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物

語

論

へ

の

視

点

一

王
朝
の
物
語
が
盛
ん
に
書
か
れ
だ
し
盛
行
す
る
に
つ
き
、
そ
れ
ら
の
物
語
が

ど
の
よ
う
な
成
立
の
基
盤
を
も

っ
て
い
た
か
。
前
代
か
ら
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ

な
が
ら
ど
の
よ
う
な
新
し
い
精
神
に
支
え
ら
れ
て
変
成
し
て
い
っ
た
の
か
。
個

々
の
作
品
を
越
え
て
の
時
代
の
流
れ
が
物
語
の
中
に
よ
み
と
れ
な
い
か
。
そ
の

よ
う
な
視
点
の
な
か
で
こ
の
論
を
す
す
め
て
み
た
い
。

す
で
に
、
前
代
か
ら
の
王
朝
物
語
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
昔
語
り
や
伝
承
文

学
等
の
関
係
か
ら
、
そ
の
影
響
史
を
中
心
と
し
て
種
々
考
え
ら
れ
て
き
た
ｏ
ま

た
、
個
々
の
作
品
の
中
に
お
け
る
文
学
性
や
そ
の
作
品
の
特
性
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
研
究
の
中
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

前
代
か
ら
の
も
の
に
ど
の
よ
う
な
新
し
い
要
素
が
加
わ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
新

し
い
文
学
の
動
き
と
し
て
成
長
し
て
い
く
の
か
と
い
う
面
か
ら
の
追
求
は
、
そ

れ
ほ
ど
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
当
時
の
人
々
が
物
語
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
こ
の
点
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
こ
の
間
い
に
答
え

る
柱
の
一
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
物
語
論
と
い
え
る
ほ
ど
の
議
論
が
展
開
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
断
片
的
な
が
ら
物
語
に
つ
い
て
の
論
及

伴

利

昭

が
作
品
の
中
で
孤
立
的
に
展
開
は
さ
れ
て
い
る
。
物
語
論
と
し
て
系
統
的
に
発

展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
物
語
は
か
く
あ
る
べ
し
の
論
は

一
見
脈
絡
の
な

い
中
に
散
見
す
る
。
当
時
の
も
の
言
い
の
中
に
物
語
論
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
形

に
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
新
し

い
時
代
の
文
学

へ
の

一
つ
の
共
通
す
る
足
並
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
過
去

の
伝
統
的
な
も
の
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
新
し
い
時
代
の
精
神
を
加
え
つ
つ
物
語

が
成
立
し
て
い
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
わ
た
く
し
は
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立

っ
て
当
時
の
作
品
の
中
に
み
ら
れ

る
物
語
へ
の
議
論
を
再
点
検
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
物
語
論
と

し
て
整
理
し
て
み
る
試
み
に
通
じ
る
と
も
思
う
の
で
あ
る
。

二

物
語
に
対
す
る
機
然
た
る
も
の
言
い
は
、
王
朝
作
品
の
中
で
は
『
源
氏
物
語
』

螢
の
巻
の
物
語
論
が
唯

一
と
言

っ
て
も
よ
い
。
今
こ
こ
で
紫
式
部
の
物
語
論
す

べ
て
を
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
の
論
点
を
抄
出
し
検
討
し
て

み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
紫
式
部
は
従
前
の
物
語
が
ど
の
よ
う
な
実
態
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て



は
、
次
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
に
め
づ
ら
か
な
る
人
の
上
な
ど
を
、
ま
こ
と
に
や
い
つ
は
り
に

や
、
言
い
集
め
た
る
中
に
も
、
わ
が
有
様
の
や
う
な
る
は
な
か
り
け
り
と
見

給
ふ
。
住
吉
の
姫
君
の
、
さ
し
ぁ
た
り
け
む
折
は
、
さ
る
も
の
に
て
、
今
の

世
の
お
ぼ
え
も
な
ほ
心
こ
と
な
め
る
に
、
主
計
頭
が
、
ほ
と
ほ
と
し
か
り
け

む
な
ど
ぞ
、
か
の
監
が
ゆ
ゆ
し
さ
を
思
し
准
へ
給
ふ
。
　
翁
源
氏
物
語
』

螢

の
巻
　
朝
日
古
典
全
書
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

源

「
あ
な
む
つ
か
し
。
女
こ
そ
物
う
る
さ
が
ら
ず
、
人
に
欺
か
れ
む
と
生

れ
た
る
も
の
な
れ
。
こ
こ
ら
の
中
に
ま
こ
と
は
い
と
少
か
ら
む
を
、
か
つ
知

る
知
る
、
か
か
る
す
ず
ろ
ご
と
に
心
を
移
し
、
は
か
ら
れ
給
ひ
て
、
暑
か
は

し
き
五
月
雨
の
、
髪
の
乱
れ
る
る
も
知
ら
で
、
書
き
絵
ふ
よ
」
と
て
、
笑
ひ

給
ふ
も
の
か
ら
、
ま
た
、　
源
「
か
か
る
世
の
故
事
な
ら
で
は
、
げ
に
何
を
か

紛
る
る
こ
と
な
き
つ
れ
づ
れ
を
な
ぐ
さ
め
ま
し
。
さ
て
も
こ
の
い
つ
は
り
ど

も
の
中
に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
、
つ
き
づ
き
し
く
続
け
た

る
。
は
た
、
は
か
な
し
ご
と
と
知
り
な
が
ら
、
い
た
づ
ら
に
心
動
き
、
ら
う

た
げ
な
る
姫
君
の
物
思
へ
る
見
る
に
、
か
た
心
つ
く
か
し
。

螢
の
巻
の
論
は
、
物
語
は
虚
で
あ
る
け
れ
ど
も
人
間
の
事
実
を
述
べ
る
も
の

だ
と
い
う
主
張
が
そ
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
核
心
に
言
い

及
ぶ
前
段
が
右
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
必
要
に
応
じ
て
整
理
す
る
と
、

従
前
の
物
語
は
女
の
つ
れ
づ
れ
を
慰
め
る
作
り
物
語
で
あ
る

（げ
に
何
を
か
紛

る
る
こ
と
な
き
つ
れ
づ
れ
を
な
ぐ
さ
め
ま
し
。
）
、
現
在
現
実
の
人
間
と
物
語

の
人
物
と
を
同

一
の
次
元
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

（主
計
頭
が
、
ほ

と
ほ
と
し
か
り
け
む
な
ど
ぞ
、
か
の
監
が
ゆ
ゆ
し
さ
を
思
し
准
へ
給
ふ
。
）
の

二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
式
部
自
身
の
物
語
に
対
す
る
考
え
方
は
、
主
と
し
て
自

ら
の
作
品

『
源
氏
物
語
』
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
虚
構
の
作
品
の
中
に
人
間

の
真
実
を
描
く
と
い
う
考
え
に
つ
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
物
語
の
実

態
は
、
そ
こ
ま
で
に
至
る
こ
と
な
く
女
、
子
供
の
心
を
遣
る
慰
み
も
の
に
と
ど

ま
る
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
作
品
で
あ
れ
、
こ
れ
を
受

け
と
め
る
に
、
現
実
の
人
間
と
作
品
上
の
人
間
と
を
同
じ
よ
う
に
扱
い
、
受
け

と
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
見
ら
れ
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
品

の
出
来
映
え
は
と
も
か
く
、
物
語
を
現
実
の
人
間
界
と
見
る
受
け
と
め
方
に
、

こ
の
時
代
の
特
性
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
昔
あ
っ
た
過
去
の
出
来
事

で
は
な
く
、
現
在
の
人
間
と
み
な
し
て
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

吉
岡
蹟
氏
は
、
物
語
の
草
子
地
を
検
討
さ
れ
、
物
語
を
語
る
作
者
の
位
置
が
、

「今
は
昔
」
の
「時
代
小
説
」
か
ら
、
冒
頭
ｏ
結
末
の
二
文
に
だ
け
あ
ら
わ
れ

る
た
て
ま
ぇ
に
変
化
し
、
源
氏
物
語
に
お
い
て

「今
は
昔
の
物
語
」
か
ら

「今

物
語
」
へ
、

「
時
代
小
説
」
か
ら

「
現
代
小
説
」
へ
と
転
換
し
た
と
論
証
せ
ら

れ
た
。
物
語
文
学
が
前
代
か
ら
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
新
し
い
展
開
を
し
、
熟

成
し
て
い
く
と
い
う
視
点
か
ら
し
て
興
味
あ
る
、
ま
た
首
肯
さ
れ
る
べ
き
論
考

で
あ
る
。
吉
岡
氏
は
、

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
と
い
う

「今
は
昔
」
に
準
ず

る
書
き
方
を
し
て
い
る
源
氏
物
語
を
草
子
地
か
ら
み
て

「
今
物
語
」
と
認
定
さ

れ
た
。
同
様
の
こ
と
は
、

「
今
は
昔
、
中
納
言
な
る
人
、
女
あ
ま
た
持
給
へ
る

お
は
し
き
」
で
は
じ
ま
り
、

「
音
の
阿
漕
は
今
は
典
侍
な
る
べ
し
。
典
侍
は
、

二
百
ま
で
生
け
り
と
か
や
。
」
で
お
わ
る

『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
も
同
様
の

事
情
で
あ
る
。
昔
語
り
の
語
り
の
形
式
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
内
容
が
現

代
小
説
の
書
き
ぶ
り
に
変
じ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
話
の
描
き
方
や
構
想

の
展
開
の
仕
方
の
中
か
ら
も
同
様
の
こ
と
が
窮
え
る
こ
と
を
か
つ
て
論
じ
た
こ

と
が
な
石
。
こ
こ
で
み
た
引
用
文
は
、
物
語
の
享
受
の
姿
勢
に
お
い
て
も
物
語

を
現
代
視
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

源

「
姫
君
の
御
前
に
て
、
こ
の
世
馴
れ
た
る
物
語
な
ど
、
な
読
み
聞
か
せ



給
ひ
そ
。
み
そ
か
心
つ
き
た
る
も
の
の
女
な
ど
は
、
を
か
し
と
に
は
あ
ら
ね

ど
、
か
か
る
こ
と
世
に
は
あ
り
け
り
、
と
見
馴
れ
給
は
む
ぞ
ゆ
ゆ
し
き
や
」

と
宣
ふ
も
、
こ
よ
な
し
、
と
対
の
御
方
開
き
給
は
ば
、
心
置
き
給
ひ
つ
べ
く

な
む
。
上
紫

「
心
浅
げ
な
る
人
ま
ね
ど
も
は
、
見
る
に
も
か
た
は
ら
い
た
く

こ
そ
。
空
穂
の
藤
原
の
君
の
女
こ
そ
、
い
と
お
も
り
か
に
は
か
ば
か
し
き
人

に
て
、
過
な
か
め
れ
ど
、
す
く
よ
か
に
言
ひ
出
で
た
る
し
わ
ざ
も
、
女
し
き

所
な
か
め
る
ぞ
、
ひ
と
や
う
な
め
る
」
と
宣
へ
ば
、
源
「
現
の
人
も
さ
ぞ
あ

る
べ
か
め
る
。
…
…

源
氏
は
、

「
世
馴
れ
た
る
物
語
」
を
む
す
め
の
教
育
に
よ
ろ
し
く
な
い
と
い

う
し
、
紫
上
は
、
空
穂
の
君
の
藤
原
の
女
を
自
ら
の
生
き
ざ
ま
に
照
ら
し
て
批

判
し
て
い
る
。

紫
式
部
の
虚
を
も

っ
て
実
を
表
す
と
い
う
理
論
は
今
日
に
も
通
用
す
る
考
え

方
で
も
あ
り
、
式
部
の
到
達
点
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
え
が

物
語
論
の
中
心
と
し
て
こ
の
時
代
に
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
式

部
個
人
の
ぬ
き
ん
出
た
理
解
の
高
さ
と
し
て
存
在
し
、　
一
般
化
す
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
一
こ
の
虚
実
の
論
の
前
段
に
展
開
せ
ら
れ
た
物

語
の
現
代
視
の
姿
勢
の
方
を
今
こ
こ
で
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

三

『
源
氏
物
〓
巴

の
成
立
後
、
そ
れ
よ
り
程
経
ぬ
鎌
倉
初
期
に
、
『無
名
草
子
』

は
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
物
語
評
論
を
展
開
し
て
い
る
。
王
朝
の
物
語
が
ど
の
よ

う
に
評
価
さ
れ
、
享
受
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
に
は
、
こ
の
草
子
を
ま
ず
第

一

特
蜘
句
耀
け
れ
け
】
ち
は
い
ｒ
動
婦
輪
歳
「
関
わ
り
か
ら
こ
の
草
子
の
批
評

つ

１
、
物
語
の
歌
人
的
認
識

０
物
語
の
興
あ
る
ふ
し
ぶ
し
は
、
そ
の
興
の
美
的
内
容
に
よ
っ
て
、

「
あ
は
れ

な
る
こ
と
」
「
い
み
じ
き
こ
と
」
「
い
と
ほ
し
き
こ
と
」
等
そ
の
種
類
は
異
な
る

が
、
そ
の
い
ず
れ
も
に
和
歌
を
充
て
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た

「
歌
よ
し
」
「
歌

わ
ろ
し
」
が
物
語
評
価
の
一
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
物
語
に
お
け
る

和
歌
の
重
視
に
強
い
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

０
物
語
は
言
葉
を
媒
体
と
す
る
文
学
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
言

葉
の
果
た
す
役
割
が
大
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

「言
葉

違
ひ
」
を
物
語
評
価
の
尺
度
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
位
置
づ
け
た
も
の
は
無

名
草
子
以
前
に
は
な
い
。
心
、
詞
、
姿
で
和
歌
を
把
え
る
歌
人
の
見
方
が
物
語

観
に
も
及
ん
で
い
る
結
果
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
み
た
。

２
、
物
語
の
場
面
的
言
及

物
語
の
趣
き
と
し
て
作
者
が
把
え
る

一
面
に
、

「
見
ど
こ
ろ
」
「
ふ
し
」
の

概
念
が
あ
る
。
両
者
に
広
狭
の
差
は
あ
る
が
、
物
語
を
全
体
と
し
て
見
る
の
で

は
な
く
、
孤
立
的
な
局
面
、
場
所
で
も

っ
て
享
受
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
は
無
名
草
子
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
平
安
朝
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る

認
識
の
方
法
を
う
け
継
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

３
、
物
語
の
全
体
的
認
識

無
名
草
子
の
人
物
論
は
、
登
場
人
物
の
人
格
、
人
間
性
を
論
ず
る
傾
向
が
つ

よ
く
、
断
片
的
な
言
動
で
論
ず
る
こ
と
は
少
な
い
つ
主
人
公
の
場
合
な
ど
物
語

全
般
を
通
じ
て
は
じ
め
て
人
間
性
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
点

を
論
じ
よ
う
と
す
る
態
度
は
物
語
の
全
体
的
な
把
握
の

一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
が
、
物
語
全
体
を
見
と
お
し
た

批
評
な
ど
な
い
当
時
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
な
り
に
評
価
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。



４
、
物
語
の
現
実
性
重
視

物
語
に
真
実
味
、
現
実
性
を
求
め
る
。

「
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
」
物
語
を
否
定

し
、
古
代
物
語
を
斥
け
よ
う
と
す
る
。
登
場
人
物
を
実
在
の
人
間
に
準
じ
て
受

け
と
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
つ
よ
い
。

こ
の
う
ち
３
と
４
に
つ
い
て
前
項
と
の
関
わ
り
で
も
う

一
度
み
て
お
き
た
い
。

『狭
衣
物
語
』
に
つ
い
て

『
無
名
草
子
』
作
者
は
、

「
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
ベ

き
こ
と
ど
も
」
と
し
て
い
く
っ
か
の
こ
と
を
挙
げ
、

「
ま
こ
と
し
か
ら
ず
」
と

し
て
難
し
て
い
る
。

「
ま
こ
と
し
か
ら
ず
」
は
現
実
味
、
真
実
味
を
欠
く
こ
と

を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
対
象
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
笛
の

音
に
よ
る
天
人
の
天
降
り
、
普
賢
菩
薩
の
示
顕
、
賀
茂
大
明
神
の
夢
の
告
、
斎

院
の
神
殿
鳴
動
、
大
将
の
即
位
の
五
つ
で
あ
る
。
前
の
四
つ
は
、
超
自
然
的
、

非
現
実
的
な
現
象
で
あ
り
、
古
い
物
語
や
伝
承
に
は
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
モ

チ
ー
フ
で
あ
る
。
最
後
の
狭
衣
大
将
の
即
位
は
、
古
代
の
出
来
事
で
は
な
く
現

在
の
事
象
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
理
り
を
欠
い
て
い
る
。
後
の
文
で
の
無
名

草
子
の
説
明
は
、
狭
衣
は
皇
孫
で
、
父
の
代
か
ら
姓
を
賜
わ
っ
た
身
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
人
物
が
帝
位
に
つ
く
こ
と
は
ぁ
り
得
な
い
。
源
氏
が
准
太
政
天
皇

に
な

っ
た
こ
と
を
真
似
た
設
定
で
あ
ろ
う
が
、
ぁ
ま
り
に
も
道
理
を
逸
し
て
い

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
物
語
に
真
実
味
、
現
実
味
を
求
め
、

「
ま
こ
と
し
か
ら
」
ぬ
物

語
を
否
定
し
、
古
代
的
物
語
を
し
り
ぞ
け
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
王
朝
の
物

語
の
展
開
の
軌
跡
を
も
暗
示
す
る
よ
う
で
興
味
深
い
こ
と
で
ぁ
る
。
源
氏
物
語

に
対
し
て
は
、
理
想
的
作
品
と
し
て
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
作
品
と
し
て
は
み
る
こ

と
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
作
り
物
で
あ
り
な
が
ら
も
現
実
に
存
在
す
る
世
界

の
よ
う
に
作
者
は
登
場
人
物
に
つ
い
て
批
評
を
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
は

「
め
で

た
き
人
」
「
好
も
し
き
人
」
「
い
み
じ
き
人
」
「
い
と
ほ
し
き
人
」
と
い
っ
た
主

観
的
好
悪
を
示
す
評
語
で
ま
と
め
な
が
ら
書
き
進
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
末

摘
花
が
好
も
し
き
人
だ
と
い
う
の
で
、
皆
さ
ん
は
私
を
憎
ま
れ
る
け
れ
ど
、
彼

女
が
心
強
く
源
氏
を
待
ち
、
遂
に
は
再
訪
を
得
る
と
こ
ろ
な
ど
何
と
も
す
ば
ら

し
い
と
い
う
。
作
者
自
身
の
好
み
を
前
面
に
出
し
た
判
断
で
、
主
観
的
批
評
に

止
ま
る
人
物
評
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
批
評
の
性
質
と
い
う
点
で
は
、
そ

の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
物
評
の
な
か
か
ら
い
く
つ
か
の
特
徴
が
よ
み

と
れ
る
。

一
つ
は
、

「
心
用
ゐ
」
と
か
、

「
心
ば
へ
」、

「
心
深
さ
」、

「
人
ざ
ま
」、

「
人
柄
」
と
い
っ
た
根
拠
で

人
物
評
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が

多
い
こ
と
で

あ
る
。
登
場
人
物
の
言
動
か
ら
気
だ
て
や
心
配
り
を
よ
み
と
り
、
作
者
の
好
悪

の
基
準
に
照
ら
し
て
批
評
し
て
い
く
。
作
者
と
同
じ
実
在
の
人
間
で
あ
る
か
の

よ
う
に
、
登
場
人
物
の
心
根
を
さ
ぐ
り
つ
つ
、
批
評
を
加
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
登
場
人
物
の
行
動
、
考
え
方
、
生
き
ざ
ま
を
、
作
者
の
立
場
で

非
難
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
源
氏
が
晩
年
に
女
三
の
宮

を
正
妻
に
迎
え
た
こ
と
、
ま
た
女
三
の
宮
と
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
柏
木
を
死
に

追
い
や
っ
た
こ
と
は
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
だ
と
難
じ
る
の
で
あ
る
。
女
三
の
宮
降

嫁
事
件
、
柏
木
密
通
事
件
が
源
氏
物
語
の
中
で
果
た
す
役
割
な
ど
考
慮
の
外
で
、

作
者
は
源
氏
の
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
、
生
き
方
を
間
う
の
で
あ
る
。
文
学
と

し
て
見
ず
に
、
人
間
批
評
を
な
そ
う
と
す
る
か
の
如
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
無
名
草
子
の
批
評
は
登
場
人
物
を
実
際
の
人
間
に
準
じ
て
考
え
、

自
ら
か
く
あ
れ
か
し
と
思
う
人
間
像
に
照
ら
し
て
評
す
る
人
物
論
と
で
も
い
え

よ
う
。

子
『
婦
は
一
”
は
¨
諄
れ
い
雪
嶽
観
瀧
”
れ
は
岬
』
嘲
郷
勘
嬬
貯
艘
件

・ 無
嚇
紳

視
と
い
う

一
つ
の
方
向
を
と
り
出
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
物
語
を
正
面
か
ら
論



じ
た
こ
の
二
つ
の
論
の
中
に
物
語
と
現
代
化
と
い
う
問
題
が
は
っ
き
り
と
提
示

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
を
、
作
り
物
語
が
登
場

す
る
段
階
で
最
も
大
き
な
パ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
な
し
た
も
の
、
伝
承
さ
れ
て
き
た

昔
物
語
に
対
す
る
新
し
い
時
代
の
側
か
ら
の
息
吹
と
し
て
注
目
し
て
み
た
い
。

た
と
え
ば
、

「
竹
取
物
語
』
の
根
幹
は
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
音
物
語
で
あ
っ
た

が
、
そ
う
し
た
昔
物
語
が
新
し
い
時
代
の
息
吹
の
中
で
姿
を
変
え
て
い
く
。
そ

の
一
つ
の
表
れ
と
し
て
現
代
化
、
個
性
的
な
も
の
の
付
与
と
い
う
形
を
と
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
な
か
で
昔
物
語
を
嘘
で
あ
り
、
荒
唐
無
稽
で
あ
る
、

と
す
る
見
方
が
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ら
ご
と
、

「
ま
こ
と
し
か

ら
ず
」
と
い
う
認
識
の
仕
方
が
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
落
窪
物
語
』
な
ど
も
、
継
子
い
じ
め
の
型
を
か
た
ち
と
し
て
は
借
り
て
い
る
。

し
か
し
、
新
し
い
、
当
代
の
構
想
み
た
い
な
も
の
が
、
草
子
地
の
中
に
出
て
く

る
。
現
代
的
な
主
題
性
が
新
た
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
看
ｏ
こ
の
よ
う
に
前
代

か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
、
新
し
い
時
代
の
精
神
と
し
て
付
け
加

っ
て
行
く
も
の

と
い
う
関
係
の
中
で
、

「
現
代
」
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
前
項
の
源
氏
物
語
螢
の
巻
の
論
、
こ
の
項
の
無
名
草

子
の
論
を
と
ら
え
て
み
た
い
。

四

次
に

『
枕
草
子
』
の
場
合
を
み
て
お
き
た
い
。
枕
草
子
の
中
で
物
語
に
つ
い

て
評
し
た
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

物
語
は
住
吉
。
う
つ
ぼ
。
殿
う
つ
り
。
国
ゆ
づ
り
は
に
く
し
。
む
も
れ
木
。

月
待

つ
女
。
梅
壺
の
大
将
。
道
心
す
す
む
る
。
松
が
枝
。
こ
ま
野
の
物
語
は
、

ふ
る
か
は
ほ
り
さ
が
し
出
で
て
持
て
行
き
し
が
を
か
し
き
な
り
。
も
の
う
ら

や
み
の
中
将
、
宰
相
に
子
生
ま
せ
て
、
か
た
み
の
衣
な
ど
乞
ひ
た
る
ぞ
に
く

き
。
交
野
の
少
将
。
　
公
一百

一
段
　
日
本
古
典
全
書
、
以
下
同
じ
）

こ
ま
野
の
物
語
は
、
な
に
ば
か
り
を
か
し
き
こ
と
も
な
く
、
こ
と
ば
も
古

め
き
、
見
ど
こ
ろ
お
ほ
か
ら
ぬ
も
、
月
に
む
か
し
を
思
ひ
出
で
て
、
虫
ば
み

た
る
か
は
ほ
り
取
り
出
で
て
、

「
も
と
見
し
こ
ま
に
」
と
い
ひ
て
た
づ
ね
た

る
が
、
あ
は
れ
な
る
な
り
。
…
…
交
野
の
少
将
も
ど
き
た
る
お
ち
く
ぼ
の
少

将
な
ど
は
を
か
し
。
昨
夜
、　
一
昨
日
の
夜
も
あ
り
し
か
ば
こ
そ
、
そ
れ
も
を

か
し
け
れ
。
足
洗
ひ
た
る
ぞ
に
く
き
。
き
た
な
か
り
け
む
。
…
…

（
二
百
七

十
六
段
）

右
に
つ
い
て
、
野
口
元
大
氏
が
、

こ
の
落
窪
も
、
き
き
の
も
の
う
ら
や
み
の
中
将
も
、
共
に
時
間
の
軸
に
そ

っ
て
展
開
さ
れ
る
プ
ロ
ッ
ト
が
問
題
に
さ
れ
ず
、
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

特
定
の
場
面
だ
け
が
、
を
か
し
と
も
憎
し
と
も
批
評
の
対
象
と
な

っ
て
い
る

の
は
特
徴
的
で
あ
る
」
翁
枕
草
子
の
源
泉
―
―
物
語
文
学
」
「
枕
草
子
講
座
』

所
収
）

と
説
か
れ
た
よ
う
に
、
あ
る
場
面
を
も
っ
て
物
語
を
把
え
て
い
る
点
が
ま
ず
注

意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
野
口
氏
は
更
に

「特
定
の
場
面
」
を

「
無
時
間
性
」
と

規
定
さ
れ
、

「無
時
間
的
な
る
が
故
に
永
遠
化
」
さ
れ
る
と
意
味
づ
け
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
が
、
わ
た
く
し
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
物
語
を
ど
の
よ
う
に
受
け

と
め
て
い
る
か
と
い
う
点
か
ら
、
物
語
受
容
史
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
加
え

て
お
き
た
い
と
思
う
。

こ
こ
に
物
語
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
殆
ど
の
作
品
が
今
日
伝
わ
ら
ず
、
場

面
、
興
趣
中
心
の
短
篇
作
品
も
存
在
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
宇

津
保
物
語
や
落
窪
物
語
は
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
長
篇
作
品
を

も
、
お
ち
く
ぼ
の
少
将
が
昨
夜
、　
一
昨
日
の
夜
に
続
い
て
雨
の
中
落
窪
姫
を
尋

ね
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
、
を
か
し
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
ま
野
の
物
語



は

『
月
に
む
か
し
を
思
ひ
出
で
て
、
虫
ば
る
た
る
か
は
ほ
り
取
り
出
で
て
、

『
も
と
見
し
こ
ま
に
』
と
い
ひ
て
た
づ
ね
た
る
」
が
あ
は
れ
だ
と
い
う
。
そ
の

評
価
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
清
少
納
言
は

「
見
ど
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
の
評
言
の
附
さ
れ
て
い
な
い
物
語
も
、
「
見
ど
こ
ろ
」

の
あ
る
物
語
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

「
見
ど
こ
ろ
」
が
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
筋
が
あ
り
、
登
場
人
物
の
人
生
が
あ

り
、
総
じ
て
時
間
継
起
的
な
物
語
を
、

「
見
ど
こ
ろ
」
と
い
う

一
断
面
で
も

っ

て
評
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
は
枕
草
子
約
二
百
段
中
の
一
部
で
あ
っ
て
、
他
の
段

々
と
も
も
ち
ろ
ん
か
か
わ
り
を
持

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
作
者
が
物
語
評
と

い
う
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
て
、
独
立
し
て
書
い
た

一
文
で
な
い
こ
と
は
自

明
の
こ
と
で
あ
る
。
枕
草
子
中
の
一
段
と
い
う
側
面
か
ら
も
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
見
ど
こ
ろ
の
一
端
を
考
え
て
み
る
に
、
た
と
え
ば
、
作
者
の
自

讃
め
い
た
段
は
、
自
分
自
身
が
を
か
し
と
思
う
と
こ
ろ
が
も
っ
と
も
端
的
に
顔

を
出
す
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
一
、
二
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

七
十
八
段
に
頭
中
将
斎
信
が
清
少
納
言
の
こ
と
を
誤
解
し
、
仲
違
い
の
折
、

文
を
お
く
っ
て
清
少
を
た
め
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
話

し
で
あ
る
か
ら
、
詳
細
は
省
く
が
、
頭
中
将
が

「蘭
省
花
時
錦
帳
下
　
末
は
い

か
に
、
末
は
い
か
に
」
と
言

っ
て
よ
こ
し
た
の
に
対
し
、

「
こ
れ
が
末
を
知
り

が
ほ
に
た
ど
た
ど
し
き
真
名
書
き
た
ら
む
も
い
と
見
苦
し
」
と
考
え
、
末
の
句

の

「
慮
山
雨
夜
草
庵
中
」
を
ふ
ま
え
、
か
つ
公
任
の
歌
を
借

，
用
い
て
、

「草

の
庵
を
た
れ
か
た
づ
ね
む
」
と
返
り
事
す
る
と
こ
ろ
が
眼
日
で
あ
る
。

「草
の

庵
云
々
」
の
句
の
内
容
そ
の
も
の
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
蘭
省
花
時

の
末
の
句
を

「
知
り
が
ほ
」
に
書
く
こ
と
を
さ
け
て
の
工
夫
が
す
ば
ら
し
い
。

こ
の
清
少
納
言
の
着
想
の
す
ば
ら
し
さ
に
人
々
は
感
嘆
し
、
頭
中
将
の
心
も
元

に
復
す
の
で
あ
る
。
枕
草
子
の
中
で
は
長
い
部
類
の
章
段
に
属
す
る
が
、
こ
の

段
の
要
諦
が
清
少
納
言
の
趣
向
、
機
智
に
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

二
十

一
段
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
、
の
段
の
場
合
は
ど
う
か
を
考
え
て
み
よ

う
。
こ
の
段
は
中
関
自
家
の
ま
だ
隆
盛
の
時
、
春
日
の
清
涼
殿
に
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
る
貴
紳
の
雅
び
や
か
な
生
活
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
清
少

納
言
の
面
目
を
お
こ
す
逸
話
が
語
ら
れ
る
。
中
富
が
硯
を
取
り
お
ろ
し
て
、

「
と
く
と
く
。
た
だ
思
ひ
ま
わ
さ
で
。
難
波
津
も
な
に
も
、
ふ
と
お
ぼ
え
む
こ

と
を
」
と
女
房
た
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
古
歌
を
書
く
よ
う
求
め
ら
れ
る
。
清
少
納

言
は

「
年
ふ
れ
ば
齢
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
も
の
思
ひ
も
な

し
」
と
い
う
歌
を

「
君
を
し
見
れ
ば
」
と
書
き
な
し
て
さ
し
出
す
と
、
中
宮
は

「
た
だ
こ
の
心
ど
も
の
ゆ
か
し
か
り
つ
る
ぞ
」
と
お
よ
ろ
こ
び
に
な
る
。

「
春

の
歌
、
花
の
心
」
な
ど
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
古
歌
を
書
き
連
ね
た
上
薦
の
後

で
、
た
だ

一
字

「
君
」
と
書
き
か
え
て
一
ふ
し
ひ
ね
つ
た
清
少
納
言
の
機
転
を
、

「
こ
の
心
ど
も
」
が
ゆ
か
し
か
っ
た
の
だ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
の
段
や

こ
の
段
に
み
え
る
よ
う
な
機
智
や
着
想
の
妙
に
清
少
納
言
は
得
手
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
、
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
清
少
納
言
が
も
て
は
や
さ
れ
る
場

を
、
ど
う
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

清
少
納
言
が
機
智
に
富
み
、
お
も
し
ろ
い
着
想
力
を
持

っ
て
い
た
と
述
べ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
清
少
個
人
の
特
性
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
の
人

々
に
喝
栄
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
も
注
意
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
る
。

七
十
八
段
で

「草
の
庵
を
た
れ
か
た
づ
ね
む
」
と
い
う
返
事
を
み
て
、
人
々
は

ど
よ
め
き
、
清
少
納
言
を

「
ど
う
し
て
立
派
な
人
物
と
思

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、

つ
ま
ら
ぬ
人
間
だ
」
と
ま
で
思

っ
て
い
た
頭
中
将
に
、

「
や
は
り
思
い
す
て
き

れ
な
い
す
ば
ら
し
い
人
だ
」
と
考
え
な
お
さ
し
て
い
る
。
人
々
は

「
先
々
に
、



語
り
伝
う
べ
き
こ
と
だ
」
と
い
い
、
天
皇
、
中
宮
に
ま
で
聞
こ
え
、
殿
上
人
た

ち
は
扇
に

「
草
の
庵
」
の
句
を
書
き
つ
け
て
い
る
と
い
う
。
大
変
な
さ
わ
ぎ
で

あ
る
。

二
十

一
段
の
場
合
、
中
宮
は

「君
を
し
見
れ
ば
」
の
歌
を
御
覧
に
な
っ
て
、

円
融
院
の
時
、
父
道
隆
の
同
じ
よ
う
な
例
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
い
ま
の
関
自
殿
、
三
位
の
中
将
と
き
こ
え
け
る
と
き
、
潮
の
満
つ
い

つ
も
のヽ
浦ヽ
の
い
つ
も
い
つ
も
君
を
ば
深
く
思、
ぉ
は
や
わ
が
ヽ
と
い
ふ
歌
の
末

を

「頼
む
は
や
わ
が
」
と
書
き
た
ま
へ
り
け
る
を
な
む
い
み
じ
う
め
で
さ
せ

た
ま
ひ
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
清
少
納
言
の
機
智
、
着
想
は
当
時
の
人
々
が
、
同
じ
よ
う
に

求
め
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
潮
流
と
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
も
趣
向
、
着
想
が
大
き
な

意
味
を
も

っ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
頃
三
舟
の
才
と
し
て
き

こ
え
る
公
任
の
逸
話
の
歌
を
考
え
て
み
て
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
大
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
当
代
二
流
の
人
々
を
集
め
た
三

船

（作
文
の
船
、
管
絃
の
船
、
和
歌
の
船
）
の
遊
び
で
、
公
任
は
和
歌
の
舟
を

選
ん
で
乗
り
、
次
の
歌
を
詠
ん
だ
。

を
ぐ
ら
山
あ
ら
し
の
風
の
さ
む
け
れ
ば
も
み
ぢ
の
に
し
き
著
ぬ
人
ぞ
な
き

（
拾
遺
集
』
で
は
初
旬

「
朝
ま
だ
き
じ

『大
鏡
』
は
こ
の
歌
に
つ
い
て

「申
し
う
け
た
ま
へ
る
か
ひ
あ
り
て
、
あ
そ

ば
し
た
り
な
」
と
評
し
て
い
る
が
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
す
ば
ら
し
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
小
倉
山
や
嵐
山
か
ら
風
に
吹
き
お
ろ
さ
れ
る
紅
葉
が
舟
遊
び
の
人
々

に
ち
り
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
景
観
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
、
人

々
に
ち
り
か
か
る
紅
葉
を

「
も
み
ぢ
の
に
し
き
音
る
」
と
発
想
し
、
趣
向
し
た

と
こ
ろ
が
、
第

一
の
手
柄
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
紅
葉
の
ち
り
か
か
る
光
景
を
土

台
と
し
な
が
ら
そ
れ
を

「
も
み
ぢ
の
に
し
き

（を
）
著
る
」
と
見
た
て
る
と
こ

ろ
が
な
か
な
か
し
ゃ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
見
立
て
や
着
想
に
腐
心
す
る
と
こ

ろ
は
、
先
に
み
た
清
少
納
言
の

「草
の
庵
」
や

「
君
を
し
見
れ
ば
」
の
苦
心
に

も
通
じ
て
い
る
意
識
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

「草
の
庵
」
の
句
を
聞
い
て
、
大

き
わ
ぎ
の
感
心
を
す
る
富
延
人
士
の
姿
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
意
識
は
単
な
る

和
歌
の
技
法
上
の
問
題
で
は
な
く
、
物
の
見
方
、
考
え
方
に
ま
で
か
か
わ
っ
て

い
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、

「
見
ビ
こ
ろ
」
を
も
っ
て
物
語
を
み
よ
う
と
す
る

考
え
方
に
通
じ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
時
代
の
精
神
の
反

映
と
い
う
側
面
を
も
有
し
て
い
る
。

五

『枕
草
子
』
の

「
見
ど
こ
ろ
」
の
輪
は
、

『
無
名
草
子
」
に
も
受
け
継
が
れ

て
い
る
。

「
見
ど
こ
ろ
」
の
具
体
的
な
中
味
は
異
な
る
が
、
と
ら
え
方
は
同
じ

で
あ
る
。

『無
名
草
子
』
の
源
氏
物
語
巻
々
の
論
で
は
、
ど
の
巻
が

「
す
ぐ
れ

て
心
に
し
み
て
め
で
た
く
お
ほ
ゆ
る
」
か
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、

「夕
顔
」
は

「
一
筋
に
あ
は
れ
に
心
苦
し
き
巻
に
て
侍
る
め
り
」
と
評
す
る
。

そ
の

「
あ
は
れ
に
心
苦
し
」
と
い
う
作
者
の
印
象
は
巻
全
体
か
ら
受
け
る
印
象

を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
が
、
他
の
巻
の
記
述
を
見
る
と
、

「
見

ど
こ
ろ
」
と
い
う
あ
る
場
面
の
印
象
が
評
価
の
中
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

④

「帯
木
」
の
雨
夜
の
品
定
め
、
い
と
見
ど
こ
ろ
多
く
侍
る
め
る
。

（新

潮
日
本
古
典
集
成
２５
頁
）

０

「
若
菜
」
の
上
下
、
い
と
う
る
さ
き
こ
と
ど
も
あ
れ
ど
、
い
と
多
く
て
、

見、
ど、
こ、
ろ、
あ
る
巻
な
り
。

（％
頁
）



い

「野
分
」
の
朝
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
、
艶
に
を
か
し
き

こ
と
多
か
れ
。

（２６
頁
）

右
の
如
く
、

「
見
ど
こ
ろ
」
と
い
う
視
点
で
巻
の
中
味
を
お
さ
え
て
い
る
。

巻
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず

「
見
ど
こ
ろ
」
と
い
う
興
あ
る
場
面
を
基
準

と
し
、
そ
の
印
象
の
つ
み
重
ね
が
巻
を
評
す
る
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
少
く
と
も
、

「
見
ど
こ
ろ
」
あ
る
こ
と
が
肝
要
な
る
こ
と
と
作
者
は

考
え
て
い
る
と
い
え
る
。
で
は
、
そ
の

「
見
ど
こ
ろ
」
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の

も
の
か
、
次
の
例
で
み
て
み
よ
う
。

「賢
木
」
、
伊
勢
の
御
出
立
の
ほ
ど
も
艶
に
い
み
じ
。
院
か
く
れ
さ
せ
給

ひ
て
の
ち
、
藤
壺
の
宮
、
さ
ま
か
へ
給
ふ
ほ
ど
な
ど
、
あ
は
れ
な
り
。

「
須

磨
」
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
巻
な
り
。
京
を
出
で
給
ふ
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
、
旅

の
住
ひ
の
ほ
ど
な
ど
、
い
と
あ
は
れ
に
こ
そ
侍
れ
。

「
明
石
」
は
、
浦
よ
り

浦
に
浦
伝
ひ
給
ふ
ほ
ど
。
ま
た
、
浦
を
離
れ
て
京
へ
お
も
む
き
給
ふ
ほ
ど
。

（２５
頁
）

巻
々
の
論
に
お
け
る
記
述
の
仕
方
か
ら
み
て
、

「
見
ど
こ
ろ
」
に
あ
た
る
も

の
は
、

「賢
木
」
で
は
六
条
御
息
所
の
伊
勢
出
立
、
藤
壺
の
出
家
、

「須
磨
」

で
は
源
氏
の
離
京
、
旅
住
い
、

「
明
石
」
で
は
明
石
へ
の
浦
伝
い
、
帰
京
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
巻
の
中
の
一
つ
の
場
面
、　
一
つ
の
話
し
で
あ
っ
て
、
巻
全
体
か

ら
す
れ
ば
、　
一
部
分
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
伊
勢
出
立
や
源
氏
離
京
の
場
面
は
も

ち
ろ
ん
時
間
の
経
過
を
含
む

一
ま
と
ま
り
の
話
し
で
あ
る
が
、
巻
全
体
か
ら
み

れ
ば
、
や
は
り

一
つ
の
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ

る
。
全
体
を
総
括
的
に
把
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
部
分
に
焦
点
を
あ
て
て
考

え
よ
う
と
す
る
の
が
、

「
見
ど
こ
ろ
」
の
姿
勢
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し

「
ふ
し
ぶ
し
」
は
よ
り
場
面
的
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
を
含
ま

ぬ
空
間
的
な
も
の
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
あ
は
れ
に
も
、
め
で
た
く
も

心
に
し
み
て
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
ら
む
ふ
し
ぶ
し
、
仰
せ
ら
れ
よ
」
と
い
う
問
い

に
対
し
、
次
々
と
興
あ
る
ふ
し
を
挙
げ
て
い
く
が
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に

い
う
。葵

の
上
の
失
せ
の
ほ
ど
の
こ
と
も
、
ぁ
は
れ
な
り
。
御
わ
ざ
の
夜
、
父
大

臣
の
間
に
迷
ひ
給
へ
る
な
ど
、
こ
と
わ
り
に
あ
は
れ
な
り
。
鈍
ば
め
る
御
衣

を
奉
り
換
ふ
と
て
、
我
、
先
立
た
ま
ひ
し
か
ば
、
深
く
染
め
給
は
ま
し
、
な

ど
お
ぼ
し
て
、

限
り
あ
れ
ば
薄
墨
衣
浅
け
れ
ど
涙
ぞ
袖
を
淵
と
な
し
け
る

と、
詠、
か
給、
ふ、
所、。

ま
た
、
風
荒
ら
か
に
吹
き
、
時
雨
う
ち
し
け
る
ほ
ど
に
、
涙
も
あ
ら
そ
ふ

心
地
し
て
、

「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
け
む
、
今
は
知
ら
ず
」
と
独
り
ご
ち

給
ふ
に
、
頭
中
将
参
り
て
、

見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
井
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く
ら
す
か
な

と
あ
る
所

（
４２
頁
）

右
の

「
葵
の
上
の
失
せ
の
ほ
ど
の
こ
と
」
は
、
葵
の
上
の
葬
送
の
話
し
を
さ

す
の
で
ぁ
る
か
ら
、
時
間
の
経
過
を
含
む
、
い
わ
ば

「
見
ど
こ
ろ
」
と
称
し
て

よ
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
心
に
し
む
ふ
し
と
し
て
、

「
…
…
と
詠
み

給
ふ
所
」
「
…
…
と
ぁ
る
所
」
と
限
定
さ
れ
る
場
面
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。　
引

用
は
省
略
し
た
が
、

「
葵
の
上
の
失
せ
」
の
場
合
に
つ
い
て
は
全
部
で
六
カ
所

の
場
面
を
と
り
あ
げ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
、
あ
る
特
定
の
一
場
面
を
さ
し
て

い
る
。

「
見
ど
こ
ろ
」
が

一
ま
と
ま
り
の
話
し
、
場
面
で
あ
る
の
に
対
し
、

「

ふ
し
ぶ
し
」
は
よ
り
細
か
な
、　
一
場
面
を
さ
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

「
ふ
し
」
が
集
ま
っ
て
一
つ
の

「
見
ど
こ
ろ
」
と
な
り
、

「
見
ど
こ
ろ
」

が
集
ま
っ
て
一
つ
の
巻
と
な
る
と
い
う
関
係
で
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ
い
。
源
氏
物
語
巻
々
の
論
で
は

「
見
ど
こ
ろ
」
を
中
心
に
批
評
さ
れ
、
そ
の



「
見
ど
こ
ろ
」
は
ふ
し
ぶ
し
の
論
に
お
い
て
、
特
定
の
場
面
々
々
で
評
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
に
と
っ
て
、

「
こ
と
の
趣
き
」
が
肝
要
だ
と
す
る
作

者
の
考
え
は
、
こ
の
よ
う
な
場
面
中
心
的
な
形
を
と
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

｛ハ

『
源
氏
物
語
」
と

『
無
名
草
子
』
に
み
ら
れ
た
、
登
場
人
物
を
実
在
す
る
人

物
と
し
て
受
け
と
め
る
方
法
や
、

『
枕
草
子
』
『
無
名
草
子
』
の

「
見
ど
こ
ろ
」

論
は
、
物
語
の
現
代
化
と
で
も
い
う
べ
き
点
で
通
じ
て
い
る
。
昔
語
り
を
聞
く

姿
勢
と
は
よ
ほ
ど
違

っ
て
く
る
。
ま
た
そ
こ
に
新
し
い
時
代
の
反
映
が
認
め
ら

れ
る
と
い
え
る
し
、
そ
の
よ
う
な
論
理
が
不
十
分
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
様

子
は
、
物
語
論
の
一
つ
と
し
て
よ
み
解
く
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

も
ち
ろ
ん
物
語
論
と
し
て
は
、
こ
れ
以
外
の
問
題
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
ば

『竹
取
物
語
」
や

『伊
勢
物

語
』
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
見
、
位
置
づ
け
る
か
と
い
っ
た
問
題
も
出
て
こ
よ
う

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
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冒
頭
」

（２
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―


