物
語
の「
寝

く
た
れ
」
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
本
質
的
・
先
天
的
な
美
を
端
的
に
示
す
こ

と
ば
と
し
て
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
定
義
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
美
し
さ
を
表
す
「
寝
く
た
れ
」
の
表
現
の
始
源

を
尋
ね
る
と
、
や
は
り
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。

Ｆ
酔
に
か
こ
ち
て
苦
し
げ
に
も
て
な
し
て
、
明
く
る
も
知
ら
ず
顔
な

り
。
人
々
聞
こ
え
わ
づ
ら
ふ
を
、
大
臣
、「
し
た
り
顔
な
る
朝
寝

か
な
」
と
と
が
め
た
ま
ふ
。
さ
れ
ど
明
か
し
は
て
で
ぞ
出
で
た
ま

ふ
。
ね
く
た
れ
の
御
朝
顔
見
る
か
ひ
あ
り
か
し
。

（
藤
裏
葉

四
三
三
頁
）

Ｇ
い
み
じ
く
忍
び
入
り
た
ま
へ
る
御
寝
く
た
れ
の
さ
ま
を
待
ち
う
け

て
、
女
君
、
さ
ば
か
り
な
ら
む
と
心
得
た
ま
へ
れ
ど
、
お
ぼ
め
か

し
く
も
て
な
し
て
お
は
す
。

（
若
菜
上

七
七
頁
）

Ｈ
寝
く
た
れ
の
御
容
貌
い
と
め
で
た
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
、
入
り
た

ま
へ
る
に
、
臥
し
た
る
も
う
た
て
あ
れ
ば
、
す
こ
し
起
き
上
り
て

お
は
す
る
に
、
…
…

（
宿
木

三
九
六
頁
）

Ｆ
は
夕
霧
、Ｇ
は
光
源
氏
、Ｈ
は
匂
宮
の
姿
を
描
く
も
の
で
あ
る
。『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
「
寝
く
た
れ
」
は
、
こ
の
三
例
の
み
で
あ
る
が
、

Ｆ
「
見
る
か
ひ
あ
り
か
し
」、
Ｈ
「
い
と
め
で
た
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
」

な
ど
の
表
現
を
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、
光
源
氏
・
夕
霧
・
匂
宮
と
い

う
、
絶
対
的
な
美
を
有
す
る
血
族
に
し
か
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い

と
い
う
点
で
、
そ
の
美
し
さ
を
象
徴
す
る
機
能
は
保
証
さ
れ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
先
に
見
た
中
世
王
朝
物
語
の
例
と
の
共
通
点

を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
、
逢
瀬
の
翌
朝
の
「
寝

く
た
れ
」
の
姿
を
描
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
Ｆ
は
雲
居
雁
と
の
、
Ｇ
は

朧
月
夜
と
の
、
Ｈ
は
六
の
君
と
の
逢
瀬
の
場
面
に
つ
づ
く
箇
所
に
見
出

す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
と
中
世
王
朝
物
語
の
距

離
は
、
非
常
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
両
者
に
大

き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』

の
「
寝
く
た
れ
」
は
、
す
べ
て
男
君
の
姿
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、

ヒ
ロ
イ
ン
た
る
女
君
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
は
、
一
例
も
見
出
せ
な
い

の
で
あ
る
。

既
に
指
摘
が
あ
る
通
り
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
散
文
作
品
に
、「
寝

く
た
れ
」
の
用
例
は
ほ
と
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
と
も
と
、

「
寝
く
た
れ
髪
」
と
い
う
形
で
歌
語
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ

た
こ
の
こ
と
ば
は
、「
髪
」
と
い
う
こ
と
ば
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
相
俟
っ

て
、女
性
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。一
例
と
し
て
、『
大

和
物
語
』
を
引
い
て
お
く
。

む
か
し
、
な
ら
の
帝
に
仕
う
ま
つ
る
う
ね
べ
あ
り
け
り
。
顔
か
た

ち
い
み
じ
う
清
ら
に
て
、
人
々
よ
ば
ひ
、
殿
上
人
な
ど
も
よ
ば
ひ

（
11
）
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け
れ
ど
、
あ
は
ざ
り
け
り
。
そ
の
あ
は
ぬ
心
は
、
帝
を
か
ぎ
り
な

く
め
で
た
き
も
の
に
な
む
思
ひ
た
て
ま
つ
り
け
る
。
帝
召
し
て
け

り
。
さ
て
の
ち
、
ま
た
も
召
さ
ざ
り
け
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
心
憂

し
と
、
思
ひ
け
り
。（
中
略
）
な
ほ
世
に
経
ま
じ
き
心
地
し
け
れ
ば
、

夜
、
み
そ
か
に
い
で
て
、
猿
沢
の
池
に
身
を
投
げ
て
け
り
。（
中
略
）

池
の
ほ
と
り
に
お
ほ
み
ゆ
き
し
た
ま
ひ
て
、
人
々
に
歌
よ
ま
せ
た

ま
ふ
。
か
き
の
も
と
の
人
麻
呂
、

わ
ぎ
も
こ
が
ね
く
た
れ
髪
を
猿
沢
の
池
の
玉
藻
と
見
る
ぞ
か

な
し
き

と
よ
め
る
時
に
、
…
…

（
一
五
〇
段

三
九
七
頁
）

『
拾
遺
和
歌
集
』
に
入
集
、『
枕
草
子
』
に
も
引
か
れ
る
こ
の
人
麻
呂

の
歌
は
、
平
安
の
人
々
に
は
周
知
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

こ
に
詠
ま
れ
る
「
ね
く
た
れ
髪
」
は
、
猿
沢
の
池
に
身
を
投
げ
た
采
女

の
髪
を
、
水
面
に
浮
か
ぶ
水
草
に
重
ね
た
も
の
で
あ
る
が
、「
ね
く
た

れ
」・「
髪
」
双
方
の
持
つ
官
能
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
説
話
化
の

過
程
で
、
女
が
帝
と
一
夜
限
り
の
契
り
を
結
ぶ
と
い
う
背
景
が
生
み
出

さ
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
寝
く
た
れ
」
と
い
う
こ
と

ば
に
は
、『
源
氏
物
語
』
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
逢
瀬
を
連
想
さ
せ
る

素
地
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
達
成
と
は
、
そ
の
よ
う
な
歌
語
「
寝

く
た
れ
髪
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
散
文
世
界
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
、
美
し
さ

を
表
す
も
の
と
し
て
定
着
さ
せ
た
こ
と
、
そ
の
上
で
、
女
性
の
姿
を
描

く
こ
と
の
多
か
っ
た
こ
の
こ
と
ば
か
ら
、
女
性
性
の
象
徴
で
も
あ
る

「
髪
」
を
取
り
除
き
、
男
性
の
姿
を
描
く
も
の
へ
と
転
化
さ
せ
た
こ
と

に
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、「
寝
く
た
れ
」
が
男
君
の
姿
を

表
す
も
の
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
、
第
三
者
の
視
線
に
も

さ
ら
さ
れ
う
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
Ｆ

に
お
い
て
、
夕
霧
の
「
ね
く
た
れ
の
御
朝
顔
」
を
見
る
の
は
、
内
大
臣

家
の
人
々
で
あ
る
。
雲
居
雁
と
の
長
い
隔
て
の
年
月
を
経
て
、
今
、
よ

う
や
く
結
ば
れ
た
夕
霧
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
は
、
内
大
臣
家
の
人
々

の
視
線
を
集
め
る
こ
と
で
、
公
的
な
祝
性
を
持
つ
も
の
と
な
る
。
Ｇ
・

Ｈ
に
お
い
て
、
光
源
氏
の
「
御
寝
く
た
れ
の
さ
ま
」、
匂
宮
の
「
寝
く

た
れ
の
御
容
貌
」
を
見
る
の
は
、
逢
瀬
の
相
手
で
は
な
く
、
自
宅
で
待

つ
紫
の
上
、
中
の
君
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
言
の
う
ち
に
事
態
の
す
べ

て
を
語
る
も
の
と
な
り
、
女
君
の
苦
悩
を
生
む
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
寝
く
た
れ
」
は
、
先
夜
の
逢
瀬
の
内
実
、

そ
の
濃
密
さ
を
も
暗
示
さ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
第
三
者
の
視
線
を
注
が
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
官
能
性
の
発

露
に
留
ま
ら
ず
、
物
語
の
よ
り
深
い
局
面
ま
で
を
も
導
き
出
す
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
質
的
に
他
者
の
視
線
を
拒
む

女
君
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
を
通
し
て
は
、
決
し
て
到
達
し
え
な
い
表

現
世
界
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
優
れ
た
独
創
性
を
、
こ
こ
に
も

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
達
成
は
、
後
代
の
物
語
に
引
き
継
が
れ
た
と

は
言
い
難
い
。
男
君
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
は
、『
夜
の
寝
覚
』・『
浜
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松
中
納
言
物
語
』に
は
見
出
せ
る
が
、中
世
王
朝
物
語
に
至
っ
て
は
、『
と

り
か
へ
ば
や
』
に
わ
ず
か
一
例
あ
る
の
み
で
あ
る
。
先
に
見
た
⑦
〜
⑩

の
用
例
の
通
り
、「
寝
く
た
れ
」
の
姿
は
、
も
っ
ぱ
ら
女
君
の
姿
と
し

て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
変
化
を
最
も
顕
著
に

示
す
と
考
え
ら
れ
る
例
を
見
て
み
た
い
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
例
で

あ
る
。御

髪
を
か
き
や
り
つ
つ
見
奉
り
給
へ
ば
、
ま
だ
寝
く
た
れ
の
つ
く

ろ
ふ
と
こ
ろ
な
き
御
顔
の
、
雪
よ
り
も
け
に
、
透
き
通
り
た
る
ま

で
白
く
、
美
し
な
ど
言
ふ
も
お
ろ
か
な
る
に
、
御
ま
み
の
わ
た
り

の
う
ち
濡
れ
て
、
薄
色
の
御
衣
の
、
少
し
な
よ
よ
か
な
る
御
袖
の

上
も
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
か
へ
り
て
見
ゆ
る
に
、
さ
れ
ば
よ
と
い
と

ど
心
ま
ど
ひ
の
み
せ
ら
れ
つ
つ
、
…
…

（
巻
二

二
二
一
頁
）

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
内
大
臣
の
妻
で
あ
る
一
品
の
宮
（
女

二
の
宮
）
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、「
美
し
な
ど

言
ふ
も
お
ろ
か
な
る
」
と
い
う
定
型
的
な
表
現
で
そ
の
絶
対
的
な
美
し

さ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
先
に
見
た
他
の
中
世
王
朝
物
語
の
用
例
と
等

し
く
扱
っ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
今
、
問
題
と
し
た
い
の

は
、
こ
の
場
面
の
状
況
設
定
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
一
品
の
宮
の
姿
は
、

内
大
臣
と
の
逢
瀬
の
後
の
も
の
で
は
な
い
。
内
大
臣
が
、
別
の
女
君
（
伏

見
の
姫
君
）
と
過
ご
し
た
翌
朝
、「
心
の
鬼
添
ひ
て
」（
二
二
一
頁
）
と
い

う
心
境
で
帰
宅
し
、
対
面
し
た
折
の
姿
な
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
自
体
は
、
先
に
見
た
『
源
氏
物
語
』
Ｇ
・
Ｈ
と
、
非
常
に

近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。〈
場
面
取
り
〉
と
呼
ん

で
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
「
寝

く
た
れ
」
て
い
る
の
は
、
男
君
で
は
な
く
、
女
君
な
の
で
あ
る
。『
源

氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
を
、
主
語
を
取
り
違
え
て
模
倣
す
れ
ば
こ
の
よ

う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
た
く
な
る
よ
う
な
例
で
あ
る
。
実
際
、

一
品
の
宮
は
、
先
夜
は
「
御
目
も
合
は
ぬ
」（
二
二
〇
頁
）
と
い
う
状
態

だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
一
睡
も
し
て
い
な
い
様
子
を
「
寝
く
た
れ
」
と

表
す
の
は
、
語
義
的
に
も
お
か
し
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、『
い
は
で
し

の
ぶ
』
が
こ
こ
に
「
寝
く
た
れ
」
の
女
君
の
姿
を
描
く
の
は
、
逢
瀬
の

場
面
の
後
に
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
の
女
君
の
美
し
さ
が
確
認
さ
れ
る
と

い
う
物
語
展
開
が
定
型
と
な
っ
て
い
た
か
、「
寝
く
た
れ
」
の
美
し
さ

が
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
か
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
女
君
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
の
強
い
定
着
度
を
推
測

さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、『
源
氏
物
語
』
か

ら
の
断
絶
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
、
大
き
な
距
離
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
い
っ
た
い
、
中
世
王
朝
物
語
の
「
寝
く
た
れ
」
の
女
君
の
姿

は
、何
を
源
泉
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。や
は
り
こ
こ
で
も
、『
狭

衣
物
語
』
を
見
て
お
き
た
い
。

皇
太
后
宮
の
御
形
見
の
色
に
や
つ
れ
さ
せ
た
ま
へ
る
こ
ろ
に
て
、

こ
の
ご
ろ
の
枯
野
の
色
し
た
る
御
衣
ど
も
の
、
濃
く
薄
く
す
ぎ
す

ぎ
な
る
に
、
同
じ
色
の
擣
ち
た
る
、
わ
れ
も
か
う
の
織
物
の
重
な

り
た
る
な
ど
、
こ
と
人
の
着
た
ら
ば
も
の
す
さ
ま
じ
か
り
ぬ
べ
き

を
、
春
の
花
、
秋
の
紅
葉
よ
り
も
、
な
か
な
か
な
ま
め
か
し
う
見

ゆ
る
は
、
人
が
ら
な
め
り
か
し
。
わ
ざ
と
ひ
き
も
つ
く
ろ
は
せ
た

（
12
）

（
13
）



― 28 ―

ま
は
ぬ
寝
く
た
れ
の
御
髪
の
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
肩
の
わ
た
り
な

ど
、
様
こ
と
に
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
人
々
の
遊
び
そ
ぼ
る
る
を
御

覧
じ
て
、
笑
ひ
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
愛
敬
な
ど
、
曇
り
な
き
雪

の
光
に
も
て
は
や
さ
れ
た
ま
ひ
て
、
ま
こ
と
に
あ
た
り
ま
で
光
る

や
う
に
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。

（
巻
二

二
〇
〇
頁
）

雪
の
朝
、
女
房
た
ち
が
「
雪
ま
ろ
ば
し
」
を
す
る
の
を
見
る
源
氏
の

宮
を
、
狭
衣
大
将
が
垣
間
見
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い

る
の
は
、
ま
さ
に
、
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
、
後
に
、
狭
衣
大
将
に
「
斎
院
の
枯
野
襲
奉
り
し
御
寝
く

た
れ
姿
」（
巻
三

一
〇
二
頁
）
と
し
て
回
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
姿
が

狭
衣
大
将
の
脳
裏
に
焼
き
付
い
た
最
大
の
要
因
と
し
て
「
寝
く
た
れ
」

が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
に
、
散
文
作
品
に
お
け
る
、
女

君
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
の
嚆
矢
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
源
氏
の
宮
の
姿
を
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
け

る
女
君
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
の
、
直
接
的
な
始
発
点
と
位
置
づ
け
る

こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
、
中
世
王
朝

物
語
の
「
寝
く
た
れ
」
の
女
君
に
あ
っ
た
重
要
な
要
素
が
抜
け
落
ち
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
源
氏
の
宮
の
「
寝
く
た
れ
」
は
、

逢
瀬
の
後
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
通
り
、
本
来
、
女
君
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
は
、
第

三
者
に
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
逢
瀬
の
相
手
の
男
君
だ
け
で
あ
る
。
源
氏
の
宮
の
「
寝
く

た
れ
」
の
姿
が
、
狭
衣
大
将
の
目
に
鮮
烈
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
、

契
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
相
手
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

本
来
見
る
こ
と
叶
わ
ぬ
そ
の
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ

の
感
動
と
衝
撃
が
そ
こ
に
は
あ
り
、
一
種
の
禁
忌
性
ま
で
も
が
漂
う
の

で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
源
氏
の
宮
の
「
寝
く
た
れ
」
は
、
逢

瀬
の
後
の
姿
で
は
な
い
点
に
こ
そ
、
重
い
意
味
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
『
狭
衣
物
語
』
の
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ

た
男
君
の
「
寝
く
た
れ
」
を
変
容
さ
せ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

基
底
と
な
る
歌
語
「
寝
く
た
れ
髪
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、『
源
氏
物
語
』

と
は
別
の
角
度
か
ら
昇
華
さ
せ
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
逢

瀬
と
女
性
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
そ
の
こ
と
ば
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
は

女
性
と
い
う
要
素
を
脱
落
さ
せ
た
が
、『
狭
衣
物
語
』
は
逢
瀬
と
い
う

要
素
を
完
全
に
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
潜
伏
さ
せ
る
形
で
利
用
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
第
三
者
の
視
線
と
い
う
要
素
を
入
れ
る
点
は
『
源
氏
物

語
』
に
拠
り
つ
つ
も
、
そ
こ
に
、
禁
忌
性
と
い
う
新
た
な
意
味
を
付
与

す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
疑
い
な
く
、『
狭
衣

物
語
』
独
自
の
達
成
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
中

世
王
朝
物
語
の
例
を
並
べ
見
る
と
き
、
そ
の
違
い
は
、
あ
ま
り
に
大
き

い
。中

世
王
朝
物
語
に
描
か
れ
る
、
逢
瀬
の
後
の
「
寝
く
た
れ
」
の
女
君

の
姿
は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
も
、『
狭
衣
物
語
』
か
ら
も
、
遠
く
隔
た
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
源
氏
物
語
』
が
な
け
れ
ば
、
逢
瀬
の
後
の
「
寝

く
た
れ
」
の
姿
が
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、『
狭
衣

物
語
』
が
な
け
れ
ば
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
「
寝
く
た
れ
」
が
描
か
れ
る
こ
と

（
14
）

（
15
）
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は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
好
意
的
に
考
え
れ
ば
、
中
世
王
朝
物
語

は
、
両
者
の
達
成
を
、
あ
る
一
面
、
と
も
に
引
き
継
い
だ
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
逢
瀬
の
相
手
の
男
君
に
見
ら
れ
る
の
み
の

ヒ
ロ
イ
ン
の
「
寝
く
た
れ
」
の
姿
は
、
当
然
の
姿
を
平
板
に
描
い
た
も

の
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
美
し
さ
を

強
調
す
る
た
め
の
こ
と
ば
と
し
て
の
み
あ
る
「
寝
く
た
れ
」
は
、
中
世

王
朝
物
語
に
お
い
て
、
な
か
ば
慣
用
表
現
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
歌
語
「
寝
く
た
れ
髪
」
へ
の

回
帰
で
あ
っ
た
。
表
現
史
に
お
け
る
多
く
の
達
成
を
通
過
し
た
末
に
、

中
世
王
朝
物
語
が
辿
り
着
い
た
の
は
、
そ
の
振
り
出
し
と
同
じ
地
点
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』・『
狭
衣
物
語
』
の
達
成
を
ま
っ
た

く
理
解
し
て
い
な
い
ゆ
え
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
達
成
を

さ
ら
に
超
克
し
よ
う
と
し
た
が
た
め
に
、
裏
の
裏
が
表
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
は
、
個
々
の
作
品
の
分
析
に
委
ね
る
し
か

な
い
が
、
結
果
と
し
て
、
多
く
の
作
品
が
同
じ
方
向
性
を
示
し
て
い
る

こ
と
は
、
中
世
王
朝
物
語
が
何
を
目
指
し
て
い
た
の
か
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
原
点
回
帰
で
あ
る
。

複
雑
に
多
層
化
し
た
「
寝
く
た
れ
」
と
い
う
表
現
は
、
今
、
女
性
の

生
ま
れ
な
が
ら
の
美
し
さ
を
表
し
て
、
そ
の
淵
源
へ
と
帰
着
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
こ
と
ば
が
付
さ
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
に
も
ま
た
、
定
型
的
な
美

し
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
、
個
性

な
ど
必
要
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
世
王
朝
物
語
が
描
き
た

か
っ
た
の
は
、
独
創
的
な
「
わ
ら
ら
か
」
な
ヒ
ロ
イ
ン
の
姿
で
も
な
く
、

永
遠
に
手
が
届
か
な
い
「
寝
く
た
れ
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
姿
で
も
な
く
、

逢
瀬
の
相
手
の
目
に
の
み
映
る
、
始
源
的
な
女
性
の
美
し
さ
で
あ
っ
た

の
だ
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、「
わ
ら
ら
か
」・「
寝
く
た
れ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
辿
り
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
史
と
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
距

離
を
考
察
し
て
き
た
。

中
世
王
朝
物
語
の
女
性
像
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
行
動
力
や
意
志
の

強
さ
と
い
う
側
面
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
本

稿
の
考
察
結
果
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
女

性
像
は
、
端
役
に
よ
り
強
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ヒ
ロ
イ
ン

に
は
、
源
泉
に
遡
っ
た
、
典
型
的
な
「
物
語
の
姫
君
」
像
が
求
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
表
現
力

の
後
退
と
捉
え
る
の
は
容
易
い
が
、
む
し
ろ
、
中
世
王
朝
物
語
の
目
指

す
も
の
が
、『
源
氏
物
語
』
の
目
指
す
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
た

め
に
、
た
し
か
に
稚
拙
で
は
あ
る
も
の
の
、
意
図
的
な
取
捨
選
択
が
行

わ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
い
。そ
の
目
指
す
も
の
と
は
、『
源
氏
物
語
』

が
既
存
の
表
現
世
界
を
常
に
更
新
し
て
、
そ
の
独
創
性
の
中
に
新
た
な

物
語
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
、
始
源
へ
始
源
へ
と

向
か
う
、物
語
の「
核
」と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
達
成
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し
た
も
の
が
、
時
に
、
容
赦
な
く
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
中
世
王
朝
物
語
の
本
質
は
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
を
そ
の

ま
ま
再
生
す
る
こ
と
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
の
克
服
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
は
、
中
世
王
朝
物
語
の
特
徴
の
一
部
を
、

限
ら
れ
た
範
囲
で
切
り
取
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
別
の
角
度
か
ら
眺
め
れ

ば
、
そ
こ
に
は
新
た
な
意
図
が
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課

題
と
し
て
、
考
察
を
つ
づ
け
て
い
き
た
い
。

注（1
）
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
と
中
世
王
朝
物
語
、
そ
の
変
容
と
断
絶
」（『
語
文
』

87
Ｈ
18
・
12
）

（
2
）
米
野
正
史
「
中
古
文
学
に
お
け
る
接
尾
語
「
や
か
」「
ら
か
」

│
『
源

氏
物
語
』
玉
鬘
に
用
い
ら
れ
た
「
そ
び
や
か
・
な
ご
や
か
・
さ
は
ら
か
・
わ

ら
ら
か
」
に
つ
い
て

│
」（『
国
語
研
究
』（
國
學
院
大
学
）
42
Ｓ
54
・
３
）

（
3
）
Ｄ
・
Ｅ
の
用
例
も
、玉
鬘
と
無
関
係
で
は
な
い
。
Ｄ
は
、鬚
黒
大
将
が「
わ

ら
ら
か
」
で
は
な
い
た
め
に
、
玉
鬘
が
馴
染
ま
な
い
状
況
を
表
す
く
だ
り
で

あ
り
、
Ｅ
は
、
玉
鬘
主
催
の
光
源
氏
の
四
十
賀
に
お
い
て
、
玉
鬘
の
実
父
で

あ
る
太
政
大
臣
が
「
わ
ら
ら
か
」
な
音
で
琴
を
弾
く
場
面
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
、
玉
鬘
の
「
わ
ら
ら
か
」
さ
が
前
提
と
な
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
用
例
で

あ
る
と
理
解
で
き
る
。
な
お
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
、
Ｅ
の
よ
う
に
、

楽
器
の
音
に
「
わ
ら
ら
か
」
が
用
い
ら
れ
る
例
は
、
次
の
『
風
に
紅
葉
』
の

一
例
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
傍
ら
に
箏
の
琴
、
そ
の
い
ろ
と
な
き
ま
で
掻
き
重
ね
、
わ
ら
ら

か
に
弾
き
な
し
て
、
い
と
ふ
く
ら
か
に
、
鼻
ひ
き
入
り
た
る
心
地
し
て
、

山
吹
の
に
ほ
ひ
に
、
桜
の
小
袿
着
給
へ
る
は
、
麗
景
殿
な
る
べ
し
。
い

ま
ぞ
盛
り
と
心
地
よ
げ
な
る
も
む
つ
か
し
く
、
わ
が
同
胞
の
女
御
と
御

覧
じ
く
ら
ぶ
ら
ん
。

（
上

二
一
頁
）

（
4
）
河
添
房
江
「
六
条
院
王
権
の
聖
性
の
維
持
を
め
ぐ
っ
て
」（『
源
氏
物
語

表
現
史
喩
と
王
権
の
位
相
』
翰
林
書
房
Ｈ
10
）

（
5
）
佐
藤
雅
子
「「
わ
ら
ら
か
」
な
女

│
源
氏
物
語
「
玉
鬘
」
論

│
」（『
解

釈
』
29
‐
４
Ｓ
58
・
４
）

（
6
）
中
世
王
朝
物
語
は
、
一
貫
し
た
主
題
が
見
出
し
に
く
い
も
の
が
多
く
、

主
人
公
が
途
中
で
交
代
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、「
ヒ
ロ
イ
ン
」
と
い
う
こ

と
ば
を
使
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
便
宜

上
、〈
物
語
の
中
心
的
な
話
題
を
担
う
男
君
か
ら
最
も
愛
さ
れ
る
女
君
〉
と

い
う
定
義
で
使
っ
て
お
く
。

（
7
）
他
に
は
、
飛
鳥
井
姫
君
腹
の
姫
君
に
、
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

蘇
芳
の
織
物
の
細
長
着
て
、
髪
は
肩
の
ほ
ど
よ
り
も
過
ぎ
て
、
若
宮
の

御
ほ
ど
な
る
や
、
そ
れ
な
ら
む
、
と
見
ゆ
る
に
、
も
の
言
ひ
て
う
ち
笑

み
な
ど
し
た
る
口
つ
き
の
愛
敬
、
い
と
か
を
り
う
つ
く
し
け
れ
ど
、
若

宮
の
御
気
高
さ
に
は
劣
り
た
る
ま
み
の
、
い
と
わ
ら
ら
か
に
て
ら
う
た

げ
な
る
は
、「
た
だ
か
の
夜
な
夜
な
の
月
影
に
変
は
ら
ざ
り
け
り
」
と

見
る
に
、
涙
も
こ
ぼ
れ
て
、
細
き
穴
よ
り
い
と
ど
見
え
ず
な
り
ぬ
。

（
巻
三

一
〇
四
頁
）

女
二
の
宮
腹
の
若
宮
と
比
較
し
て
、「
御
気
高
さ
に
は
劣
り
た
る
ま
み
」が「
わ

ら
ら
か
」
と
さ
れ
る
点
、『
源
氏
物
語
』
の
「
わ
ら
ら
か
」
の
語
義
を
忠
実

に
引
き
継
い
だ
も
の
と
理
解
で
き
る
。

（
8
）
た
だ
し
、『
苔
の
衣
』
の
東
院
の
上
の
性
格
は
、「
け
ぢ
か
き
さ
ま
に
は

も
の
し
給
は
ず
」（
春

一
七
頁
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、「
わ
ら
ら
か
」
と
は
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正
反
対
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
洞
院
の
上
や
按
察
の
上
と
は

異
な
り
、
完
全
な
悪
役
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
わ
ら
ら
か
」
を
付
さ

れ
た
姫
君
も
、
人
違
え
に
よ
っ
て
盗
み
出
さ
れ
た
後
、「
世
と
と
も
に
思
し

嘆
か
し
き
け
に
や
」（
冬

二
〇
四
頁
）
と
死
去
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、

「
わ
ら
ら
か
」
な
性
格
付
け
が
何
の
意
味
も
な
し
て
い
な
い
。『
苔
の
衣
』
の

「
わ
ら
ら
か
」
は
、
有
機
的
に
働
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

（
9
）
も
う
一
例
、
気
に
な
る
用
例
が
あ
る
。

故
大
臣
、
さ
だ
過
ぎ
た
ま
へ
り
し
か
ど
、
い
と
こ
ち
ご
ち
し
く
、
わ
ら

ら
か
に
や
さ
し
か
り
し
人
の
、
い
か
で
も
こ
の
人
の
心
を
靡
か
さ
む
と

心
を
尽
く
し
た
り
け
む
気
色
、
い
か
ば
か
り
か
は
を
か
し
か
り
け
む
、

…
…

（
巻
五

四
八
八
頁
）

亡
く
な
っ
た
老
関
白
の
性
格
を
「
わ
ら
ら
か
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
表
現
史
上
孤
立
し
た
、
男
君
の
性
格
を
象
徴
す
る
例
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。
あ
る
い
は
、
先
に
見
た
『
源
氏
物
語
』
Ｄ
の
用
例
で
、
鬚
黒
大
将
が
「
わ

ら
ら
か
な
る
気
も
な
き
人
」
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
意
識
的
に
反
転
さ
せ
た

も
の
か
。

（
10
）
中
世
王
朝
物
語
の
端
役
が
、
行
動
力
を
持
ち
、
個
性
的
に
描
き
分
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る
（
豊
島
秀
範
「
物
語
世
界
の
変
貌

│
擡
頭
す
る
脇
役
た
ち

│
」（『
物
語
史
研
究
』お
う
ふ
う
Ｈ
６
）が
、「
わ

ら
ら
か
」
は
、
出
自
の
低
い
女
房
ク
ラ
ス
の
女
性
に
は
使
わ
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
あ
る
程
度
の
血
筋
の
良
さ
を
表
す
こ
と
ば
で
も
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ

る
。

（
11
）
山
口
正
代
「
夕
霧
の
「
寝
く
た
れ
」
の
顔
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
22 

Ｈ
18
・
６
）

（
12
）
用
例
は
以
下
の
通
り
。

・『
夜
の
寝
覚
』

果
て
果
て
は
、
も
の
も
言
は
れ
ず
、
背
き
た
ま
ひ
ぬ
る
を
、「（
中
略
）

あ
が
君
、
か
く
な
お
ぼ
し
背
き
そ
」
と
、
引
き
替
へ
つ
つ
、
慰
め
こ
し

ら
へ
て
、
か
ら
く
し
て
、
さ
す
が
に
う
ち
忍
び
て
歩
み
出
で
た
ま
ふ
。

御
ね
く
た
れ
の
御
に
ほ
ひ
、い
と
見
る
か
ひ
あ
り
。（
巻
四

三
三
一
頁
）

・『
浜
松
中
納
言
物
語
』

ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
、
春
秋
の
霞
、
霧
よ
り
も
劣
ら
ず
、

浅
緑
な
る
梢
の
、
何
と
な
く
け
ぶ
り
わ
た
り
た
る
ほ
ど
を
な
が
め
て
、

端
近
う
柱
に
寄
り
ゐ
て
お
こ
な
ひ
給
ふ
に
、
思
ひ
も
か
け
ず
、
え
ん
な

る
ね
く
た
れ
の
姿
な
ま
め
か
し
う
て
、
御
簾
う
ち
上
げ
て
、
簀
子
の
長

押
に
お
し
か
か
り
て
ゐ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
…
…

（
巻
三

二
四
三
頁
）

『
夜
の
寝
覚
』
は
、
寝
覚
の
上
と
の
逢
瀬
の
後
の
内
大
臣
の
姿
、『
浜
松
中
納

言
物
語
』
は
、
大
弐
の
娘
と
の
逢
瀬
の
後
に
、
尼
姫
君
の
も
と
を
訪
れ
た
中

納
言
の
姿
を
、
そ
れ
ぞ
れ
描
く
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、『
源
氏
物
語
』

か
ら
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

（
13
）
た
だ
し
、
そ
の
唯
一
の
例
も
、『
源
氏
物
語
』
の
詞
章
の
忠
実
な
模
倣
箇

所
に
す
ぎ
な
い
。

今
ぞ
、
大
将
殿
の
御
方
よ
り
人
参
り
て
、「
酔
の
ま
ぎ
れ
に
い
と
乱
り

が
は
し
き
あ
や
ま
り
も
、
参
り
て
聞
こ
ゆ
べ
き
を
、
乱
り
心
地
た
め
ら

ひ
侍
る
ほ
ど
、
渡
ら
せ
給
ひ
な
ん
や
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
参
り
給
へ

る
。
寝
く
た
れ
の
御
朝
顔
ど
も
見
る
か
ひ
あ
り
。（
巻
四

三
〇
六
頁
）

吉
野
の
妹
君
と
結
婚
し
た
権
中
納
言
が
、
次
の
日
、
今
大
将
の
も
と
を
訪
れ

た
場
面
で
あ
る
。「
御
朝
顔
ど
も
0

0

」
と
い
う
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

今
大
将
も
ま
た
、
昨
晩
は
吉
野
の
大
君
と
と
も
に
過
ご
し
て
い
た
た
め
。
お

互
い
に
「
寝
く
た
れ
の
御
朝
顔
」
を
見
合
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
の
み
新
し

さ
が
あ
る
か
。

（
14
）
中
世
王
朝
物
語
の
中
で
、『
狭
衣
物
語
』
の
達
成
を
引
き
継
い
で
い
る
と
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見
な
さ
れ
る
も
の
が
二
例
の
み
あ
る
。
ま
ず
、『
海
人
の
刈
藻
』
の
例
。

「
御
前
に
も
少
し
出
で
さ
せ
給
ひ
て
、
御
覧
ぜ
よ
」
と
聞
こ
ゆ
る
に
、

中
納
言
、
節
穴
の
あ
り
し
思
し
出
で
て
覗
き
給
へ
ば
、
い
ま
だ
寝
く
た

れ
の
御
さ
ま
な
が
ら
、
柳
・
桜
の
御
衣
、
し
ど
け
な
げ
に
着
な
し
て
、

脇
息
に
押
し
か
か
り
て
、
眺
め
出
だ
し
給
へ
る
ま
み
・
口
つ
き
よ
り
は

じ
め
、
光
り
輝
く
や
う
に
け
だ
か
う
う
つ
く
し
げ
に
、
ら
う
た
さ
言
は

ん
か
た
な
し
。

（
巻
二

八
八
頁
）

新
中
納
言
が
、
清
涼
殿
の
桜
を
眺
め
る
藤
壺
女
御
の
姿
を
垣
間
見
す
る
場
面

で
あ
る
。
思
い
を
抱
き
な
が
ら
も
契
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
相
手
の
「
寝
く

た
れ
」
の
姿
を
見
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、『
狭
衣
物
語
』
の
「
寝
く
た
れ
」

と
同
じ
使
わ
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
も
う
一
例
は
、

『
在
明
の
別
』
か
ら
。

い
さ
さ
か
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
所
も
な
き
寝
く
た
れ
の
御
か
た
ち
、
く
ま
な

う
晴
れ
た
る
空
の
光
に
、
言
ふ
よ
し
な
く
見
え
さ
せ
給
ふ
に
も
、
例
の

胸
う
ち
騒
ぎ
て
、
さ
ま
ざ
ま
思
ひ
つ
づ
く
る
こ
と
ぞ
多
か
る
。

（
巻
二

三
七
五
頁
）

女
院
（
前
の
女
大
将
）
が
風
邪
を
引
い
て
い
る
と
聞
き
、
左
大
臣
が
駆
け
つ

け
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
男
君
が
ひ
そ
か
に
慕
う
相
手
の
繕
わ
な
い
姿

を
描
い
て
い
る
点
で
、『
狭
衣
物
語
』
と
の
共
通
点
が
指
摘
で
き
る
。
以
上

二
例
か
ら
は
、『
狭
衣
物
語
』
理
解
の
深
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
通
り
、こ
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
は
、中
世
王
朝
物
語
の
中
に
あ
っ

て
は
異
例
で
あ
る
。

（
15
）
実
は
、
そ
の
隔
た
り
を
埋
め
る
こ
と
の
で
き
る
例
が
あ
る
。『
在
明
の
別
』

の
例
で
あ
る
。

ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
月
か
げ
に
、
限
り
な
く
思
ひ
乱
れ
て
、
立
ち
出

で
給
へ
る
寝
く
た
れ
の
姿
は
、
世
の
常
の
錦
の
帳
の
中
に
、
九
尺
の
髪

の
う
ち
や
ら
れ
た
ら
ん
に
は
過
ぎ
て
、
あ
て
に
め
で
た
く
ぞ
御
覧
じ
な

さ
る
る
。

（
巻
一

三
四
三
頁
）

女
大
将
が
、
そ
の
男
装
を
見
破
ら
れ
、
帝
と
衝
撃
の
一
夜
を
過
ご
し
た
翌
朝
、

思
い
乱
れ
た
ま
ま
帰
途
に
つ
く
場
面
で
あ
る
。こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る「
寝

く
た
れ
」
は
、
表
層
的
に
は
、
逢
瀬
の
後
の
男
君
の
姿
を
描
き
つ
つ
も
、
そ

の
実
相
は
、
逢
瀬
の
後
の
女
君
の
姿
を
描
く
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
注
目
に

値
す
る
。『
源
氏
物
語
』
の
達
成
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、
中
世
王
朝
物
語
の

指
向
性
を
表
し
た
、
非
常
に
興
味
深
い
例
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
し
か

し
、
こ
れ
も
、
先
に
「
わ
ら
ら
か
」
で
見
た
『
と
り
か
へ
ば
や
』
と
同
じ
く
、

男
装
の
女
君
と
い
う
設
定
の
も
と
で
描
か
れ
た
場
面
で
あ
り
、
表
現
史
上
の

屈
折
点
と
位
置
づ
け
る
に
は
、
特
異
す
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ

し
、『
在
明
の
別
』
は
、
前
掲
注
（
14
）
の
例
も
併
せ
、『
源
氏
物
語
』・『
狭

衣
物
語
』
の
達
成
を
見
事
に
作
品
内
に
生
か
し
て
お
り
、「
寝
く
た
れ
」
の

表
現
史
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』・『
狭
衣
物
語
』
に
か
な
り
近
い
位
置
に

あ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

※
用
例
調
査
を
行
っ
た
作
品
と
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。

・『
源
氏
物
語
』
…
…
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

・『
狭
衣
物
語
』
…
…
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
）

・『
夜
の
寝
覚
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』『
松
浦
宮
物
語
』
…
…
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

・『
堤
中
納
言
物
語
』『
住
吉
物
語
』
…
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書

店
）

・『
あ
き
ぎ
り
』『
浅
茅
が
露
』『
海
人
の
刈
藻
』『
風
に
つ
れ
な
き
』『
風
に

紅
葉
』『
苔
の
衣
』『
木
幡
の
時
雨
』『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』『
小
夜
衣
』

『
雫
に
濁
る
』『
し
の
び
ね
』『
し
ら
露
』『
と
り
か
へ
ば
や
』『
松
陰
中
納
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言
物
語
』『
む
ぐ
ら
』『
山
路
の
露
』『
夜
寝
覚
物
語
』『
我
が
身
に
た
ど
る

姫
君
』
…
…
中
世
王
朝
物
語
全
集
（
笠
間
書
院
）

・『
在
明
の
別
』『
石
清
水
物
語
』『
い
は
で
し
の
ぶ
』『
雲
隠
六
帖
』『
兵
部

卿
物
語
』『
八
重
葎
』『
別
本
八
重
葎
』『
夢
の
通
ひ
路
物
語
』
…
…
鎌
倉

時
代
物
語
集
成
（
笠
間
書
院
）

本
文
の
引
用
も
、
各
テ
キ
ス
ト
に
拠
る
。
た
だ
し
、
読
解
の
便
宜
の
た
め
に

表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
他
の
作
品
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。

・『
大
和
物
語
』
…
…
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

・『
枕
草
子
』
…
…
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
（
角
川
書
店
）

（
ふ
じ
い
・
ゆ
き
こ

清
泉
女
子
大
学
専
任
講
師
）


