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最
近
の
源
氏
物
語
成
立
論
に
つ
い
て

最
近
の
源
氏
物
語
研
究
の
中
で
、
最
も
人
々
の
関
心
を
集
め
、
論
議
を
よ

ん
だ
の
は
、
武
田
宗
俊
、
風
巻
景
次
郎
、
池
田
亀
鑑
氏
ら
の
成
立
論
で
あ
っ

た
。
い
づ
れ
も
本
文
批
判
の
道
を
通

っ
て
、
巻
々
の
執
筆
順
序
を
定
め
、
物

語
の
原
形
並
び
に
現
存
形
態
成
立
の
事
情
を
推
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

つ
ま
り
は
内
証
に
よ
る
形
態
研
究
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
論
考

に
よ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
関
心
の
強
さ
を
考
へ
る
と
、
そ
れ
は
、
単
に
外
証
に
よ

る
研
究
が
も
う
限
界
に
達
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
た
め
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
物

語
細
部
の
諸
矛
盾
を
摘
出
し
、
そ
の
構
造
聯
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
物
語
が
本
来
あ
り
え
た
形
を
構
成
し
て
ゆ
く
こ
の
方
法
と
成
果

と
が
、
や
が
て
構
想
の
展
開
、
制
作
主
体
の
あ
り
方
の
究
明
に
ま
で
発
展
し

う
る
や
う
な
切
れ
の
深
さ
を
予
見
さ
せ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
と
思
ふ
。
こ
ヽ
で
最
近
と
い
ふ
の
は
二
五
年
度
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、

叙
上
の
諸
家
の
研
究
は
懲
、
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
や
う
で
あ
り
、
そ

の
批
判
も
漸
く
活
達
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
方
面
の
研
究
は
、
大
正
十

一
年
和
辻
博
士
が
ホ
メ
ー
ロ
ス

批
判
の
方
法
を
移
し
て
試
み
ら
れ
た
颯
似
氏
り
語
に
つ
い
て
六
祀
紳
軽
肺
蜘
史

）

以
来
、
島
津
久
基
博
士
（
議
紙
勘
〉

池
田
亀
鑑
博
士
（
辞「
知
黙
徴
譜
大
）を
は

田

中

じ
め
、
青
柳
秋
生
氏

（
と「動
妖
勤
濡
嘲
進
國
硼
薪
」

・廻
語
）
　
玉
上
琢
爾
氏

（嘲雌
“謝岬姉理
。国嗚
）ら
にそれぞ
れ
充実
した論
考
が
あり、最近
の叙

上
の
諸
研
究
が
提
出
し
て
ゐ
る
立
論
の
諸
根
拠
、
着
眼
点
の
い
く
つ
か
は
、

す
で
に
そ
こ
に
胚
胎
し
て
ゐ
た
こ
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

ま
づ
成
立
論
議
の
端
を
開
い
た
武
田
宗
俊
氏
の

「源
氏
物
語
の
最
初
の
形

態
」
上
下

（
販
茸
Ｆ

・
六
―
七
）
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
氏
は
、
こ
の
物
語
の

構
成
を
三
部
に
分
け
る
従
来
の
説
を
肯
定
さ
れ
つ
ヽ
、
第

一
部

（桐
壼
か
ら

藤
裏
葉
ま
で
）
成
立
の
後
、
第
二
部

（幻
ま
で
）
、
第
二
部

（夢
浮
橋
ま
で
）

は
つ
ゞ
い
て
書
か
れ
た
と
し
て
、
問
題
の
焦
点
を
第

一
部
成
立
の
上
に
し
ぼ

り
上
げ
、
そ
の
構
成
と
成
立
順
序
に
つ
い
て
次
の
や
う
な
明
快
な
結
論
を
導

か
れ
る
。
即
ち
、
第

一
部
は
構
成
上
、
桐
壼
以
下
若
紫

・
紅
葉
賀

。
花
宴

。

葵

。
賢
木

・
花
散
里

・
須
磨

。
明
石

。
澪
標

・
絵
合

・
松
風

・
薄
雲

。
僅

。

少
女

。
梅
枝

。
藤
裏
葉
の
十
七
帖
と
、
言
木

。
空
蝉

・
夕
顔

・
末
摘
花

。
蓬

生

。
関
屋

・
玉
董

。
初
音

。
胡
蝶

・
螢

・
常
夏

・
等
火

・
野
分

・
行
幸

・
藤

袴

・
真
木
柱
の
十
六
帖
と
の
二
群
に
は
っ
き
り
分
け
ら
れ
、
中
間
に
立
っ
て

所
属
の
ま
ぎ
ら
は
し
い
巻
の
な
い
こ
と
を
諸
根
拠
を
あ
げ
て
指
摘
さ
れ
、
二

群
を
そ
れ
ぞ
れ
主
要
人
物
の
名
に
よ
っ
て
、
紫
上
系

・
玉
童
系
と
名
づ
け
ら
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れ
る
。
そ
の
中
前
者
は
桐
壼
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
自
身
で
十
分
に
経
っ
た

長
篇
的
構
成
を
も
ち
、
か
つ
独
立
し
た
物
語
と
し
て
後
者
を
予
想
し
な
い
で

も
成
立
し
う
る
の
に
対
し
、
後
者
は
雨
夜
の
品
定
か
ら
出
発
し
て
ま
た

一
の

統

一
を
も

っ
て
は
ゐ
る
が
、
事
実
は
短
篇
の
説
話
群
と
い
ふ
べ
く
、
前
者
を

背
景
と
し
そ
の
影
響
を
う
け
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
関
係
は

一
方
的
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
現
形
の
や
う
に
、
両
者
が
複
雑
に
組
み
合
は
さ
れ
て
ゐ
る
継
ぎ
日
で

は
、
常
に
物
語
の
流
れ
の
中
断
や
年
月
の
逆
行
等
の
不
自
然
な
事
実
が
見
ら

れ
る
こ
と
等
を
線
合
し
て
、
最
初
こ
の
物
語
は
紫
上
系
十
七
帖
で
完
結
し
て

ゐ
た
が

（原
源
氏
物
語
）、　
後
に
玉
資
系
十
六
帖
を
執
筆
、
挿
入
し
た
も
の

と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
記
挿
入
を
立
証
す
る
論
拠
の
中
、
最
大

の
も
の
は
、
玉
重
系
の
人
物
が
同
系
の
巻
々
に
の
み
現
は
れ
、
紫
上
系
に
全

く
現
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
こ
の
着
眼
点
及
び
立
証
の
手
続
、
結
論
の
一
部
は
、
す
で
に
青
柳

氏
が
帯
木
以
下
須
磨
ま
で
の
巻
々
に
つ
い
て
、
寿
紫

・
紅
葉
賀
以
下
須
磨
前

半
に
及
ぶ

「若
紫
グ
ル
ー
プ
」
と
、
帯
木

・
空
暉

。
夕
顔

・
末
摘
花
を
含
む

「尋
木
グ
ル
ー
プ
」
と
を
分
け
ら
れ
、
前
者
が
後
者
を
前
提
し
な
い
こ
ど
を

人
物
の
出
入
の
上
で
立
証
し
て
、
後
者
を
後
記
挿
入
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ

た
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
武
田
氏
の
注
目
す
べ
き
成

果
も
結
果
か
ら
い
へ
ば
、
右
の
手
続
を
普
く
第

一
部
全
体
に
適
用
し
、
そ
の

性
能
を
仔
細
に
検
討
し
確
認
さ
れ
た
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
玉
上

氏
も
請
鋤
唄
説
へ
の
反
論
と
し
て
ゞ
は
あ
る
が
、
梅
枝

・
藤
裏
葉
の
二
巻
に

玉
童
の
並
の
人
物
の
出
て
こ
な
い
こ
と
を
注
意
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

武
田
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
論
拠
は
こ
の
ほ
か
多
面
に
わ
た
り
、
物
語
の
本
文

と
紫
式
部
日
記
と
の
対
照
に
よ
っ
て
紫
上
系
や
第

一
部
全
体
の
成
立
時
期
を

推
定
す
る
等
の
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
。
お
ろ
ん
立
証
力
は

一
様
で
な
い

・　

　

　

　

　

　

　

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
論
拠
が
そ
れ
ぞ
れ
、
問
題
点
の
優
れ
た
指
摘
に
な
っ

て
ゐ
る
こ
と
に
疑
は
れ
ま
い
と
思
ふ
。

玉
童
系
の
後
記
挿
入
説
の
大
要
は
、
い
ち
早
く
学
界
の
支
持
を
え
た
か
の

観
さ
へ
あ
る
が
、
最
も
詳
し
く
反
駁
さ
れ
た
の
は
、
岡

一
男
氏

一源
氏
物
語

成
立
論
批
判
」
（
旧
載
絆

。研
殺
二
）で
ぁ
る
。
こ
れ
は
物
語
の
現
形
を
発
表
当

初
の
ま
ヽ
と
す
る
立
場
か
ら
の
も
の
で
、
列
挙
さ
れ
た
難
点
の
中
、
例
へ
ば

惟
光
と
小
君
、
種
の
姫
富
、
言
木
冒
頭
の
詞
等
に
関
す
る
も
の
は
こ
の
物
語

の
最
初
の
数
巻
の
も
つ
複
雑
さ
を
指
摘
し
て
有
意
義
で
あ
る
が
、
前
説
を
否

定
し
さ
る
ほ
ど
の
力
は
も
ち
え
な
い
や
う
で
あ
る
。

武
田
氏
の
成
立
論
の
骨
子
は
、
紫
上
系
と
玉
髯
系
と
を
峻
別
し
た
こ
と
、

次
に
後
者
の
後
記
挿
入
と
い
ふ
成
立
上
二
次
の
過
程
を
析
出
さ
れ
た
こ
と
と

に
あ
る
が
い
論
議
を
よ
ん
で
ゐ
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
ひ
か
へ
る

と
玉
営
一系
、
就
中
、
帯
木
以
下
三
帖
と
玉
童
以
下
十
帖
と
の
二
群
は
い
か
に

紫
上
系
に
結
び
つ
く
か
、
そ
の
関
係
の
仕
方
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
り
、
末

摘
花

。
蓬
生

。
関
屋
の
場
合
は
や
ヽ
単
純
な
の
で
あ
る
。

ま
づ
詰
木
以
下
三
帖
と
紫
上
系
と
は
い
か
に
結
び
つ
く
で
あ
ら
う
か
。
こ

ゝ
に
結
合
の
楔
と
し
て
介
在
す
る
の
が

「
か
ゞ
や
く
日
の
宮
」
の
巻
で
あ
る
。

周
知
の
や
う
に
こ
の
巻
の
存
在
は
、
定
家
が
そ
の
著

「奥
入
」
に

一
説
と
し

て
ら
げ
た
ば
か
り
で
、
し
か
も
同
じ
注
記
に
は
少
く
と
も
当
時
こ
れ
の
現
存

し
な
か
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
の
ち
河
海
抄
、
峡
江
入
楚
も
こ
れ
を

引
く
に
止
ま
っ
て
ゐ
た
が
、
物
語
の
構
想
乃
至
は
成
立
論
上
の
要
請
と
し
て

は
じ
め
て
こ
の
一
説
の
意
義
を
認
め
た
の
は
玉
上
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
物
語

の
現
形
を
発
表
当
初
の
も
の
と
見
る
前
提
に
立
っ
て
一
往
、
需
木
起
筆
を
考

へ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
限
り
で
し

の
巻
が
も
つ
種
々
の
不
安
定
さ
を
充
す
た

め
に

「
か
ゞ
や
く
日
の
宮
」
の
伝
承
に
書
一日
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
帯
木
冒
頭



の
書
き
出
し
方
、
帯
木
以
下
三
帖
の
挿
話
性
、
更
に
は
じ
め
数
帖
に
重
要
ヘ

物
の
隠
さ
れ
て
ゐ
る
理
由
等
を
解
決
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
日
の
宮
」

に
は
、
特
に
藤
壼
が
印
象
強
く
出
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
が
、
主
題
は
源
氏
と
御

息
所
と
の
恋
に
あ
っ
た
こ
と
、
種
の
姫
宮
や
花
散
里
、
筑
紫
の
五
節
と
の
交

渉
な
ど
も
点
出
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
等
を
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
氏
と

武
田
氏
ほ
か
最
近
の
諸
説
と
の
間
に
あ
る
大
き
な
相
異
は
、
前
者
が
和
辻
博

士
の
着
想
を
活
か
し
て
、
こ
の
巻
を
現
存
物
語
と
は
異
る
先
行
の
一
源
氏
物

語
と
考
へ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
い
づ
れ
も
言
木
以
下
三
帖
の
後
記
挿

人
と
い
ふ
共
通
の
想
定
の
上
に
立
っ
て
、
若
紫
に
先
き
立
つ
原
源
氏
物
語
中

の
一
巻
と
見
、
定
家
の
所
伝
を
正
し
く
承
け
て
ゐ
る
点
で
あ
ら
う
。
従
っ
て

巻
の
主
題
も
、
そ
の
名
の
示
す
通
り
、
藤
壼
と
源
氏
と
の
関
係
に
あ
っ
た
と

い
ふ
風
に
動
い
て
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
転
換
を
劃
す
る
の
は
、
武
田

氏
の
前
掲
論
文
で
、
そ
こ
で
は

「
日
の
宮
」
削
除
の
後
、
書
木
以
下
三
帖
が

こ
れ
に
代
っ
た
こ
と
を
説
か
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
説
を
詳
し
く
敷
行
し
て
発

表
さ
れ
た
の
は
、
後
の

「源
氏
物
語
紅
梅
の
巻
の
位
置
と
輝
く

日
の
宮
の

巻
」

（
咽
端
れ

。国
故
学
、

）
で
あ
る
か
ら
、
し
ば
ら
く
池
田
、
風
巻
氏
の
説

か
ら
解
説
し
て
ゆ
か
う
。

池
田
博
士
は

「
日
本
名
作
研
究
第

一
輯
」

（昭
二
三

・
八
）
所
収

「
源
氏

物
語
の
成
立
過
程
」

（
珈
誦
）
の
中
で
は
、
ま
だ
こ
の
巻
に
さ
ほ
ど
の
関
心

を
示
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
が
、

「新
講
源
氏
物
語
」

（昭
二
六

。
二
刊
）
に
至

っ
て
は
っ
き
り
し
た
結
論
を
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
氏
は
、
桐
壼
を
藤
裏
葉
成
立

後
の
書
き
添
へ
ど
見
て
、
現
形
で
は
若
紫
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
か
く
し
て
最
初
に
来
る
の
は
藤
壷
物
語
と
で
も
い
ふ
べ
き
筋
で
あ
り
、

そ
の
発
端
と
し
て
は
若
紫
の
前
に
ど
う
し
て
も
第

一
「
か
ゞ
や
く
日
の
宮
」

を
予
想
せ
ぎ
る
を
え
ず
、
そ
れ
は
藤
壼
を
主
人
公
と
し
て
御
息
所
を
配
し
た

も
の
で
、
宣
長
の
年
立
に
よ
れ
ば
源
氏
十
三
才
か
ら
十
六
才
ま
で
の
四
年
に

わ
た
る
記
事
の
空
白
を
埋
め
う
る
物
語
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
さ
う
し

て
帯
木
以
下
三
帖
が
後
記
挿
入
さ
れ

（少
女
執
筆
後
か
）
、　
更
に
お
く
れ
て

桐
壺
の
書
か
れ
た
前
後
、
恐
ら
く
後
に
、
故
意
か
恐
ら
く
偶
然
の
事
情
で
脱

落
し
た
ま
ヽ
補
ひ
が
つ
か
ず
に
了
っ
た
と
さ
れ
る
や
う
で
あ
る
。
だ
が
こ
の

書
で
は
結
論
し
か
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
詳
し
い
理
由
は
分
ら
な
い
。

次
に
風
巻
氏
の

「源
氏
物
語
の
成
立
に
関
す
る
試
論
」
（
帽
端
相

・文
ｒ
）に

な
る
と
、
こ
の

「
日
の
宮
」
の
存
在
の
仮
説
に
は
、
あ
る
動
か
し
難
い
理
由

が
附
せ
ら
れ
て
く
る
。
．即
ち
氏
は
、
武
田
氏
の
い
ふ
か
の
玉
童
系
の
巻
々
が
、

中
世
の
い
は
ゆ
る

「並
」
の
巻
と
書
木

・
玉
童
の
両
巻
と
を
合
は
せ
た
も
の

に
は
か
な
ら
な
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で

一
歩
進
ん
で
、
こ
２
回
巻

も
、
本
来
は
並
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
そ
れ
ら
の
附
属
し
て
ゐ
た
本
系
の

巻
の
脱
落
に
よ
っ
て
、
代
っ
て
大
系
に
せ
り
上
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定

し
、
玉
重
に
対
し
て
は

「桜
へ
」
、　
帯
木
に
対
し
て
は

「
日
の
宮
」
を
そ
れ

ぞ
れ
脱
落
の
巻
に
擬
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
解
釈
が
許
さ
れ
る
な

ら
、
玉
資
系
と
並
と
は
完
全
に

一
致
す
る
わ
け
で
あ
り
、
玉
章
．系
と
は
い
ひ

か
へ
れ
ば
、
古
来
そ
の
意
味
の
曖
味
で
あ
っ
た
並
を
新
し
く
成
立
論
的
に
意

味
づ
け
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
氏
の
こ
の
実
定
を
助
け
る
の
が
、

「
一
説
に
は
巻
第
二
か
ゞ
や
く
日
の
宮
、
並
の
一
帯
木
、
空
蝉
は
こ
の
巻
に

こ
め
た
り
」
と
記
す
奥
入
の
説
な
の
で
あ
る
。
お
も
ふ
に
定
家
が
こ
の
一
説

を
顧
た
の
は
、
現
形
の
空
暉
が
帯
木
の
並

（定
家
は
同
時
的
に
平
行
す
る
巻

と
解
す
る
）
で
は
な
い
と
い
ふ
自
己
の
疑
間
を
支
へ
る
も
の
と
し
て
ゞ
あ
り
、

「．日
の
宮
」
に
対
す
る
関
心
も
ま
た
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
筈
で

あ
る
か
ら
、
氏
が
こ
の
巻
に
要
請
さ
れ
る
も
の
、
ま
た
そ
の
烈
し
さ
に
は
い

さ
ゝ
か
も
か
ヽ
は
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
伝
承
の
一
説
の
上
に
自



己
の
疑
間
を
託
さ
う
と
す
る
態
度
に
は
共
通
の
も
の
が
あ
っ
た
と
い
へ
る
。

次
に
氏
の
手
続
は
、
需
木
以
下
三
帖
が
形
に
お
い
て
も

一
群
と
し
て
の
纏
り

を
も
っ
て
を
り
、
現
形
の
や
う
に
書
木
だ
け
が
別
扱
ひ
さ
れ
る
理
由
の
な
い

こ
と
の
論
証
に
む
け
ら
れ
、
か
く
し
て
そ
れ
ら
が
共
通
に
所
属
し
て
ゐ
た
木

系
の
巻
の
存
在
を
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
限
り
で
氏
の
説
明
は
成

功
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
の
や
う
な
形
態
的
考
察
を
肉
づ
け
す
る

「
日
の
宮
」
と
帯
木
以
下
三
帖
と
の
内
実
的
な
聯
関
は
い
か
に
構
想
さ
れ
る

の
で
あ
ら
う
か
。
氏
が
形
態
上
こ
れ
に
対
比
さ
れ
る
、
玉
童
の
一
群
と
桜
人

と
の
場
合
は
、
後
述
の
如
く
広
狭
の
関
係
と
さ
れ
る
の
で
、
後
者
の
消
失
の

理
由
も
そ
れ
と
し
て
理
会
さ
れ
る
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
は
さ
う
で
な
い

。帯

木
の
一
群
の
内
容
は
、
藤
董
・
御
息
所
ら
を
主
へ
物
と
す
る
と
い
ふ

「
日
の

宮
」
に
対
し
て
、
全
く
別
系
の
主
題
、
人
物
を
貫
い
て
ゐ
る
こ
と
は
見
ら
れ

る
通
り
で
あ
り
、
前
者
は
単
純
に
後
者
に
代
置
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両

者
は
ど
の
程
度
に
重
な
り
合
っ
て
ゐ
た
か
。
年
立
上
の
関
係
は
ど
う
か
。
帯

木
の
一
群
成
立
と

「
日
の
宮
」
の
消
失
と
は
直
接
に
聯
関
し
て
ゐ
る
か
、
ゐ

る
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
は
何
か
。
あ
る
い
は
池
田
博
士
の
説
か
れ
る
や
う
に

偶
然
の
も
の
で
あ
っ
た
か
等
で
あ
る
。
需
木
以
下
三
帖
と
若
紫
と
の
間
、
更

に
桐
壼
と
の
つ
な
が
り
に
は
、
あ
る
中
断
が
確
か
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題

は
次
の
玉
重
以
下
十
帖
の
場
合
以
上
に
複
雑
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

氏
が
最
後
に
、
空
蝉
と
夕
顔
と
は
大
来
独
立
し
た
短
篇
で
あ
り
、
そ
れ
を

後
に
一
纏
め
に
す
る
時
、
そ
の
総
序
と
し
て
品
定
が
書
か
れ
た
こ
と
、
の
み

な
ら
ず
品
定
の
書
き
添
へ
は
こ
の
一
群
を
越
え
る
意
図
を
も
っ
て
ゐ
た
こ
と

等
を
少
か
ら
ぬ
辞
句
の
修
正
を
賭
し
て
ま
で
主
張
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、

以
上
の
問
題
に
関
聯
し
て
の
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
い
か
に
説
明
さ
れ
る
か
、

続
稿
に
期
待
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

賊
難
輩
『
疇
『
摯
「
江
漱

つ 「『
瑳
“
畔
¨
鋤
”
鐵
め
ば
」
端
［
噸
計

を （
珈
嚇

主
題
に
分
ち
、
源
氏
の
生
ひ
立
ち
と
藤
壼
の
登
場
と
を
含
む
第
二
・
三
主
題

を
若
紫
に
先
き
立
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
さ
れ
、
「
日
の
宮
」
は
そ
れ
と
「詰

木
の
並
び
同
時
の
部
分
」
と
を
含
め
た
内
容
を
も
つ
も
の
、
年
立
で
い
へ
ば

十
三
才
か
ら
十
七
才
に
わ
た
る
も
の
で
、
む
し
ろ
欠
巻
Ｘ
と
名
づ
け
た
方
が

適
当
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

武
田
氏
の
論
は
前
掲

「輝
く
日
の
宮
の
巻
」
に
詳
し
い
。
氏
は
池
田
・
風

巻
氏
ら
の
や
う
に
桐
壼
を
後
の
書
き
添
へ
と
は
見
ず
、
桐
壺

。
若
紫
の
つ
ゞ

き
を
最
初
か
ら
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
現
形
に
見
る
若
紫

の
書
き
出
し
は
素
直
に
桐
壼
に
つ
ゞ
か
な
い
上
、
間
に
六
年
の
空
白
を
挿
ん

で
を
り
、
そ
こ
に
幾
多
の
恋
の
閲
歴
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
例
示
し
て
、
こ

ゝ
に
欠
巻

「
日
の
宮
」
の
存
在
を
想
定
さ
れ
る
。
さ
う
し
て
帯
木
以
下
三
帖

は
本
来
、

「
日
の
宮
」
に
並
置
す
る
意
図
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
除
外
し
て
も
大
き
な
支
障
を
き
た
さ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
意
識
的
に
削
除

さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ふ
ま
で
も
な
く

「
か
ゞ
や
く
日
の
宮
」
の
語
は
桐
壼
の
終
り
に
見
え
て

ゐ
て
、
藤
壼
を
讃
へ
る
称
呼
で
あ
っ
た
し
、
中
世
で
は
桐
壼
の
替
名
と
し
て

伝
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
所
伝
を
採
り
、
か
つ
奥
入
の
注
に

「
こ
の
巻
も
と
よ
り

な
し
」
と
あ
る
の
を
信
じ
て
、
叙
上
の
成
立
論
的
仮
設
を
否
定
し
よ
う
と
す

る
岡
氏
や
三
宅
清
氏

「輝
く
日
の
言
考
」
（
国
端
相
弦
ゲ
）の
主
張
も
あ
る
。

奥
入
の
本
文
に
つ
い
て
い
へ
ば
、　
一
説
の
真
偽
は
積
極
的
に
肯
定
も
さ
れ
な

け
れ
ば
否
定
も
さ
れ
な
い
。
三
宅
氏
が

「輝
く
日
の
宮
と
言
ふ
巻
名
が
一
説

と
し
て
あ
っ
た
と
言
ふ
事
は
、
必
ず
し
も
そ
の
実
体
が
存
在
し
た
と
言
ふ
意

味
は
も
た
ぬ
。
源
氏
物
語
研
究
史
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
於
て
そ
の
実
体
の
証



蹟
が
見
出
さ
れ
な
い
限
り
そ
の
実
存
説
は
否
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

と
い
は
れ
る
の
は
厳
密
を
期
す
る
文
献
学
の
立
場
か
ら
は
尤
も
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
直
ち
に
叙
上
の
成
立
論
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
ゝ

で

「
日
の
宮
」
の
存
在
は
事
実
と
い
ふ
よ
り
も
ま
づ
要
請
で
あ
り
、
そ
の
信

憑

´
性
は
研
究
史
的
に
確
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
現
形
の
物
語
の
包
蔵
す

る
細
部
の
矛
盾
が
こ
の
巻
の
設
定
に
よ
っ
て
い
か
に
合
理
的
に
解
か
れ
る
か

そ
の
可
能
性
の
如
何
に
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
の
信

じ
ら
れ
る
時
、　
一
説
の
所
伝
は
定
家
の
意
図
如
何
に
か
、
は
ら
ず
、
稀
有
の

啓
示
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
現
実
性
を
も
高
め
る
で
あ
ら
う
。
従

っ
て
も
し
研
究
史
的
厳
密
を
期
す
る
な
ら
、

「
日
の
宮
」
は
し
ば
ら
く
欠
巻

Ｘ
の
象
徴
と
解
し
て
差
支
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
研
っ
て
思
ふ
に
、
こ
れ
ら
の
成
立
論
が
、
諸
矛
盾
の
合
理
的
解
決

を
目
的
と
し
、
ま
た
そ
れ
を
方
法
的
に
貫
か
う
と
す
る
限
り
、
必
ず
や
限
界

に
衝
き
あ
た
る
こ
と
も
抒
想
さ
れ
る
「
た
と
へ
ば
「日
の
宮
」
が
想
定
さ
れ

る
通
り
の
内
容
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
分
量
は
他
の
巻
に
比
し
て
や
、
大

部
に
す
ぎ
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
自
然
の
理
法
で
な
く
、
物

語
に
対
す
る
仮
設
の
設
定
に
当

っ
て
は
、
や
は
り
六
来
の
省
筆
、
乃
至
は
制

作
主
体
の
中
に
働
く
種
々
の
偶
然
等
、
そ
の
合
理
性
の
貫
徹
を
歪
め
る
い
く

つ
か
の
事
情
を
商
量
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

（帯
木
冒
頭
の
序
詞
も
単

な
る
並
の
書
き
出
し
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。）

だ
が
そ

れ
の
正
し
い
会
得
に
達
す
る
た
め
に
合
理
性
を
徹
底
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ

る
。

「
日
の
宮
」
の
仮
設
も
そ
れ
が
成
立
つ
と
否
と
を
問
は
ず
、
そ
れ
自
身

を
亡
す
と
こ
ろ
ま
で
検
討
し
つ
ゞ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

次
に
玉
童
以
下
十
帖
と
紫
上
系
と
は
い
か
に
結
合
す
る
で
あ
ら
う
か
。

武
田
氏
の
説
は
帯
木
の
場
合
と
は
ゞ
同
様
で
、
も
と
少
女
と
梅
枝
と
の
間

に
は

一
巻
が
も
っ
た
が
ヽ
玉
賃
以
下
十
帖
の
挿
入
に
よ
っ
て
代
置
さ
れ
た
と

し
、
そ
れ
を
伊
行
釈
に
名
の
見
え
る

「桜
ヽ
」
に
擬
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
桜

人
は
釈
所
引
の
木
文
か
ら
窺
へ
ば
玉
軍
系
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、

こ
の
矛
盾
に
対
し
て
は
批
判
も
出
（
欧
珀
雄

。氏

「
釧
沫
敵
鮮
敵
柵
識
姑
）

氏

も
ま
た

「
源
氏
物
語
最
初
の
形
態
再
論
」
（
欧
茸
ど

。
一
）で
欠
巻
Ｘ
と
訂
正

さ
れ
た
。
氏
の
構
想
の
上
に
立
っ
て
、
こ
れ
を
新
た
に
年
立
の
観
点
か
ら
展

［
二。 さ
六一 れ

。二 た
一
つ
『
時
〔
り
「
源
氏
物
濡
の
成
立
に
関
す
る
試
輪
」
上
下
（
販
群
、

年
立
即
ち
年
譜
制
作
の
条
件
は
、　
一
に
各
巻
が
う
ち
に
含
む
年
数
及
び
巻

々
相
互
の
間
の
相
対
的
な
年
次
関
係
の
確
定
で
あ
り
、
次
に
新
旧
年
立
の
如

く
光
源
氏
の
年
齢
を
算
定
の
基
準
と
す
る
場
合
に
は
、
各
巻
に
お
け
る
源
氏

の
年
齢
の
確
定
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
た
と
へ
錯
雑

す
る
に
せ
よ
算
定
の
手
が
か
り
に
欠
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
新
旧
年
立
も
玉

髯
一を
除
け
ば

一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
と
な
る
と
そ
の
明
記
さ
れ
た
も

の
は
藤
一異
葉
に
は
じ
め
て

「あ
り
む
年
四
十
に
な
り
給
ふ
」
と
あ
る
の
Ｌ
、

柏
木
に

「
五
八
を
十
と
り
す
て
た
る
御
齢
」
と
あ
る
位
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

で
、
こ
れ
に
よ
る
と
藤
裏
葉
に
お
い
て
源
氏
三
九
才
、
枯
木
で
四
八
才
と
な

る
が
、
こ
れ
を
算
定
の
枠
と
す
れ
ば
藤
一異
葉

。
若
菜
上
ド

・
柏
木
、
そ
れ
に

藤
一異
葉
と
同
年
の
物
語
で
あ
る
梅
枝
の
五
巻
の
年
立
は
、
ま
づ
完
全
に
確
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
問
題
は
梅
枝
以
前
、
若
紫
に
至
る

（桐
壺
か

ら
夕
顔
ま
で
は
別
）
巻
々
の
年
立
で
、
そ
れ
は
前
者
を
基
準
と
し
て
逆
算
す

る
ほ
か
に
す
べ
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
風
巻
氏
は

一
た
び
光
源
氏
を
離

れ
て
紫
上
の
年
齢
を
注
視
さ
れ
る
。
す
る
と
若
菜
下
に
三
七
才
と
明
記
さ
れ

て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
湖

っ
て
若
紫
に
も

「十
ば
か
り
」
と
あ
り
、
し
か



も
次
の
紅
葉
賀
に
は

「十
に
あ
ま
り
ぬ
る
人
は
」
と
あ
っ
て
若
紫
で
の
年
齢

は
十
才
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
ゝ
に

一
つ
有
力
な
基
準
を
捉
へ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
さ
て
紫
上
三
七
才
の
年
は
源
氏
四
七
才
で
あ
り
、
両
者
の

差
の
十
才
は
動
か
な
い
か
ら
、
紫
上
十
才
こ
当
る
若
紫
で
の
源
氏
の
年
齢
は

二
十
才
と
な
ら
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
中
世
の
旧
年
立
で
は
十
七
才
、

宣
長
の
新
年
立
で
は
十
八
才
と
な
っ
て
を
り
、
三
乃
至
二
才
の
開
き
が
出
る

の
で
あ
る
。
理
由
は
新
旧
年
立
が
、
藤
裏
葉
乃
至
は
梅
枝
を
基
準
と
し
て
逆

算
す
る
そ
の
過
程
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
そ
こ
で
氏
は
、

前
に
若
紫
で
算
定
し
た
源
氏
、
紫
上
の
年
齢
か
ら
出
発
し
て
、
順
次
巻
々
に

お
け
る
二
人
の
年
齢
を
割
り
出
し
て
ゆ
か
れ
る
。
さ
う
し
て
少
女
で
は
源
氏

三
七
才
、
紫
上
二
七
才
と
な
る
べ
き
こ
と
、
そ
れ
は
前
述
の
源
氏
三
九
才
、

紫
上
二
九
才
に
当
る
梅
枝

（藤
裏
葉
）
と
は
間
に
一
年
を
お
い
て
接
続
す
る

筈
に
な
る
こ
と
等
を
確
め
ら
れ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
現
在
の
玉
童
以
下
十
帖

は
年
立
上
、　
一
年
の
物
語
に
押
し
つ
め
ら
れ
る
わ
け
に
な
る
が
、
し
か
し
事

実
は
四
年
に
わ
た
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
喰
ひ
違
ひ
は
、
も
し
若
紫
と

梅
枝
と
の
二
基
準
が
そ
れ
ぞ
れ
不
動
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
物
語
自
身
の
も

つ
矛
盾
と
い
は
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
氏
は
本
来

一
年
で
あ
っ
た
物
語
が
後

に
四
年
の
長
さ
に
敷
行
、
発
展
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
、　
一
年
を
叙

し
た
原
形
の
一
巻
を
武
田
氏
が
最
初
に
考
へ
ら
れ
た
や
う
に
、

「桜
人
」
に

擬
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
う
考
へ
る
と
現
存
の
物
語
は
そ
れ
自
身
の
う
ち

に
三
年
と
い
ふ
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
年
数
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
新

旧
年
立
は
こ
れ
を
少
女
以
前
の
巻
々
の
上
に
順
次
微
よ
せ
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
消
し
去
ら
う
と
す
る
。
即
ち
旧
年
立
は
三
年
を
そ
の
ま
ゝ
、
新
年
立
は
玉

髯
一と
少
女
と
を
重
ね
合
は
す

（前
者
は
三
四
・
五
才
、
後
者
は
三
三

・
四
・

五
才
）
こ
と
に
よ
っ
て
二
年
を
微
よ
せ
し
て
を
り
、
こ
ヽ
に
新
旧
年
立
の
間

に

一
年
の
差
が
生
れ
る
理
由
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て

氏
の
説
は
、
武
田
氏
の
説
を
新
た
な
観
点
か
ら
実
証
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、

大
き
な
相
異
を
い
へ
ば
、　
一
年
の
物
語
を
四
年
に
敷
行
し
発
展
さ
せ
た
と
す

る
こ
と
、
次
に
原
形
は

「桜
人
」
で
あ
る
が
、氏
は
そ
の
性
質
に
留
意
し
て
、

こ
ヽ
で
紫
上

。
玉
童
の
両
系
が
合
流
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
こ
と
、
更
に
若
菜

下
に
お
け
る
紫
上
の
三
七
才
を
算
定
の
基
準
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
後
記
挿

入
の
時
期
を
若
莱

。
柏
木
あ
た
り
成
立
以
後
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
等
で
あ
る
。
し
か
し
以
上
の
想
定
は
可
能
で
あ
ら
う
か
。
氏
の
構
論
は
新

旧
両
年
立
の
比
較
、

「並
」
の
観
念
を
介
在
さ
せ
て
の
新
年
立
に
対
す
る
反

駁
を
通
し
て
進
め
ら
れ
る
の
で
、
や
ヽ
多
岐
に
わ
た
っ
て
ゐ
る
が
、
要
は
記

年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
新
旧
及
び
氏
の
年
立
の
い
づ
れ
が

一
層
無

理
な
く
、
こ
の
物
語
の
含
む
す
べ
て
の
記
年
的
事
実
を
包
摂
し
う
る
か
、
と

い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
旧
年
立
に
つ
い
て
氏
は
、
上
編
で
前

者
の
合
理
主
義
に
対
し
て
後
者
の
実
証
性
を
賞
揚
さ
れ
な
が
ら
、
結
局
は
前

者
の
成
果
を
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
形
と
な
っ
て
を
り
、
合
理
性
、
実
証
性

の
意
味
も
曖
味
で
あ
る
。
両
年
立
の
優
劣
に
つ
い
て
は
諸
説
は
な
ほ
対
立
し

て
ゐ
る
（
縮
橋
枷
決
は
山
「雌

験

。院
韓
林
蜂
聘
詰
躙
臨

。と
謳
舷

「
学
ｒ
制
電
）が
ヽ

そ
れ
は
兎
も
角
、
氏
の
年
立
を
新
旧
の
そ
れ
以
上
に
困
難
に
す
る
理
由
、
即

ち
新
し
く
起
る
様
々
な
矛
盾
に
つ
い
て
は
叙
上
の
高
橋
、
秋
山
、
武
日
の
諸

氏
に
よ
っ
て
す
で
に
十
分
数

へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。

紫
上
の
年
齢
に
端
緒
を
提
へ
た
氏
の
考
察
も
、
中
世
以
来
留
意
さ
れ
て
き

た
年
立
上
の
疑
間
を
徹
底
的
に
追
究
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
紫
上

を
若
紫
で
十
才
と
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
す
で
に
問
題
は
あ
る
と
思
も
。
同
じ

巻
に
、
そ
の
母
を
記
し
て

「亡
せ
て
こ
の
十
年
あ
ま
り
に
や
な
り
侍
ら
む
」

と
あ
る
の
を
固
執
す
れ
ば
、
紫
上
は
少
く
と
も
十
才
以
上
と
見
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
し
、
紅
葉
賀
で
の
年
齢
も
十

一
才
と
限
る
必
要
は
な
く
、
氏
も
あ
る

個
所
で

「少
く
と
も
十

一
。
二
才
と
す
る
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
程
度
で
十
分

な
の
で
あ
る
。
こ
の
数
字
が

一
年
で
も
ず
れ
る
こ
と
は
直
ち
に
氏
の
結
論
に

ひ
ゞ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
年
立
が
玉
重
巻
に
い
ふ

「
二
十
才
ば
か

り
」
を
二
十
才
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
と
同
じ
無
理
を
強
ひ
る
も
の
で
あ

ら
う
。
こ
の
物
語
自
身
に
も
年
数
の
矛
盾
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
氏
の

言
は
れ
る
ほ
ど
で
は
な
く
ヽ
む
し
ろ
誤
診
は

一
・
二
年
は
前
後
に
動
き
う
る

や
う
な
含
み
を
も
つ
こ
の
物
語
の
記
年
表
現
を
、
強
ひ
て
一
定
年
次
こ
限
定

し
よ
う
と
す
る
年
立
作
者
の
手
続
の
方
に
あ
ら
う
と
思
ふ
。

氏
の
年
立
の
ひ
き
起
す
新
た
な
矛
盾
を
氏
自
身
、
若
菜
の
巻
に
ニ
ケ
所
指

摘
さ
れ
て
、
こ
れ
を
挿
入
後
の
修
正
と
説
明
さ
れ
る
点
も
、
も
し
修
正
の
観

念
を
導
入
さ
れ
る
な
ら
、
む
し
ろ
三
七
才
と
い
ふ
基
本
的
な
数
字
を
反
省
さ

れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
思
ふ
。
こ
の
点
宣
長
は

「
玉
の
小
櫛
三
人
々
の
年

立
」
で
周
到
に
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

次
に
氏
は
、
前
述
の
や
う
に
新
年
立
が
玉
童
と
少
女
と
を
重
ね
合
は
せ
、

玉
蔓
以
ド
十
帖
の
も
つ
三
年
の
た
る
み
を
消
去
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
、

こ
れ
は
玉
藁
を
少
女
の

「
並
」
化
し
て
、
古
来
の
伝
承
を
犯
し
た
も
の
と
厳

し
く
批
難
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
疑
間
で
あ
る
。
「並
」
の
伝
承
は
尊
重
す
べ
き
で

あ
り
、
最
近
の
成
立
論
議
こ
そ
そ
れ
を
深
く
思
は
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
の
意
味
は
何
で
あ
ら
う
か
。

「
同
じ
期
間
に
重
り
合
ふ
」
こ
と
は
若

紫
と
末
摘
花
、
澪
標
と
蓬
生

・
関
屋
の
場
合
の
如
く
、
並
の
み
に
見
ら
れ
る

事
実
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
並
の
意
味
そ
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
並
に
つ
い
て
は
、
氏
が
次
の
論
考

（
蹄
期
耐
錮
語
、

）
で
提
起
さ

れ
た
通
り
、
玉
髯
系
の
巻
々
を
紫
上
系
に
後
記
挿
入
す
る
に
当

っ
て
前
者
を

後
者

（
い
は
ゞ
本
系
）
か
ら
区
別
し
て
呼
ん
だ
も
の
と
す
る
の
が
、
恐
ら
く

現
在
で
は
最
も
包
括
的
な
解
釈
か
と
思
は
れ
る
が
、
そ
の
場
合
大
系
へ
の
結

び
つ
け
方
は
一
様
で
な
く
、
若
紫
や
澪
標
の
並
の
や
う
に
単
純
に
、
時
間
的

に
平
行
の
関
係
で
構
想
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
こ
の
玉
童
の
並
の
や
う
に

本
系
と
合
流
し
、
両
者
融
合
的
に
構
想
さ
れ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
あ

り
、
帯
木
の
並
の
如
き
は
ま
た
異
っ
た
形
式
を
も
っ
て
ゐ
た
か
と
思
ふ
。

（第
二
部
の
横
笛
の
並
は
継
起
の
関
係
に
あ
る
）。
　
こ
の
や
う
に
並
べ
方
が

多
様
な
形
式
を
と
る
と
す
れ
ば
、
玉
髯
あ
重
ね
合
は
せ
が
た
と
へ
年
立
上
無

理
な
解
釈
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
並
」
の
名
で
批
難
す
る
に
は
当
ら
な
い
。

両
巻
の
重
な
り
を
常
態
と
い
へ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
宣
長

の
績
述
す
る
や
う
に
そ
れ
は
や
は
り
正
し
い
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
六
条
院
の

叙
述
の
中
に
、
新
し
く
玉
質
を
登
場
さ
せ
る
そ
の
発
端
の
巻
と
し
て
の
構
想

上
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
処
置
で
あ
っ
た
か
と
思
は
れ
る
。

玉
童
以
下
十
帖
の
原
形
を

「桜
人
」
に
擬
せ
ら
れ
た
こ
と
も
、
次
の
梅

枝
・
藤
裏
葉
が
紫
上
系
な
の
で
あ
る
か
ら
、
玉
童
系
後
記
挿
入
説
を
前
提
と

す
る
以
上
、
穏
や
か
で
な
く
、
や
は
り
武
田
氏
が
後
に
欠
巻
Ｘ
と
訂
正
さ
れ

た
の
に
従
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
ま
た
も
し

「桜
人
」
が
原
形
で
あ
る
な
ら
、

精
粗
の
差
こ
そ
あ
れ
、
両
者
に
は
主
要
な
記
事
・
叙
述
の
重
複
が
あ
ら
う
か

ら
、
そ
れ
は
一
読
し
て
感
得
さ
れ
る
筈
で
あ
り
、
伊
行
が

「
こ
の
巻
は
あ
る

本
も
あ
り
、
な
く
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
な
ど
と
微
温
的
な
言
葉
を
挿
み
え
た

か
、
ま
た

「螢
が
次
に
あ
る
べ
し
」
な
ど
局
所
的
に
処
理
し
よ
う
と
し
て
怪

し
ま
な
か
っ
た
か
疑
は
し
く
思
ふ
。

「桜
ヽ
」
の
推
定
内
容
は
早
く
は
堀

部
正
三
氏

（報
ば
鱒
牡
い
文
マ

ま
た
池
田
博
士

「新
講
」
に
詳
し
い
が
、
そ

の
作
者
の
誰
か
は
間
は
ず
、
玉
彗
以
下
十
帖
に
属
じ
う
る
、
し
か
し
そ
れ
と

重
複
し
な
い
部
分
的
な
内
容
の
一
巻
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

叙
上
、
武
田
、
風
巻
両
氏
と
も
後
記
挿
入
説
を
と
っ
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
書



木
以
下
三
帖
と
異
り
、
こ
の
十
帖
に
は
、
た
と
へ
前
後
の
つ
ゞ
き
に
不
自
然

さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
もヽ
、少
女
の
内
容
は
よ
く
受
け
つ
が
れ
て
ゐ
る
し
、

後
帖
と
の
間
に
辞
旬
の
照
応
も
あ
る
の
で
、
あ
へ
て
こ
ゝ
に
欠
巻
を
仮
設
し

後
記
代
入
を
考
え
る
必
要
を
認
め
な
い
と
す
る
説
も
少
く
な
い
。
武
田
氏
に

〕一一『一中一一す〔「中一器一岬［至女（椰̈輌掏一̈一̈“『̈

ら
を
結
合
す
る
た
め
に
玉
葉
を
書
い
て
少
女
の
次
に
配
し
た
と
考
へ
ら
れ
て

ゐ
る
。
証
明
は
省
か
れ
て
ゐ
る
の
で
詳
論
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
兎
も

角
少
女
と
玉
登
と
の
つ
ゞ
き
に
は
問
題
が
伏
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
玉
髯

以
下
十
帖
と
紫
上
系
と
の
結
合
を
考
へ
る
た
め
に
重
要
な
問
題
点
の
い
く
つ

か
は
、
武
田
氏

「再
論
」
に
詳
し
く
列
挙
さ
れ
て
ゐ
る
。

・
以
上
に
よ
っ
て
、
源
氏
物
語
第

一
部
に
関
す
る
成
立
論
議
の
大
要
を
解
説

し
了
へ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
想
定
や
仮
設
―
―
紫
上
系

と
玉
童
系
、
後
者
の
後
記
挿
入
、
か
ゞ
や
く
日
の
宮
、
桜
人
ま
た
は
欠
巻
Ｘ

等
は
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
う
る
で
あ
ら
う
か
。
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ら
う
か
。
速
断
は
も
と
よ
り
許
さ
れ
な
い
が
、
も
し
か
り
に
す
べ

て
成
立
つ
と
す
れ
ば
ど
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ら
う
。

こ
の
場
合
、
ま
づ

つ
日
の
富
」
と
書
木
以
下
三
帖
と
に
つ
い
て
い
へ
ば
、

池
田
博
士
の
ほ
か
は
い
づ
れ
も

「
日
の
宮
」
の
消
失
を
故
意
の
も
の
と
見
て

ゐ
ら
れ
る
や
う
で
あ
り
、
玉
重
以
下
十
帖
と
桜
人
ま
た
は
欠
巻
Ｘ
と
の
関
係

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
そ
れ
は
次
の
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、源
氏
物
語
は
構
想
の
展
開
に
お
い
て
も
、

執
筆
順
序
に
お
い
て
も
現
形
の
巻
々
の
順
に
従
ふ
単
純
な
経
過
を
と
る
も
の

で
な
く
、
創
作
時
期
を
異
に
し
、
作
者
の
体
験
。
思
想
・
感
情
の
変
化
も
少

か
ら
ぬ
二
系
列
の
作
品
群
の
複
雑
な
結
合
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
こ
の
や
う
な
二
系
列
の
結
合
は
、
す
で
に
一
つ
の
意
志
に
よ
り
、
単

一
な

長
篇
的
構
想
の
下
に
統

一
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
部
以
下
は
こ

の
統

一
を
基
盤
と
し
て
成
長
し
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
物
語
の
第

一
部
に
お
い
て
、
た
と
へ
、
巻
々
の
つ
な

が
り
の
上
の
不
自
然
な
停
滞
、
短
篇
的
要
素
と
長
篇
的
要
素
と
の
不
調
和
な

交
錯
、
主
題
を
は
づ
れ
た
挿
話
の
偶
然
な
展
開
な
ど
と
い
ふ
作
品
の
品
位
に

か
ヽ
は
る
か
と
見
え
る
若
千
の
欠
陥
、
不
備
を
指
摘
し
う
る
と
し
て
も
、
そ

れ
ら
は
す
で
に
作
者

（統

一
者
）
に
よ
っ
て
許
容
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

現
形
は
そ
の
ま
ゝ
で
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
原
形
と
し
て
扱
ひ
う
る
こ
と
で

あ
る
。

（池
田
博
士
説
の
や
う
に
、
偶
然
の
理
由
に
よ
っ
て
消
失
し
、
補
ふ

す
べ
の
な
い
ま
、
に
現
形
に
至
っ
た
と
い
ふ
時
、
問
題
は
別
と
な
る
。
〉

し
か
し
こ
の
こ
と
こ
よ
っ
て
、
叙
上
の
成
立
論
議
が
無
意
味
に
な
る
こ
と

は
む
ろ
ん
な
い
の
で
あ
る
ｃ
や
は
り
、
ン」
の
や
う
な
欠
陥
、
不
備
と
目
さ
れ
る

も
の
が
、必
ず
し
も
古
代
物
語
に
本
来
の
様
式
で
あ
っ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、

ま
た
作
者
の
能
力
の
如
何
に
も
よ
ら
ぬ
、
む
し
ろ
種
々
の
偶
然
に
よ
っ
て
強

ひ
ら
れ
た
制
作
過
程
の
多
元
性
の
中
に
、
よ
り
多
く
基
い
て
ゐ
た
こ
と
が
立

証
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
稀
有
の
物
語
が
包
蔵
す
る
複
穀
さ
の
諸
性

質
を
究
明
す
る
、　
一
の
有
力
な
手
段
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
研
究
特
集
に
ち
な
ん
で
、
最
近
の
源
氏
物
語
研
究
の
動
向
を

紹
介
す
る
こ
と
を
す
ヽ
め
ら
れ
筆
を
執

っ
た
の
で
あ
る
が
、
忽
卒
の
こ
と

ヽ
て
わ
づ
か
に
成
立
論
に
と
ゞ
ま
り
、
し
か
も
解
説
と
も
批
評
と
も
つ
か

ぬ
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
址
づ
か
し
く
思
ふ
。
知
り
つ
ヽ
見
及
ば
な
か
っ

た
論
文
も
あ
る
が
、
私
の
最
も
曜
れ
る
の
は
、
誤
読
と
誤
解
と
の
上
に
立

っ
て
性
急
な
要
約
を
試
み
て
は
ゐ
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
諸
家
の

御
寛
恕
を
お
願
ひ
申
し
上
げ
る
。

（
二
七

・
四
。
一
五
）
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