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宮
中
管
弦
の
遊
び
場
面
の
ヴ
ア
リ
ア
ン
ト

―
―
『狭
衣
物
語
』
異
文
の
形
態
学
的
研
究
―
―

『狭
衣
物
語
』
巻

一
で
、
天
稚
御
子
天
下
り
事
件
の
原
因
と
な

っ
た
宮
中
管

弦
の
遊
び
の
場
面
は
、
各
系
統
の
本
文
が
は
っ
き
り
と
対
立
の
様
相
を
見
せ
る

箇
所
で
あ
る
。
三
谷
栄

一
氏
は

「狭
衣
物
語
巻

一
天
稚
御
子
天
降
り
の
段
の
前

哨
場
面
に
つ
い
て
―
―
享
受
者
に
よ
る
改
変
の
問
題
か
ら
み
て
―
―
」
翁
国
学

院
雑
誌
』
昭
和
五
九
年
七
月
）
に
お
い
て
こ
の
箇
所
の
四
系
統
の
本
文
を
検
討

さ
れ

「第
二
。
三
四
系
統
は
第

一
系
統
の
後
の
改
悪
」
「第
二

・
四
系
統

は
、

ど
の
点
か
ら
み
て
も
、
混
乱
と
重
複
が
見
え
て
、
古
い
系
統
と
考
え
る
こ
と
は

到
底
不
可
能
」
と
結
論
さ
れ
た
。
各
系
統
本
文
間
の
先
後

・
善
悪
の
関
係
に
つ

い
て
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
三
谷
氏
が
こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
説
い
て
こ
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
氏
の
長
年
わ
た
る
精
力
的
な
本
文
研
究
は

『狭
衣
物

語
』
研
究
者
の
間
で
は
一
定
の
評
価
を
得
て
お
り
、
氏
の
説
を
支
持
す
る
向
き

も
多
い
。
第

一
系
統
本
が
そ
れ
な
り
の
読
み
に
堪
え
得
る
本
文
を
有
し
て
い
る

こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
私
も
こ
の
こ
と
を
評
価
す
る
観
点
か
ら
諸
本
の
本
文
に

つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
湾
、

そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
第

一
系
統
本
が
必
ず

し
も
三
谷
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
信
頼
の
置
け
る
鉢
珠
的
な
本
文
で
な

い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
卑
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら

一
連
の

『狭
衣
物
語
』
本
文
研
究
に
共
通
す
る
私
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
は
、
「
た
だ

一
つ
の
原
本
文
だ
け
が
合
理
的
な
善
い
本
文
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
外
は
み
な
粗

片

岡

禾J

博

悪
な
末
流
本
文
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
捉
え
方

で
は
、
『狭
衣
物
語
』

の
本

文
異
同
は
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
う
し

た
観
点
か
ら
巻

一
の
官
中
管
弦
の
遊
び
の
場
面
の
本
文
異
同
を
再
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
観
点
の
妥
当
性
を
再
確
認
し
た
い
と
思
う
。

宮
中
か
ら
召
し
が
あ

っ
て
狭
衣
中
将
が
参
内
す
る
と
、
広
廂
に
若
い
上
達
部

た
ち
が
集
ま
っ
て
お
り
、
帝
か
ら

「今
夜
は
全
員
が
得
意
な
楽
器
を
そ
れ
ぞ
れ

独
奏
し
て
間
か
せ
よ
」
と
の
柳
義
が
あ

っ
た
。
春
宮
も
そ
れ
に
興
味
を
示
さ
れ
、

各
人
に
楽
器
が
あ
て
が
わ
れ
た
。

そ
の
後
に
続
く
本
文
を
、
ま
ず
古
活
字
本

（第
四
系
統
）
で
示
す
。
論
述
の

都
合
上
、
文
章
を

（
Ａ
）～
（
Ｌ
）
に
分
節
し
た
。
分
節
に
際
し
、
（
Ｂ
）
～
（
Ｋ
）

の
各
部
分
に
は

一
つ
ず
つ
会
話
文
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。

（
Ａ
）
た
だ
今
の
い
み
じ
き
物
の
上
手
な
る
べ
し
。
（
Ｂ
）
「
お
の
お
の
、
今

宵
、
こ
の
音
ど
も
、
手
を
尽
く
し
て
聞
か
せ
よ
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
、

（
Ｃ
）
誰
も
、
コ

つ
に
か
き
混
ぜ
て
こ
そ
、
あ
や
し
さ
も
紛
ら
は
し
て
つ
か

う
ま
つ
ら
め
。
い
と
わ
り
な
き
わ
ざ
か
な
」
と
、
つ
か
う
ま
つ
り
に
く
く
わ



び
給
ふ
中
に
も
、
（
Ｄ
）
中
将
は
、
「
よ
ろ
づ
の
事
よ
り
も
、
さ
ら
に
戯
れ
に

も
真
似
び
侍
ら
ぬ
も
の
を
」
と
奏
し
給
ふ
を
、
（
Ｅ
）
「
た
だ
、
そ
の
知
ら
ざ

ら
む
事
を
、
今
宵
始
む
べ
き
な
り
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
（
Ｆ
）
「
教
あ
る

人
だ
に
侍
ら
ば
、
辿
る
辿
る
も
つ
か
う
ま
つ
る
べ
き
に
こ
そ
は
。
お
の
お
の

手
を
尽
く
し
給
は
む
中
に
、
た
ど
た
ど
し
う
始
め
侍
ら
む
は
、
げ
に
類
ひ
な

き
世
の
た
め
し
に
や
な
り
侍
ら
む
」
と
て
、
こ
と
の
ほ
か
に
手
も
触
れ
給
は

ね
ば
、
（
Ｇ
）
「
い
と
か
ば
か
り
の
心
ば

へ
と
は
思
は
ず
こ
そ
あ
り
け
れ
。
年

来
、
お
と
ど
の
思
ひ
た
る
に
も
劣
ら
ず
こ
そ
思
へ
。
か
ば
か
り
の
事
を
だ
に

言
ふ
ま
ま
な
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
ま
い
て
推
し
量
ら
れ
ぬ
。　
よ
し
よ
し
言

は

じ
」
と
ま
め
立
た
せ
給
ふ
に
、
い
と
わ
び
し
く
て
、
か
し
こ
ま
り
て
、
（
Ｈ
）

取
り
寄
せ
給
ひ
て
、
「物
に
混
ぜ
つ
つ
お
の
づ
か
ら
形
の
や
う
に
真
似
び
候

ひ
な
む
。　
一
人
は
い
と
わ
り
な
き
わ
ざ
か
な
」
と
、
悩
め
る
気
色
の
を
か
し

さ
に
ぞ
、
恨
み
果
て
さ
せ
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
御
覧
じ
け
る
。
（
Ｉ
）
異
人

々
も
、
「
な
か
な
か
心
異
な
る
べ
き
夜
の
御
遊
び
」
と
心
繕
ひ
し
つ
つ
、
と

み
に
手
も
触
れ
給
は
で
、
（Ｊ
）
「中
将
の
四
五
の
才
ば
か
り
に
だ
に
候
は
ぬ

物
の
音
を
、
紛
れ
な
く
弾
き
あ
ら
は
し
侍
ら
む
面
恥
づ
か
し
さ
よ
。
よ
ろ
づ

の
人
の
代
は
り
に
、
琴
を
替

へ
つ
つ
仕
う
ま
つ
ら
せ
ば
や
」
と
権
中
納
言
奏

し
給

へ
ば
、
（
Ｋ
）
ヨ

つ
を
だ
に
さ
ば
か
り
心
ご
は
か
ら
む
に
、
ま
い
て
人

の
代
り
は
す
べ
く
も
あ
ら
ざ
め
り
」
と
で
責
め
さ
せ
給

へ
ば
、
（
Ｌ
）
お
の

お
の
心
繕
ひ
い
た
く
し
て
弾
き
出
で
た
る
物
の
音
ど
も
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。

（第
四
系
統

。
古
活
字
本

。
古
典
資
料
類
従
の
影
印
に
よ
り
、
私
に
表
記
を

改
め
た
）

そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
会
話
文

の
話
主
は
、
（
Ｂ
）
帝
、
（
Ｃ
）
全
員
、
（
Ｄ
）

狭
衣
、
（
Ｅ
）
帝
、
（
Ｆ
）
狭
衣
、
（
Ｇ
）
帝
、
（
Ｈ
）
狭
衣
、
（
Ｉ
）
他
の
人
々
、

（Ｊ
）
権
中
納
言
、
（
Ｋ
）
帝
と
な
っ
て
お
り
、
帝
と

一
座

の
人

々
と
の
間
で

「
や
れ
」

「
や
れ
ぬ
」
の
押
し
問
答
が
繰
ヶ
広
げ
ら
れ
る
展
開
に
な

っ
て
い

る
。
な
お
、
三
谷
氏
が
第
四
系
統
と
区
別
し
て

「第
三
系
統
」
と
さ
れ
た
本
文

で
も
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
古
活
字
本
本
文
と
の
間
に
は
と
ん
ど
異
同
は
な

い
の
で
、
以
下
、
特
に
区
別
す
る
必
要
の
な
い
限
り
、
第
三

・
第
四
系
統
本
を

一
括
し
て

「
流
布
本
」
と
し
、
そ
の
本
文
を
古
活
字
本
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
に

す
る
。

い
っ
ぼ
う
、
後
の
改
作
と
さ
れ
る
第
二
系
統
本
文

（為
家
本

・
古
典
楽
英
の

影
印
に
よ
る
）
を
流
布
本
本
文
に
校
合
し
て
み
る
と
、
第
二
系
統
本
文
で
は
各

部
分
の
措
辞
が
総
し
て
簡
略
に
な

っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
（
Ｃ
）
（
Ｆ
）
（
Ｇ
）

に
相
当
す
る
部
分
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
流
布
本
で
は

一
座
の
全
員
が
加
わ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た

（
Ｂ
）
～
（
Ｉ
）
に
い
た
る
押
し
間

答
が
、
第
二
系
統
本
で
は
帝
と
狭
衣
中
将
と
の
間
答
に
焦
点
が
絞
ら
れ
、
そ
の

回
数
も
約
半
分
程
度
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
こ
は
押
し
間
答
の
様
子
を
直
接
話
法
の
形
で
描
写
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
か

ら
、
間
答
の
回
数
が
多
く
て
も
少
な
く
て
も
叙
述
の
展
開
の
あ
り
よ
う
に
は
大

き
な
違
い
は
生
じ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
が
、
第

一
系
統
本
の
場
合
は
、
こ
こ
の
叙
述
の
展
開
の
あ
り
よ
う
が

流
布
本
や
第
二
系
統
本
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な

っ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
第

一
系
統
本
文
を
、
い
ま
、
内
閣
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
日
本
古
典
文
学

大
系

（
昭
和
四
〇
年
九
月
発
行
の
初
版
に
よ
る
）
に
よ

っ
て
次
に
示
し
て
み
る
。

な
お
、
第

一
系
統
本
文
は
各
部
分
の
措
辞
が
流
布
本
や
第
二
系
統
本
と
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
叙
述
内
容
の
共
通
性
に
着
目
し
て
、
流
布

本
の

（
Ａ
）
に
対
応
す
る
部
分
に
は

（
ａ
）、
（
Ｂ
）
に
対
応
す
る
部
分
に
は

（
ｂ
）
と
い
う
ふ
う
に
、
小
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
振

っ
て
お
く
。



（
ａ
）
只
今
の
名
高
き
上
手
ど
も
な
る
べ
し
。
（
ｂ
）
「
を
の
ノ
ヽ
、
今
宵
の

音
ど
も
、　
一
人
づ
つ
手
を
尽
す
べ
き
な
り
。
少
し
も
惜
し
ま
ん
人
は
、
や
が

て
恨
み
ん
」
な
ど
の
給
は
す
。
（
ｃ
）
「
は
か
ス
ヽ
し
か
ら
ね
ど
、
を
の
ノ
ヽ

紛
れ
て
、
を
の
づ
か
ら
お
か
し
く
も
聞
え
侍
る
を
、人
逃
げ
な
ば
、
な
か
ノ
ヽ

な
る
、
事
の
咎
に
や
な
り
給
は
む
。

（ｊ
）
源
中
将
そ
れ
が
し
の
朝
臣
の
、

一
人
し
て
よ
ろ
づ
の
事
を
仕
う
ま
つ
り
侍
て
、
き
こ
し
め
す
べ
き
な
り
」
と
、

権
中
納
言
の
奏
し
給

へ
ば
、
（
ｋ
×

一
こ
と
を
だ
に
、
さ
ば
か
り
心
強
か
ら
む

に
、
ま
し
て
人
の
代
り
ど
も
よ
も
せ
じ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
責
め
さ
せ
給

へ

ば
、
（
ｄ
）
中
将
は
、
「
い
と
あ
ぢ
き
な
き
所
望
を
も
し
給
か
な
。
か
や
う
の

こ
と
は
、
を
の
づ
か
ら
隠
れ
候
は
ず
。
此
方
に
は
、
堪
え
ず
や
侍
る
ら
ん
。

す
べ
て
、
大
殿
な
ど
、
す
こ
し
も
教
う
る
こ
と
侍
ら
ず
。
ま
し
て
、
笛
は
、

い
か
に
思
は
る
ゝ
に
や
、
戯
れ
に
て
も
吹
き
鳴
ら
す
物
と
も
、知
ら
ず
な
む
」

と
て
、
む
げ
に
あ
る
ま
じ
き
由
を
奏
し
給

へ
ば
、
（
ｅ
）
「
い
で
、
何
か
。
そ

の
う
ち
ノ
ヽ
の
こ
と
ど
も
も
、
み
な
聞
き
た
り
。
ま
だ
知
ら
ぬ
事
な
り
と
も
、

今
宵
始
め
て
、
わ
れ
、
な
ら
は
さ
む
」

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、

（
ｆ
）
「
を
の

ノ
ヽ
手
を
尽
し
た
ら
ん
中
に
、
ま
だ
知
ら
ぬ
笛
の
音
は
、
様
異
な
る
べ
き
わ

ざ
か
な
」
と
て
、　
手
も
触
れ
給
は
ず
、　
殊
の
外
な
る
気
色
な
れ
ば
、
（
ｇ
）

「
い
は
け
な
か
り
つ
る
よ
り
、
大
殿
の
け
し
き
に
も
劣
ら
ず
こ
そ
、
思
ひ
つ

れ
。
か
ば
か
り
の
事
を
だ
に
言
ふ
こ
と
聞
か
ね
ば
、
「
ま
い
て
」
と
、
よ
ろ

づ
推
し
量
ら
れ
ぬ
。
よ
し
よ
し
言
は
じ
」
と
て
、
ま
め
だ
ち
給

へ
ば
、
化
し

く
て
畏
ま
り
給

へ
り
。
（
ｈ
）
さ
て
笛
は
取
り
給

へ
ど
、
た
ど
ノ
ヽ
し
げ
に

も
て
悩
み
、
「
知
ら
ず
な
が
ら
も
、
物
に
交
ぜ
て

（
は
）、
い
か
ヾ
候
は
ん
。

ま
こ
と
し
く
わ
り
な
き
仰
言
な
れ

（ば
ど

と
、
い
た
う
悩
め
る
気
色
を
か

し
さ
に
こ
そ
、
え
恨
み
は
て
給
ま
じ
か
り
け
れ
。
（
・・
）
異
人
々
も
、
「
心
殊

な
る
べ
き
夜
の
御
遊
び
」
と
、　
を
の
ノ
ヽ
心
つ
く
ろ
ひ
し
て
、

（
１
）
か
た

み
に
挑
み
か
は
し
た
る
音
ど
も
、
げ
に
常
に
合
は
せ
つ
ゝ
、
聞
か
せ
給
ふ
よ

り
も
、
を
か
し
か
り
け
り
。
（
四
二
頁
１６
行
～
四
四
頁
５
行
）

各
部
分
に
付
し
た
符
号
を
用
い
て
、
と
り
あ
え
ず
各
系
統
本
文
の
叙
述
の
展

開
の
あ
り
方
を
概
観
し
て
み
る
と
、

第

一
系
統
本
　
　
ａ
ｂ
ｃ
ｉ
ｋ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ
ｉ
　
　
ｌ

第
二
系
統
本
　
　
　
Ｂ
　
　
　
Ｄ
Ｅ
　
　
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ

流
布
本
　
　
　
　
Ａ
Ｂ
Ｃ
　
　
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ

と
な
り
、
第
二
系
統
本
や
流
布
本
で
は
ず

っ
と
後
の
ほ
う
に
位
置
し
て
い
る

（Ｊ
）
（
Ｋ
）
が
、
第

一
系
統
本
で
は
ず
い
ぶ
ん
前
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
見

て
と
れ
る
。
こ
う
し
た
本
文
異
同
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
は
、
従
来
の
本
文
批

評
で
は
、
本
来
前
に
あ

っ
た
は
ず
の

今
Ｊ
）
（
ｋ
）
が
錯
誤
と
混
乱
に
よ

っ
て

流
布
本
や
第
二
系
統
本
で
は
後
に
回

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
、
と
か
、
逆
に
、
本

来
後
に
あ

っ
た
は
ず
の

（
Ｊ
）
（
Ｋ
）
が
第

一
系
統
本
で
は
前
に
出
て
し
ま
っ

た
の
だ
、
と
か
い
う
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
た
し
か
に
、

両
者
の
間
の
異
同
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
の
い
っ
ぼ
う
が
原
型
で
あ

っ
て
、
原
型

の

（
Ｊ
）
（
Ｋ
）
の
部
分
に
な
ん
ら
か
の
混
乱
が
生
じ
、
そ
れ
を
も
と
に
戻
そ

う
と
す
る
際
に
錯
誤
が
あ

っ
て
他
方
の
本
文
が
生
じ
た
、
と
い
う
説
明
が
す
ん

な
り
と
あ
て
は
ま
り
そ
う
に
見
え
る
。
異
文
発
生
の
経
緯
は
そ
の
と
お
り
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
そ
う
い
う
説
明
が
説
得
力
を
も

っ
て

成
り
立
つ
の
は
、
い
ず
れ
か
の
本
文
が
決
定
的
に
読
解
不
能
な
本
文
に
な

っ
て

い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
本
文
も
そ
れ
ぞ
れ
に
解
釈
が
可

能
で
あ
る
場
合
、
議
論
は
、
ど
ち
ら
の
解
釈
を
善
し
と
評
価
す
る
か
の
価
値
観



の
違
い
に
よ

っ
て
、
水
掛
論
に
終
始
す
る
結
果
を
免
れ
得
な
い
。
従
来
の

『狭

衣
物
語
』
の
本
文
批
評
の
多
く
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
域
を
出
て
い
な
い
と
い
っ
て

よ
い
。

そ
こ
で
、
問
題
に
な
る
の
は
、
第

一
系
統
本
文
の

（
ｃ
）
か
ら

（
ｋ
）
に
か

け
て
の
部
分
で
あ
る
。
（
ｂ
）
で
帝
か
ら
各
人
に
対
し
て

「
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
て

が
わ
れ
た
楽
器
を
独
奏
せ
よ
」
と
の
仰
せ
が
あ

っ
た
。
続
く

（
ｃ
）
（
ｊ
）
で
、

権
中
納
言
が

「合
奏
な
ら
と
も
か
く
、
独
奏
は
困
る
。
い
っ
そ
、
狭
衣
中
将
が

一
人
で
楽
器
を
次
々
に
取
り
替
え
て
、
す
べ
て
の
楽
器
を
演
奏
す
る
が
い
い
」

と
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
帝
は
、
（
ｋ
）
「狭
衣
は

一
つ
の
楽
器
で
さ
え
こ

れ
だ
け
強
情
に
拒
ん
で
い
る
の
に
、
他
人
の
代
り
な
ど
す
る
は
ず
が
あ
る
ま

い
」
と
言

っ
て
い
る
。
こ
の
帝
の
言
葉

（
ｋ
）
は
き
わ
め
て
不
可
解
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
以
前
に
狭
衣
中
将
は
、
演
奏
を
強
情
に
拒
む
ど
こ
ろ
か
、
ま

だ
何

一
つ
言
葉
を
発
し
て
さ
え
も
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
狭
衣
の
こ
と
を
、

「
一
つ
で
さ
え
こ
れ
だ
け
強
情
に
拒
ん
で
い
る
の
に
」
と
は
、
い
か
に
も
意
味

を
な
さ
な
い
帝
の
言
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
は
そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
、
日
本
古
典
文
学
大
系
は
後
続
の
版

（今
、

手
元
で
は
昭
和
四
四
年
六
月
発
行
の
第
四
版
を
用
い
て
い
る
）
に
お
い
て
は
、

初
版
で
権
中
納
言
の
一
連

の
会
話
文
と
し
て
い
た

（
ｃ
）
（ｊ
）
を
、
（
ｃ
）

「
・・…
事
の
咎
に
や
な
り
給
は
む
」
と

（・Ｊ
）
「
源
中
将
が
そ
れ
が
し
の
朝
臣

の
…
…
」
の
二
つ
に
分
割
し
、
前
半

（
ｃ
）
を
狭
衣
の
言
葉
、
後
半

（ｊ
）
を

権
中
納
言
の
言
葉
と
す
べ
く
引
用
符
を
付
け
変
え
て
、
狭
衣
の
会
話
文
な
る
も

の
を
捻
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、　
一
つ
な
が
り
の
会
話
文
を
途
中
で
分
断
す
る

と
い
う
の
は
い
か
に
も
無
理
な
解
釈
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
三
谷
氏

は
前
掲
論
文
に
お
い
て
は
こ
の
三
分
し
た
会
話
文
の
間
に
、
「
…
…
事

の
咎
に

や
な
り
給
は
む
」
〔
卜
申
セ
バ
〕
「源
中
将
そ
れ
が
し
の
朝
臣
の
…
…
」
と
い
う

よ
う
に
、
月
卜
申
セ
バ
ピ

な
る
地
の
文
を
補

っ
て
お
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

「
と
申
せ
ば
」
と
い
う
よ
う
な
本
文
は
内
閣
文
庫
本
に
は
な
い
も
の
で
あ
り
、

同
系
統
の
深
川
本

・
平
出
本
に
も
そ
の
よ
う
な
異
文
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
上
で
氏
は
次
の
よ
う
に
解
か
れ
る
の
で
あ
る
。

列
席
の
公
達
の
中
で
は
狭
衣
中
将
は
帝
の

「最
も
近
親
者

（帝
の
中
官
は
狭

衣
中
将
の
姉
と

で
、
し
か
も

「
父
君
が
関
自
」
で
あ
り
、
本
人
自
身
も

「列

席
の
中
で
最
高
位
」
で
あ
る
か
ら
、
狭
衣
が

「
ま
ず
口
火
を
切

っ
て
」
帝
の
無

理
難
題
に

「
抗
議
」
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て

「得
た
り
や
お
う
」
と
、

「源
中
将
の
父
に
続
く
地
位
の
太
政
大
臣
の
子
息
」
で
あ
る
権
中
納
言
が

「
源

中
将
そ
れ
が
し
の
朝
臣
の
…
…
」
と
奏
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
た
と
え
本
文
中
に

「
…
…
事

の
咎
に
や
な
り
給

は

む
」
ま
で
が
狭
衣
の
会
話
文
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
場
合
で
さ
え
も
、

ま
っ
た
く
恣
意
的
な
読
み
と
し
か
評
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ

っ
て
、
牽
強
付

会
と
い
わ
ざ
る
を
え
デ
）

ま
し
て
や
ヽ
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
基
づ
い
て

（
ｃ
）

「
は
か
人
ヽ
し
か
ら
ね
ど
…
…
事
の
咎
に
や
な
り
給
は
む
」
だ
け
を
狭
衣
の
会

話
文
と
す
る
な
ど
と
い
う
説
に
は
到
底
従
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
第

一
系
統
本
に
お
け
る

（
ｃ
）
（ｊ
）
の
会
話
文
は
日
本
古
典
文
学

大
系
の
初
版
の
本
文
の
よ
う
に
一
続
き
の
権
中
納
言
の
会
話
文
と
考
え
る
べ
き

だ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
内
閣

文
庫
本
の

（
Ｃ
）
の
部
分
は
か
な
り
乱
れ
て
い
て
こ
の
ま
ま
で
は
解
釈
し
え
な

い
も
の
に
な

っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
ま
ず
そ
の
点
か
ら
か
た
づ
け
て
お
き
た

い
。
本
行
に
内
閣
文
庫
本
本
文

（国
文
学
研
究
資
料
館
の
影
印
に
よ
る
）
を
表

示
し
、
そ
の
右
脇
に
同
系
統
の
深
川
本

（古
典
衆
英
の
影
印
に
よ
る
）
と
の
校

異
を
表
示
す
る
。
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い
と
わ
り
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
き
あ
は
せ
て
候
よ
き
も

・
・
・
・
・
・
は
か
ノ
ヽ
し
か
ら
ね
と
、
を
の
ノ
ヽ

・
・
●
●
・
・
・
・
・
・

あ
し
き
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

。
き
こ
し
め
せ

。
　
ひ
と
り
け

・
・
・
。
ま
き
れ
て
、
を
の
つ
か
ら
お
か
し
く
も
き
こ
え
侍
る
を
、
人
に
け
な

は
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侍
ら

ｏ
　

（
一
九
オ
）

は
、
な
か
ノ
ヽ
な
る

。
、
こ
と
の
と
か
に
や
な
り
た
ま
は
ん

（
一
五
オ
）

ひ
と
て
に
第

一
系
統
と
は
い
う
も
の
の
、
両
本
の
間
に
は
大
き
な
本
文
異
同

が
あ
る

（
な
お
、
『校
本
狭
衣
物
語
　
巻

一
』
に
よ
れ
ば
、
内
閣
文
庫
本
と
平

出
本
の
間
に
は
異
同
が
な
い
よ
う
で
あ
る
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
比
校
し

て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
内
閣
文
庫
本
の

「
を
の
ノ
ヽ
ま
き
れ
て
」
の
部
分
は
、

深
川
本
の
は
う
が
よ
り
よ
く
原
型
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
部
分
の
内
閣
文
庫
本
は
こ
の
ま
ま
で
は
舌
足
ら
ず
の
解
釈
不

能
な
本
文
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
日
本
古
典
文
学
大
系
も
後
続
の
版
で

は

「
を
の
を
の
」
の
右
脇
に

「
〔掻
き
合
は
せ
な
ば
】

と
傍
記
し
て
、
そ
の
舌

足
ら
ず
な
部
分
を
補

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
い
っ
ぼ
う
の
深

川
本
は
そ
の

「合
奏
し
た
な
ら
ば
」
に
相
当
す
る
語
句
を
有
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
が

「
か
き
あ
は
せ
て
候
よ
き
も
あ
し
き
も
」
と
い
う
、
こ
れ
ま

た
解
釈
不
能
な
欠
陥
本
文
と
な

っ
て
い
る
。
も
し
内
閣
文
庫
本
の
よ
う
な
本
文

が
こ
こ
の
原
型
で
あ
り
、
深
川
本
が
他
本
に
よ

っ
て

（あ
る
い
は
恣
意
的
に
）

「
か
き
あ
は
せ
て
候
よ
き
も
あ
し
き
も
」
を
補

っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
深
川
本

筆
者
は
何
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
欠
陥
本
文
を
わ
ざ
わ
ざ
補
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
が
説
明
で
き
な
い
。
ま
た
、
従
来
第

一
系
統
と
第
二
系
統
の
混
態
本
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
蓮
空
本

（古
典
文
庫
の
翻
刻
に
よ
る
）
の
訂
正
前
本
文
も
、

次
に
見
る
よ
う
に
、
や
は
り
深
川
本
本
文
を
支
持
し
て
い
る
。

い
と
わ
り
な
し
、
は
か
ノ
ヽ
し
ら
ね
ど
も
、
を
の
ノ
ヽ
か
き
あ
は
せ
て

〈
こ
そ
―
補
入
〉
さ
ふ
ら
ふ
よ
き
も

〈
ミ
セ
ケ
チ
〉
あ
し
き
も
ま
ぎ
れ

〈
ミ

セ
ケ
チ
ｏ
ら
は
し
〉
て
、
を
の
づ
か
ら
お
か
し
う

〈
ミ
セ
ケ
チ
〉
つ
か
う
ま

つ
ら
め
ど
、
い
と
わ
り
な
き
わ
ざ
か
な
と
う
け
給
は
り
に
く
ヽ
わ
び
給
ふ
に

…
…

（上

。
二
四
頁
）

ち
な
み
に
、
蓮
空
本
と
き
わ
め
て
近
い
本
文
を
も
つ
と
さ
れ
る
大
島
本

（未

刊
国
文
資
料

『
九
条
家
旧
蔵
本
　
狭
衣
物
語
と
そ
の
研
究

（上
こ

の
翻
刻
に

よ
る
）
を
見
て
み
る
と
、
蓮
空
本
の
訂
正
後
本
文
と
完
全
に
一
致
す
る
の
で
、

大
島
本
は
蓮
空
本
の
末
流
本
文
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
蓮
空
本
の
訂
正
前
本
文
は
、
７
…
・を
の
づ
か
ら
お
か
し
う
」

ま
で
の
部
分
が
深
川
本
と
完
全
に
一
致
し
、
「
つ
か
う
ま

つ
ら
め
ど
‥
…
」
以

下
は
流
布
本
系
の
本
文
に
な

っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
蓮
空
本
の
訂
正
後
本
文

は
流
布
本
本
文
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
蓮
空
本
の
訂
正
は
流
布
本

系
の
本
文
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
、
蓮
空
本
の

訂
正
後
本
文
を
も

っ
て
第

一
系
統
本
文
の
原
型
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今

の
と
こ
ろ
第

一
系
統
本
文
の
原
型
を
も

っ
と
も
よ
く
伝
え
て
い
る
の
は
、
や
は

り
深
川
本
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
深
川
本
本
文
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
形
で
こ
れ
を
改
訂
す
る
と
な

る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
か
き
あ
は
せ
て
候
」
の

「候
」
は

「所

（
そ
ど

の
誤
写
。
さ
ら
に

「
き
こ
し
め
せ
」
と
の
係
り
結
び

を
考
え
る
と
、
「
」
そ
」
が
原
型
で

「
こ
」
の
脱
。
「
ひ
と
り
け
は
」
の

「
り
」



は

「
わ
」
の
誤
写
。
内
閣
文
庫
本
の

「人

に
け
な
は
」
の

「が

（
に
ど

も
、

「
わ
」
の
誤
写

（
な
お
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
後
続
の
版
は

「
わ
け
な
ば
」

と
改
め
て
い
る
）
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
第

一
系
統
本
文
の
原
型
と
そ
の
解
釈
を
示
す
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

い
と
わ
り
な
し
。
は
か
ば
か
し
か
ら
ね
ど
、
お
の
お
の
か
き
合
は
せ
て
こ
そ
、

よ
き
も
あ
し
き
も
紛
れ
て
、
お
の
づ
か
ら
を
か
し
う
き
こ
し
召
せ
。
人
分
け

ば
、
な
か
な
か
な
る
を
、
琴
の
咎
に
や
な
り
侍
ら
む
。

（
そ
の
よ
う
な
仰
せ
は
無
茶
で
す
。
下
手
な
演
奏
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
各

自
が
合
奏
し
て
こ
そ
、
上
手
も
下
手
も
紛
れ
て
、
自
然
と
い
い
音
楽
を
お
聞

き
に
な
れ
よ
う
と
い
う
も
の
。
も
し
演
奏
者
を
分
け
た
な
ら
ば
、
か
え

つ
て

具
合
い
が
悪
く
、
せ
っ
か
く
の
楽
器
に
ケ
チ
が
つ
き
ま
し
ょ
う
。）

日
本
古
典
文
学
大
系
は

「
こ
と
の
と
か
」
を

「事
の
咎
」
と
し
、
三
谷
氏
は

前
掲
論
文
中
で

「
〔か
え

っ
て
具
合
が
悪
く
、
帝
の
催
し
〕
事
の
咎
に
や
な
り

給
は
ん

（非
難
を
招
く
こ
と
に
お
な
り
に
な
る
で
し
ょ
う
と

と
解

い
て
お
ら

れ
る
が
、

「帝
の
催
し
」
な
ど
と
い
う
語
句
を
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
自
体
が
氏
の
解
釈
に
無
理
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
は

「事
の
咎
」
で
は
な
く

「琴
の
咎
」
で
あ
看
¨

こ
れ
は
琵
琶
を
あ

て
が
わ
れ
た
権
中
納
言
の
言
葉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
が
琵
琶
を
独
奏
し
た

り
し
よ
う
も
の
な
ら

「
琴
の
咎

（楽
器
の
落
度
ど

に
な
る
と
言

っ
て
い
る
の

で
あ

っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も

（
ｃ
）
の
会
話
文
が
横
笛
を
あ
て
が
わ
れ
た
狭
衣

中
将
の
言
葉
で
な
い
こ
と
は
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の

（
Ｃ
）
だ
け
を
狭
衣
中
将
の
言
葉
と
す
る
三
谷
氏
の
解
釈
で

は
、
も
う
ひ
と
つ
無
理
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
も
し
、
こ
れ

が
狭
衣
中
将
の
言
葉
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
狭
衣
は
こ
こ
で
、
「
う
ま
く
は

な
い
け
れ
ど
も
、
合
奏
な
ら
何
と
か
演
奏
で
き
る
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
狭
衣
が
次
の
会
話
文

（
ｄ
）
に
お
い
て
は
、
フ
」
の
方

に
は
、
堪
へ
ず
や
侍
る
ら
ん
。
す
べ
て
、
大
殿
な
ど
、
す
こ
し
も
教
ふ
る
こ
と

侍
ら
ず
。
ま
し
て
、
笛
は
、
い
か
に
思
は
る
る
に
や
、
戯
れ
に
て
も
吹
き
鳴
ら

す
物
と
も
、
知
ら
ず
な
む
」
と
言

っ
て
い
る
。
先
に
は

「上
手
で
は
な
い
が
、

合
奏
な
ら
で
き
な
く
は
な
い
」
と
言

っ
て
お
き
な
が
ら
、
ま
だ
そ
の
舌
の
根
も

乾
か
ぬ
う
ち
に

「教
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
笛
の
吹
き
方
さ
え
も
知

ら
な

い
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
逃
げ
口
上
と
は
い
え
、
こ
の

よ
う
に
日
か
ら
出
ま
か
せ
の
前
後
矛
盾
し
た
こ
と
を
言
う
と
は
考
え
に
く
い
。

（
Ｃ
）
（ｊ
）

一
連
の
会
話
文
を
三
分
し
て

（
ｃ
）
だ
け
を
狭
衣
の
言
葉
と
す

る
解
釈
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
無
理
と
混
乱
を
生
じ
る
の

で
あ

っ
て
、
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

而
し
て
、
（
ｃ
）
（ｊ
）
の
会
話
文
は
一
連
の
も
の
で
あ

っ
て
、
権
中
納
言
の
言

葉
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
は
じ
め
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
ま
だ
狭
衣
が

一
言
も

言
葉
を
発
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
は

（
ｋ
）
で

「
一
こ
と
を
だ
に
、

さ
ば
か
り
心
強
か
ら
む
に
、
ま
し
て
人
の
代
り
ど
も
よ
も
せ
じ
」
と
言

っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
第

一
系
統
本
文
は
こ
こ
に
重
大
な
矛
盾
が
生
じ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
は
、
初
版
か
ら

一
貫
し
て
こ

の

「
さ
ば
か
り
心
強
か
ら
ん
に
」
の
右
脇
に

「
〔狭
は
ビ

と
い
う
注
を
つ
け
て

い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
限
り
こ
の
矛
盾
は
ま
ず
避
け
ら
れ
ず
、
第

一

系
統
本
文
は
、
本
来
後
ろ
に
あ

っ
た
は
ず
の

（
Ｊ
）
（
Ｋ
）
を
前
の
ほ
う
に
紛

れ
込
ま
せ
て
し
ま

っ
た
粗
悪
な
末
流
本
文
で
あ
る
と
せ
ぎ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ



そ
も
そ
も
、
「
一
こ
と
を
だ
に
、
さ
ば
か
り
心
強
か
ら
む
に
」
の
主
語
を
狭

衣
中
将
と
す
る
解
釈
は
、
こ
の
権
中
納
言
と
帝

の
間
答

（
Ｊ
）
（
Ｋ
）
が
後
ろ

の
は
う
に
位
置
し
て
い
る
流
布
本
系
の
本
文
に
対
し
て
な
さ
れ
て
き
た
解
釈
で

あ

っ
た
。
日
本
古
典
文
学
大
系
お
ょ
び
三
谷
氏
の
前
掲
論
文
は
、
第

一
系
統
こ

そ
が
も

っ
と
も
よ
く
原
型
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
第

一
系
統
本
文
を
底

本
に
採
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
こ
こ
の
解
釈
は
流
布
本
に
対
す
る
従
来
の
解
釈

と
同
じ
解
釈
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ

る
の
で
あ
る
、
と
私
は
思
う
。

私
は
、
第

一
系
統
本
文
に
よ
る
限
り
、
コ

こ
と
を
だ
に
、
さ
ば
か
り
心
強

か
ら
む
に
」
の
主
語
は
狭
衣
で
は
な
く
、
権
中
納
言
と
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
第

一
系
統
本
文
に
お
け
る
こ
の
矛

盾
を
回
避
す
る
方
法
は
な
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
帝
の

（
ｋ
）
の
会
話
文
を
、

「
そ
な
た

（権
中
納
言
）
の
、
『琴
の
咎
』
な
ど
と
い
う
屁
理
屈
ま
で
持

ち
出

し
て
く
る
態
度
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、　
一
つ
の
楽
器
で
さ
え
も
そ
れ
は
ど

強
情
に
拒
絶
す
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
狭
衣
が
他
人
の
肩
代
り
な
ど
す
る
わ
け

が
な
か
ろ
う
」
と
仰
せ
に
な

っ
た
の
だ
、
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

第

一
系
統
本
文
を

『狭
衣
物
語
』
の
原
型
と
考
え
る
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題

は
別
に
し
て
、
第

一
系
統
祖
本
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
本
文
が
成
立
し
、
こ
の

箇
所
に
誤
写
を
生
じ
る
こ
と
な
く
第

一
系
統
諸
本
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
プ
ロ

セ
ス
で
な
さ
れ
て
い
た
解
釈
と
い
う
も
の
が
も
し
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

今
述
べ
た
よ
う
な
解
釈
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（Ｊ
）
（
Ｋ
）
が
後
ろ
の
ほ
う
に
位
置
し
て
い
る
他
系
統
本
文
は
叙
述
の
展
開

が
ス
ム
ー
ズ
で
あ

っ
て
、
解
釈
上
な
ん
ら
問
題
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
（ｊ
）

（
ｋ
）
が
前
の
ほ
う
に
き
て
い
る
第

一
系
統
本
文
は
、
深
川
本
を
は
じ
め
と
す

る
現
存
諸
本
が
こ
と
ご
と
く
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
相
当
に
解
釈
し
に
く
い
も
の
で
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
他
系
統
本
文
と
の
関
係
を
と
り
あ
え
ず
度
外
視
し
て
、

第

一
系
統
本
文
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
何
と
か
こ
れ
を
読
み
解
こ
う
と
す
れ
ば
、

第

一
系
統
本
文
に
は
第

一
系
統
本
文
な
り
の
解
釈
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
字
面

の
上
で
は
ど
の
系
統
の
本
文
も

「
さ
ば
か
り
心
ご
は
か
ら
む
に
」
と
な

っ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
お
そ
ら
く

一
つ
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
ル
ー
ツ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
と
い
う
問
題
と
は
関
係
な

く

（
あ
る
い
は
、
そ
の
問
題
に
取
り
組
む
以
前

に
）、
第

一
系
統
本

の
場
合
は

「
さ
ば
か
り
心
ご
は
か
ら
む
に
」
の
主
語
は

「権
中
納
言
」
と
解
さ
れ
ね
ば
な

ら
ず
、
流
布
本
や
第
二
系
統
本
の
場
合
は

「狭
衣
中
将
」
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
し
た
解
釈
の
違
い
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
の

叙
述
の
構
造
的
な
違
い
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
第

一

系
統
本
文
の
あ
り
よ
う
は
、

「
さ
ば
か
り
心
ご
は
か
ら
む
に
」
の
主
語
が

「権

中
納
言
」
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
に
対
し
、
他
系
統
本
文

の
あ
り
よ
う
は

「狭
衣
中
将
」
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
違
い
を
無
視
し
て
、　
一
義
的
な
解
釈

（
そ
の
解
釈

は
し
ば
し
ば

「原
作
者
の
意
図
」
の
名
の
も
と
に
独
善
的
に
正
当
化
さ
れ
が
ち
で
あ
る
）
で

あ
ら
ゆ
る
本
文
を
割
り
切
ろ
う
と
す
る
従
来
の
本
文
批
評
の
方
法
は
、
こ
う
し

た
場
合
ま
っ
た
く
有
効
で
な
い
ば
か
り
か
、
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
結
果
に
し
か

な
ら
な
い
こ
と
を
、
こ
の
例
は
端
的
に
示
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
第

一
系
統
本
文
を
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
解
釈
し
た
上
で
、
各
系
統

本
文
の

（
Ｂ
）
～
（
Ｅ
）
の
部
分
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
第

一
系
統
だ
け
が
際
だ



っ
て
叙
述
量
の
多
い
異
文
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
と
に

（
Ｄ
）
の

部
分
は
、
第
二
系
統
と
流
布
本
系
統
が
ほ
ぼ

一
致
し
た
短
い
本
文
に
な

っ
て
い

る
の
に
対
し
、
第

一
系
統
は
措
辞
の
ま
っ
た
く
異
な
る
長
大
な
異
文
に
な

っ
て

い
る
。

第

一
系
統
が
ま
ず
存
在
し
、
そ
の
後
こ
れ
を
簡
略
化
し
て
第
二
系
統
が
成
立

し
た
の
ち
に
第

一
。
第
二
両
系
統
を
合
成
し
て
第
三

・
四
系
統
が
で
き
た
と
す

る
、
い
わ
ゆ
る
第

一
系
統
原
態
説
に
と

っ
て
は
、
こ
う
し
た
例
は
き
わ
め
て
都

合
の
よ
い
例
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
異
文
の
生
成
は
そ
う
し
た
方
向
で
考
え
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
文
を
簡
略
化
す
る
こ
と
は
比
較
的
容

易
だ
が
、
そ
の
逆
は
考
え
に
く
い
、
と
、
ま
ず
は
常
識
的
に
は
そ
う
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
第

一
系
統
の

（
ｄ
）

の
長
大
な
異
文
こ
そ
が
後
の
改
作
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

冒
頭
に
も
引
い
て
お
い
た
よ
う
に
、
三
谷
栄

一
氏
は

「第
三

・
第
四
系
統
は
、

ど
の
点
か
ら
み
て
も
、
混
乱
と
重
複
が
見
え
て
、
古
い
系
統
と
考
え
る
こ
と
は

到
底
不
可
能
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
限
ら
ず
、
「
混
乱
と
重
複
」

は
む
し
ろ
第

一
系
統
本
文
の
一
般
的
な
特
徴
な
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
か
ね

が
ね
思

っ
て
い
る
。
第

一
系
統
本
文
の

「
混
乱
」
に
つ
い
て
は
前
節
に
見
た
通

り
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
第

一
系
統
本
文
に
お
け
る
叙
述
の

「
重
複
」
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
少
し
み
て
お
き
た
い
。

他
系
統
本
文
で
は

「
よ
ろ
づ
の
事
よ
り
も
、
さ
ら
に
戯
れ
に
も
真
似
び
侍
ら

ぬ
も
の
を
」
と
い
う
短
い
本
文
に
な

っ
て
い
る
狭
衣
中
将
の

（
Ｄ
）
の
会
話
文

が
、
第

一
系
統

（本
文
は
深
川
本
に
よ
る
。
表
記
は
私
に
改
変
し
、

〔　
〕
内

に
内
閣
文
庫
本
と
の
校
異
を
付
記
す
る
）
の

（
ｄ
）
で
は
、

（
イ
）
い
と
あ
ぢ
き
な
き
所
望
を
も
し
給
ふ
か
な
。
（
口
）
か
や
う
の
こ
と

は
、
お
の
づ
か
ら
隠
れ
候
は
ず
。
（
ハ
）
こ
の
方
に
は
、
倒

へ‐
引

〔足
ら
ず
〕

や
侍
る

〔見
侍
る
〕
ら
ん
。
す
べ
て
、
大
殿
な
ど
、
少
し
Ы

〔
ナ
シ
〕
教
ふ

る
こ
と
侍
ら
ず
。
↑
じ

ま
し
て
、
笛
は
、
い
か
に
思
は
る
る
に
や

〔
に
か

侍
る
〕、
戯
れ
に
て
も
吹
き
鳴
ら
す
物
と
も
知
‐引

引
「
〔知
ら
せ
ず
〕
な
む
。

と
ず
い
ぶ
ん
長
く
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
（
イ
）
の
部
分
は
、
（
ｈ
）
の

「
ま
こ
と
し
く
わ
り
な
き
仰
言
な
れ
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
こ
と
を
別
の
言
葉

で
言
い
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
（
ハ
）
は
、
後
文
に

「
こ
れ
な
ん
、
大
殿

の
ほ

の
真
似
侍
り
し
を
聞
き
取
り
て
候
ひ
し
か
ど
、
は
か
ば
か
し
く
教
え
ら
る
る
事

も
候
は
ざ
り
し
か
ば
、
い
か
に
僻
事
多
く
候

ふ
ら
ん
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系

の
四
四
頁
１２
行
）
と
あ
る
の
と
重
複
す
る
。
含
じ

も
ま
た
、
（
ｆ
）
の

「
ま
だ

知
ら
ぬ
笛
の
音
」
あ
る
い
は

（
ｈ
）
の

「
た
ど
ノ
ヽ
し
げ
に
も
て
悩
み
、
知
ら

ず
な
が
ら
も
」
な
ど
と
重
複
の
観
が
あ
る
。

も

っ
と
も
、
私
は
こ
こ
で
叙
述
内
容
の
重
複
と
い
う
こ
と
自
体
の
是
非
を
言

う
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
の
で
あ
る
。
支
離
滅
裂
な
こ
と
を
述
べ
る
の
で
も
な
い

限
り
、
前
後
の
叙
述
内
容
に
あ
る
程
度
の
重
複
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
が
い
っ
ぼ
う
で
は
叙
述
の
整
合
性
を
も
た
ら
す
わ
け
で
も
あ
る

か
ら
、
「重
複
」
と
い
う
こ
と
と

「
混
乱
」
と
い
う
こ
と
と
は
あ
る
意
味

で
は

背
反
の
関
係
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
私
が
言
お
う
と
す
る
の
は
そ
の
こ
と
で
は

な
く
て
、
第

一
系
統
の

（
ｄ
）
は
長
大
な
独
自
異
文
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
を

第
二
系
統
や
第
二

・
四
系
統
か
ら
合
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
た
が

っ
て

第

一
系
統
こ
そ
が
原
型
な
の
だ
、
と
解
く
論
法
に
対
し
て
、
第

一
系
統
の
（
ｄ
）

の
独
自
異
文
は
他
の
部
分
の
措
辞
を
用
い
て
後
人
が
作
文
す
る
こ
と
も
可
能
だ
、

と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



否
、
そ
の
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
な
ら
、
第

一
系
統
本
文
内
で
の
重
複
を

指
摘
す
る
よ
り
も
、
他
系
統
本
文
の
中
か
ら

（
ｄ
）
と
同
趣
の
本
文
を
探
し
て

み
た
は
う
が
よ
り
説
得
力
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
イ
）
「
一
人
は
い
と
わ
り
な
き
わ
ざ
か
な
」
〔第
二
・
三

・
四
系
統
の
（Ｈ
】

（
口
）
「
た
ど
た
ど
し
う
始
め
侍
ら
む
は
、
げ
に
類
ひ
な
き
世
の
た
め
し
に
や

な
り
侍
ら
む
」
〔第
三

・
四
系
統
の

（
Ｆ
】

（
ハ
）
「
こ
れ
な
ん
、
大
殿
の
ほ
の
真
似
ば
れ
し
を
聞
き
取
り
て
候
ひ
し
か
ど

も
、
は
か
ば
か
し
う
教

へ
ら
る
る
事
も
候
は
ざ
り
し
か
ば
、
い
か
に
僻

事
多
く
候
ふ
ら
む
」
〔第
二
系
統

・
為
家
本
の
一
九
丁
ウ
ラ
〕

↑
じ

「
よ
ろ
づ
の
こ
と
よ
り
も
、
さ
ら
に
戯
れ
に
も
真
似
び
侍
ら
ぬ
も
の

を
」
〔第
二
・
三

・
四
系
統
の

（
Ｄ
〕

こ
う
し
て
そ
の
気
に
な

っ
て
探
し
て
み
る
と
、
第

一
系
統
の
独
自
異
文
（
ｄ
）

と
似
た
叙
述
を
他
系
統
本
の
本
文
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
拾
い
集
め
る
こ
と
は
容
易

な
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
を
素
材
に
す
れ
ば
、
第

一
系
統
の
独
自
異
文

（
ｄ
）

を
作
り
出
す
こ
と
は
思

っ
た
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
さ
き
に

指
摘
し
て
お
い
た
第

一
系
統
本
文
に
見
ら
れ
る
叙
述
の
重
複
は
、
こ
れ
ら
他
系

統
本
文
に
存
す
る
叙
述
を
用
い
て
第

一
系
統
本
文
の
独
自
異
文

（
ｄ
）
が
捏
造

さ
れ
た
結
果
の
表
れ
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で

（
６
）

あ

る
。

以
上
、
宮
中
管
弦
の
遊
び
の
場
面
の
本
文
に
つ
い
て
、
第

一
系
統
本
文
こ
そ

が

『狭
衣
物
語
』
の
本
来
の
形
で
あ
る
と
す
る
三
谷
栄

一
氏
の
論
に
対
す
る
反

論
と
し
て
、
「
第

一
系
統
本
文
を
後
人
に
よ
る
改
作
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も

可
能
だ
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

私
は
、
第

一
系
統
本
文
が
後
人
に
よ
る
改
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

（少
な
く

と
も
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
）
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
箇
所

に
関
す
る
限
り
は
、
ど
ち
ら
が
先
で
ど
ち
ら
が
後
か
と
い
う
こ
と
を
十
分
な
説

得
力
を
も

っ
て
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
も

つ
ば
ら
従
来
の
本
文
批
評
に
お
け
る
方
法
上
の
問
題
を
指
摘
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
異
文
が
対
立
し
て
い
る
場
合
、

論
者
の
主
観
的
な
価
値
判
断
に
し
た
が

っ
て
本
文
の
善
し
悪
し
を
批
評
す
る
こ

と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
ら
本
文
の
先
後
関
係
を
判
定
す
る
と
な
る
と
、
よ
ほ
ど

説
得
力
を
も

っ
た
客
観
的
な
証
拠
を
提
示
し
え
な
い
限
り
、
た
い
て
い
は
不
可

能
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
他
系
統
本
文
で
は
そ
ろ
っ
て
短
い
本
文
に
な

っ
て

い
る

（
Ｄ
）
が
な
に
ゆ
え
第

一
系
統
本
文
で
は
こ
ん
な
に
も
長
大
な
異
文
に
な

っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
他
系
統
本
文
で
は
ず

っ
と
後
の
ほ
う
に
位
置
し
て
い

る

（
Ｊ
）
（
Ｋ
）
が
ど
う
し
て
第

一
系
統
本
文
で
は
前
に
位
置
し
て
い
る
の
か
、

と
い
っ
た
問
題
は
、
本
文
研
究
家
に
と

っ
て
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
り
、
あ
れ

こ
れ
推
測
し
て
み
た
く
は
な
る
も
の
の
、
や
は
り
現
段
階
で
は
軽
々
し
く
口
に

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思

っ
て
い
る
。
た
だ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
本
文
が
写

し
伝
え
ら
れ
る
プ

ロ
セ
ス
で
起
こ
っ
た
誤
脱
行
、
倒
錯
、
さ
ら
に
異
系
統
本
文

の
混
合
な
ど
が
原
因
で
解
釈
不
能
な
本
文
が
生
じ
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
意
味
の

通
じ
る
本
文
に
す
る
た
め
に
さ
ら
に
改
憲
の
手
が
加
え
ら
れ
て
、
原
本
文
と
は

ま
っ
た
く
違

っ
た
、
し
か
し
、
そ
れ
な
り
に
意
味
の
通
じ
る
本
文
が
あ
ら
た
に

生
産
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
推
測
は
、　
一
般
論
と
し
て
は
間
違

っ

て
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。



３

異
系
統
本
文
の
合
成
に
よ

っ
て
、
そ
れ
な
り
に
意
味
の
通
じ
る
あ
ら
た
な
異

文
が
発
生
し
て
く
る
プ

ロ
セ
ス
は
、
第
１
節
で
見
た

（
Ｃ
）
の
蓮
空
本
本
文
と

大
島
本
本
文
の
関
係
が
好
箇
の
実
例
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

と
思
う
が
、
加
え
て
、
次
の
よ
う
な
混
合
本
文
の
例
も
、
異
本
発
生
の
プ
ロ
セ

ス
を
推
測
す
る
上
で
の
面
白
い
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『校
本

狭
衣
物
語
　
巻

一
』
で
、
第

一
類
本
第
二
種
Ｃ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
鈴
鹿
本
グ

ル
ー
プ
の
本
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

『校
本
狭
衣
物
語
　
巻

一
』
に
よ

っ
て
、
鈴

鹿
本
グ
ル
ー
プ
の
本
文
に
お
け
る
各
部
分
の
配
列
と
そ
の
措
辞
を
、
他
系
統
本

と
比
較
し
て
み
る
と
、

第

一
系
統
本
　
　
　
　
ａ
ｂ
ｃ
ｊ
ｋ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
　
ｈ
　
　
　
ｉ
ｌ

流
布
本
　
　
　
　
　
　
Ａ
Ｂ
Ｃ
　
　
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
　
　
　
Ｈ
　
Ｉ
　
Ｊ
Ｋ
Ｌ

鈴

鹿

本

グ

ル

ー

プ

　

　

ａ

ｂ

Ｃ

ｉ

ｋ

ｄ

ｅ

Ｆ

Ｇ

（
ｈ

～

Ｈ

）

１

ｌ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

と
な
る
。
小
文
字
で
示
し
た
箇
所
は
第

一
系
統
本
文
と
は
ぼ
同
文
、
大
文
字
は

流
布
本
系
本
文
と
は
ぼ
同
文
に
な

っ
て
い
る
。
（
ｈ
～
Ｈ
）
の
部
分
は
、

笛
は
取
り
給

へ
れ
ど
、
い
と
た
ど
た
ど
し
げ
に
も
て
な
や
み
て
、
「知
ら
ず

な
が
ら
も
、
物
の
音
に
混
ぜ
て
は
、
お
の
づ
か
ら
形
の
や
う
に
も
真
似
び
侍

り
な
む
。　
一
人
は
、
い
と
わ
り
な
き
わ
ざ
か
な
」
と
、
悩
め
る
け
し
き
に
ぞ
、

え
恨
み
さ
せ
給
ふ
ま
じ
く
御
覧
じ
け
る
。

と
な

っ
て
お
り
、
「物
の
音
に
混
ぜ
て
は
」
あ
た
り
ま
で
が
第

一
系
統
本
文
、

「
お
の
づ
か
ら
形
の
や
う
に
も
」
以
下
は
流
布
本
系
本
文
に
、
ほ
ぼ

一
致
す
る
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
本
文
に
見
ら
れ
る
大
文
字
と
小
文
字
の
複
雑
な
混
交
と
重
複

は
、
こ
の
本
文
が
流
布
本
系
本
文
と
第

一
系
統
本
文
と
の
合
成
に
よ

っ
て
生
じ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（Ｊ
）
（
Ｋ
）
（
Ｌ
）
が
重
複
す
る
こ
の
本
文
は
、
現
状
の
ま
ま
で
は
ま
っ
た

く
解
釈
不
能
な
欠
陥
本
文
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
少
し
手
を
加
え
て
こ
の

重
複
箇
所
を
な
ん
と
か
処
理
し
さ
え
す
れ
ば
、
第

一
系
統
本
文
と
も
流
布
本
本

文
と
も
異
な
る
、
し
か
し
な
が
ら
十
分
に
読
解
可
能
な
本
文
を
あ
ら
た
に
作
り

出
す
こ
と
は
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
存

す

る

『狭

衣
物

語
』
諸
本
間
の
複
雑
な
本
文
異
同
を
生
じ
さ
せ
た
原
因
の
ひ
と
つ
が
、
ま
さ
に

そ
う
し
た

「
混
乱
し
た
本
文
を
な
ん
と
か
読
み
解
こ
う
と
す
る
営
み
」
に
あ

っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

読
解
不
能
な
異
文
は
書
写
過
程
で
の
誤
脱
術
と
い
っ
た
混
乱
の
産
物
で
あ
る

に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
混
乱
し
た
本
文
を
な
ん
と
か
読
解
可
能

な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る

「読
み
の
努
力
」
が
、
さ
ら
に
ま
た
新
た
な
異
文
を

作
り
出
す
。
後
人
の
そ
う
し
た
努
力
を
、
こ
れ
ま
で
の
本
文
批
評
は

「
さ
か
し

ら
」
と
し
て
毛
嫌
い
し
て
き
た
。
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
ス
タ
ン
ス
で
は
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
文
学
作
品
の
享
受
と
は
す
な
わ
ち
不
断
の
読
み
の
努
力
に
は
か
な
ら

な
い
こ
と
を
知
る
者
な
ら
、
た
だ
ひ
と
つ
の
本
文
以
外
の
す
べ
て
の
異
文
を

「

粗
悪
な
末
流
本
文
」
と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
の
傲
慢
さ
に
気
付
く
べ

き
で
あ
る
。
先
人
た
ち
の
読
み
の
努
力
を
評
価
し
、
各
異
文
に
表
れ
た
そ
れ
ぞ

れ
の

「読
み
」
を
謙
虚
な
姿
勢
で
酌
み
取

っ
て
い
く
作
業
が
、
原
本
文
の
復
元

を
目
的
と
す
る
本
文
研
究
と
は
別
の
レ
ベ
ル
で
の
本
文
研
究
と
し
て
、
今
後
は

要
請
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

魚
類
の
鰭
も
、
鳥
の
翼
も
、
猫
の
前
脚
も
、
人
の
手
も
、
発
生
と
い
う
観
点



か
ら
み
れ
ば

ル
ー
ツ
は
ひ
と
つ
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
各
器
官
は
生
命
の
長
い
歴

史
の
な
か
で
環
境
の
違
い
に
対
応
し
て
変
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

っ
た
形
態

と
機
能
を
も
つ
も
の
に
進
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ル
ー
ツ
と
そ
の
進
化
の
プ

ロ
セ
ス
を
究
明
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
生
物
学
に
お
け
る
重
要
な
研
究
課
題
で

あ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
器
官
の
今
あ
る
形
態

を
あ
る
が
ま
ま
に
捉
え
、
そ
の
機
能
を
正
し
く
評
価
し
て
い
く
こ
と
も
、
生
命

の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
と
思
う
。

伝
来
の
長
い
歴
史
を
生
き
抜
い
て
き
た

『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
を
そ
れ
に
な

ぞ
ら
え
て
、
こ
れ
を

「異
文
の
形
態
学
的
研
究
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
　
「堀
川
関
白
像
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
ー
ー
物
語
異
文
の
形
態
学
的
研
究
―
―
」

今
文
林
』
第
二
十
六
号
・
平
成
四
年
二
月
）
「物
語
異
文
の
形
態
学
的
研
究
序

説
―
―

『狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
筑
前
と
長
門
の
混
乱
に
つ
い
て
―
―
」
令
文

林
』
第
二
十
七
号

・
平
成
五
年
三
月
）

（２
）
　
「物
語
異
文

の
形
態
学
的
研
究
―
―
付
、
『狭
衣
物
語
』
第

一
系
統
原
態
説

批
判
―
―
」
令
国
語
国
文
』
第
六
十
二
巻
第

一
号

・
平
成
五
年

一
月
￥
飛
鳥
井

女
君
入
水
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
ー
ー
物
語
異
文
の
形
態
学
的
研
究

・
付
、
深
川
本

狭
衣
物
語
本
文
批
判
―
―
」
合
文
林
』
第
二
十
八
号
。
平
成
六
年
三
月
）

（
３
）

第

一
系
統
本
で
は
、
帝
が

「今
宵
の
宴
に
は
、
か
く
候
ふ
限
り
、　
一
の
手
ど

も
を
仕
う
ま
つ
れ
」
と
ま
ず
仰
せ
に
な
り
、
各
人
に
楽
器
が
あ
て
が
わ
れ
た
後

で
、

「
お
の
お
の
、
今
宵
の
音
ど
も
、　
一
人
づ
つ
手
を
尽
く
す
べ
き
な
り
」
と
、

独
奏
す
べ
き
由
の
難
題
が
告
げ
ら
れ
た
と
い
う
運
び
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

他
系
統
本
で
は
、
帝
は
は
じ
め
か
ら

「今
宵
の
宴
に
は
、
候
ふ
限
り
の
人
、　
一

の
才
を
手
の
限
り
惜
し
ま
で
一
つ
づ
つ
こ
こ
ろ
み
む
」
と
独
奏
を
所
望
さ
れ
、

楽
器
が
あ
て
が
わ
れ
た
後
に
、
再
び

「
お
の
お
の
、
今
宵
、
こ
の
音
ど
も
、
手

を
尽
く
し
て
聞
か
せ
よ
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
、
と
い
う
運
び
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
三
谷
氏
は
前
掲
論
文
で

「
（他
系
統
本
ハ
）第
一
系
統
と
は
逆

の
順
序
に
よ
る
描
写
へ
と
列
個
ｕ
「
司
ｄ
。
こ
れ
は
全
く
倒
釧
ｄ
冽
列
重
複
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
冒
頭
の
難
題
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け

に
こ
の
第
二
・
三
四
系
統
は
後
の
改
悪
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
今
、
私
に
傍
線
を
付
し
た
箇
所
か
ら

も
伺
え
る
よ
う
に
、
三
谷
氏
の
論
に
お
い
て
は
、
第
一
系
統
が
先
、
と
い
う
こ

と
は
大
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

「第
二
・
三
四
系
統
は
後
」
と
い
う

結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
は
か
な
ら

な
い
。
私
は
こ
の
箇
所
の
他
系
統
本
文
の
あ
り
よ
う
を

「重
複
」
と
は
認
め
て

い
な
い
が
、
も
し
そ
れ
が
重
複
で
あ
り
、
か
つ
重
複
と
い
う
こ
と
が
氏
の
言
わ

れ
る
よ
う
に

「悪
」
で
あ
る
と
い
う
価
値
判
断
が
客
観
的
に
存
在
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
う
し
た

「悪
し
き
重
複
」
を
避
け
る
た
め
に
第
一
系
統
本
が
本
文
を

「改
良
」
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の

「改
良
」
の
可

能
性
と
い
う
こ
と
も
、
本
文
の
先
後
の
判
断
を
す
る
際
に
は
当
然
考
慮
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
、
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

（４
）

こ
の
管
弦
の
遊
び
は
、

「わ
ざ
と
節
会
な
ど
も
な
き
夜
の
つ
れ
づ
れ
」
の
慰

め
に
、
即
興
に
、
執
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
カ
ジ
ェ
ア
ル
な

席
に
お
い
て
さ
え
も
、
列
席
の
メ
て
ハ
ー
は

「帝
と
の
近
親
度
」
あ
る
い
は

「位
階
」
の
順
に
発
言
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ど
と
い
う
し
き
た
り
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。
仮
に
そ
う
い
う
し
き
た
り
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
し

き
た
り
を
無
視
し
て
権
中
納
言
が
真
っ
先
に
口
火
を
切
っ
た
と
こ
ろ
に
、
権
中

納
言
の

「も
の
言
ひ
さ
が
な
」
い
性
格
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と

い
っ
た
反
論
が
即
座
に
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
恣
意
的
な
解
釈
に
基
づ
く
議
論
で
は
本

文
の
優
劣
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
問
題
を
紛
糾
さ
せ
る
結
果

に
し
か
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）
　
「咎
」
と
い
う
語
の
、
同
時
代
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
人
間
の
行
為
や

性
格
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
原

義
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
は
楽
器
に
対
し
て
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
た

も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
『源
氏
物
語
』
梅
枝
巻

に
、
薫
物

に

関
し
て

「咎
」
の
語
を
用
い
て
い
る
例
が
あ
る
。

（
６
）

な
お
、
他
の
部
分
か
ら
切
り
取
っ
て
き
た
叙
述
を
加
工
し
て
独
自
異
文
を
作

り
出
す
第
一
系
統
本
文
作
者
の
手
法
の
一
端
は
、
（２
）
の
『国
語
国
文
』
掲
載

の
論
文
に
も
指
摘
し
て
お
い
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

―
―
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
教
授
―
―


