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語文105(2015・12 大阪人学国語匡I文学会）

藤
原
定
家
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
「
松
浦
宮
物
語
」
に
関
し
て
は
、
主
と
し

て
作
者
論
の
立
場
か
ら
数
多
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
物
語
作
品
と
し

て
の
内
容
や
構
造
・
意
義
に
つ
い
て
吟
味
を
行
っ
た
研
究
は
驚
く
ほ
ど
少
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
作
品
自
体
が
長
編
物
語
と
し
て
の
完
成
を

(1) 

見
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
多
い
中
で
、
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、
唐
土
に

お
け
る
部
皇
后
（
梅
里
の
女
）
と
の
恋
愛
諏
が
物
語
を
通
し
て
の
中
心
的

テ
ー
マ
で
あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
よ
り
も
む
し
ろ
神
秘
的
か
つ
幽
玄
な
雰
囲

(
2
)
 

気
そ
の
も
の
こ
そ
が
作
者
が
描
き
た
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
解
釈
が
一

般
的
で
あ
っ
た
。
登
場
す
る
三
人
の
女
君
ー
神
奈
備
皇
女
、
華
陽
公
主
、
郡

皇
后
ー
の
中
で
は
、
最
後
に
登
場
す
る
郵
皇
后
と
関
連
す
る
場
面
に
最
も
多

く
の
紙
面
が
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
最
終
的
に
弁
少
将
が
郡
皇
后
に
最

も
心
惹
か
れ
て
い
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
作
者
自
身
の
手
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
跛
文

は
じ
め
に 『

松
浦
宮
物
語
』

（
偽
肱
）
の
内
容
に
よ
っ
て
想
起
さ
せ
ら
れ
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
す
な

わ
ち
、
跛
文
中
の
白
居
易
の
漢
詩
「
花
非
花
霧
非
霧
」
の
引
用
目
的
は
、
郡

皇
后
と
の
逢
瀬
の
場
面
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
「
文
選
」
「
高
唐
賦
」

で
の
神
女
と
の
恋
愛
の
情
景
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
跛
文
は
そ

の
こ
と
を
作
者
自
ら
が
読
者
に
暗
示
す
る
意
図
を
持
っ
て
付
与
さ
れ
た
と
の

解
釈
で
あ
る
。
作
者
自
身
の
手
に
な
る
跛
文
の
存
在
は
、
物
語
の
読
解
、
特(

3
)
 

に
主
題
を
推
し
量
る
た
め
の
大
い
な
る
助
け
と
な
る
一
方
で
、
松
村
雄
二
氏

が
「
「
松
浦
宮
物
語
」
の
読
み
が
抱
え
て
い
る
こ
の
特
殊
条
件

(11
そ
も
そ

も
が
一
個
の
統
一
し
た
作
品
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
、
物

語
読
解
の
入
口
の
所
で
難
題
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
）
は
、

―
つ
に
は
作
者
自
身
に
よ
っ
て
作
品
の
末
尾
に
付
け
足
さ
れ
た
、
萩
谷
氏
の

い
わ
ゆ
る
〈
偽
肱
〉
に
原
因
が
あ
り
、
そ
れ
は
作
者
が
ほ
か
な
ら
ぬ
定
家
で

あ
る
と
い
う
外
的
事
実
と
微
妙
に
絡
み
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
」
と
評
し
て

い
る
よ
う
に
、
本
文
単
体
の
読
解
の
み
で
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

践
文
に
お
け
る
作
者
の
主
張
と
整
合
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い

井

終
端
部
に
示
唆
さ
れ
る
物
語
設
定

真

弓
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て
、
祓
文
の
存
在
が
か
え
っ
て
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
「
松
浦
宮
物
語
」

を
物
語
と
し
て
読
み
解
く
た
め
に
は
、
暗
示
さ
れ
る
作
者
の
意
向
を
踏
ま
え

た
上
で
践
文
を
含
む
終
端
部
を
適
切
に
解
釈
し
、
そ
の
意
義
を
理
解
す
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

「
松
浦
宮
物
語
」
の
終
端
部
ー
践
文
お
よ
び
そ
の
直
前
に
見
ら
れ
る
省
筆

-
4
)

（

5
}

｛

6
)
 

の
意
味
合
い
に
関
し
て
は
、
萩
谷
朴
氏
の
注
釈
、
豊
島
秀
範
氏
や
松
村
氏
、

(

-

‘

)

-

8

}

(

9

)

 

三
角
洋
一
氏
の
論
考
を
は
じ
め
と
し
て
、
妹
尾
好
信
氏
、
金
光
桂
子
氏
、
本

t10} 

宮
洋
幸
氏
が
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
定
家
自
身
が
「
松
浦
宮
物
語
」

C11} 

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
感
慨
を
抱
い
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
意
見
の
相
違
が

見
ら
れ
る
も
の
の
、
祓
文
の
個
々
の
部
分
に
関
す
る
解
釈
は
概
ね
萩
谷
氏
の

注
釈
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
で
あ
る
定
家
が
物
語

の
成
立
を
殊
更
古
め
か
し
く
み
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
（
装
飾
）
、
作
中
の
文

体
が
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
定
家
自
身
が
餡
晦
気
味
に
（
あ
る
い
は
謙
遜
な

い
し
自
負
を
も
っ
て
）
告
白
し
て
い
る
こ
と
（
釈
明
）
、
白
居
易
の
詩
に
あ

る
よ
う
な
朝
雲
暮
雨
な
る
雰
囲
気
の
恋
愛
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
を
ほ
の
め

か
し
て
い
る
こ
と
（
主
題
暗
示
）
、
な
ど
が
跛
文
を
記
し
た
意
図
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
各
論
と
し
て
は
首
肯
で
き
る
部

分
が
多
く
あ
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
跛
文
全
体
と
し
て
み
た
場
合
に
主
張

が
散
漫
で
統
一
性
に
欠
け
る
印
象
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

-12) 

終
端
部
を
評
し
て
萩
谷
氏
は
「
随
分
手
の
込
ん
だ
こ
と
を
し
た
が
、
定
家
た

る
も
の
、
結
局
は
、
策
士
策
に
溺
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
」
と
酷

評
し
て
お
り
、
以
後
の
研
究
例
を
含
め
て
、
省
箔
の
上
で
践
文
を
付
加
し
た

効
果
は
否
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
そ
も
そ
も
が
「
「
松
浦
宮
物
語
」
の
主
題

は
郡
皇
后
と
の
神
秘
的
か
つ
幽
玄
な
恋
愛
諏
」
と
す
る
従
来
の
物
語
解
釈
に

基
づ
く
が
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
前
述
の
松
村
氏
の
指

摘
に
も
あ
る
通
り
、
終
端
部
の
意
図
が
物
語
の
主
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
終
端
部
が
正
し
く
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
は
、
物

語
本
編
主
題
の
抽
出
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
終
端
部
に
統
一
的
な
解
釈
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
こ
そ
が
、
物
語
作
品
と
し
て
の
「
松
浦
宮
物
語
」
の
主

題
が
適
切
に
把
握
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(13) 

物
語
作
品
と
し
て
の
「
松
浦
宮
物
語
」
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
に
お

い
て
弁
少
将
に
関
わ
る
三
人
の
女
君
ー
神
奈
備
良
女
、
華
陽
公
主
、
郎
皇
后

—
の
立
場
に
基
づ
き
そ
の
行
動
の
意
味
を
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
恋
愛
の
成
就

に
際
し
て
常
に
受
動
的
な
弁
少
将
に
対
し
、
女
君
こ
そ
が
積
極
的
な
働
き
か

け
を
行
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
本
物
語
は
女
君
た
ち
を
主
体
と
み
て
解

釈
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
三
人
の
女
君
は
み
ん
な
心

の
平
安
を
得
る
こ
と
が
叶
わ
ず
、
女
君
の
側
か
ら
み
た
「
悲
恋
物
語
」
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
物
語
主
題
の
新
た
な

解
釈
に
基
づ
き
、
本
稿
で
改
め
て
終
端
部
の
意
味
を
総
合
的
に
問
い
直
し
て

み
た
い
。
定
家
が
害
誌
学
的
な
知
識
を
動
員
し
、
書
写
者
を
装
う
と
い
う
技

巧
を
凝
ら
し
て
ま
で
作
成
し
た
終
端
部
の
本
来
の
意
味
合
い
は
、
従
来
解
釈

さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
装
飾
」
「
釈
明
」
「
主
題
暗
示
」
と
い
っ
た
内
容
要
素

と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
終
端
部
に
関
し
て
も
、

13 



本
物
語
の
主
題
、
す
な
わ
ち
女
性
側
を
恋
愛
の
主
体
と
し
た
悲
恋
と
い
う
点

を
踏
ま
え
て
再
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
特
に
、
省
筆
部
分

に
見
ら
れ
る
「
本
云
」
と
い
う
記
述
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
端
部
の

執
筆
意
図
を
探
り
、
「
松
浦
宮
物
語
j

の
主
題
と
の
関
わ
り
に
関
し
て
考
察

を
行
う
。

「
松
浦
宮
物
語
」
の
終
端
部

「
松
浦
宮
物
語
」
の
跛
文
は
、
表
面
上
は
書
写
者
の
手
に
よ
る
記
載
と
い

う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
作
者
で
あ
る
定
家
自
身
が
書
写

-14) 

者
を
装
っ
て
記
述
し
た
と
の
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
他
に
も
物
語
内
に
は

二
箇
所
（
う
ち
一
箇
所
は
跛
文
部
分
の
直
前
）
に
書
写
者
を
装
っ
た
省
筆
の

文
章
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
同
じ
く
定
家
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
れ
ら
「
非
物
語
的
」
終
端
部
に
つ
い
て

慎
重
に
検
討
を
進
め
た
い
。

-15) 

「
松
浦
宮
物
語
j

の
伝
本
と
し
て
は
、
坂
本
ま
さ
る
氏
や
萩
谷
氏
、
吉
田

名"]-

幸
一
氏
に
よ
っ
て
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
論
究
に
基
づ
く
と
、

大
き
く
二
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
に
成
立
し
た
と

さ
れ
る
「
伝
伏
見
院
痰
翰
本
」
（
以
下
、
「
伏
見
院
本
」
と
称
す
）
と
、
同
じ

[18) 

＜
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
書
写
さ
れ
た
と
さ
れ
る
蜂
須
賀

家
旧
蔵
の
「
伝
後
光
厳
院
哀
翰
本
」
（
以
下
、
「
後
光
厳
院
本
」
と
称
す
）
お

よ
ぴ
そ
の
流
れ
を
引
く
「
伝
後
光
厳
院
痕
翰
本
系
列
本
」
で
あ
る
。
「
伏
見

院
本
」
は
伝
本
中
で
成
立
が
最
も
古
い
と
さ
れ
る
も
の
の
、
脱
落
が
多
く
存

在
す
る
た
め
良
質
な
底
本
と
は
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
現
存
部
分
に

関
し
て
は
本
作
品
成
立
時
点
の
状
態
を
よ
り
よ
く
保
存
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
ず
は
「
後
光
厳
院
本
」
と
「
伏
見
院
本
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

非
物
語
的
記
述
部
分
を
精
査
す
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
に
物
語
終
盤
に
見
ら

れ
る
「
非
物
語
的
」
終
端
部
を
両
伝
本
か
ら
引
用
す
る
。
便
宜
上
、
そ
れ
ぞ

れ
を
「
省
筆
一
」
「
省
筆
二
①
、
②
」
「
踪
文
①
ー
⑧
」
と
称
す
。

省
筆
一
（
弁
少
将
の
帰
国
前
日
、
郡
皇
后
と
の
別
れ
の
場
面
）

(a)
「
本
の
草
子
、
朽
ち
失
せ
て
見
え
ず
」
と
本
に
。

（
一
三
一
頁
）
（
後
光
厳
院
本
）

(
b
)
本
云
、
「
本
の
草
子
、
朽
ち
失
せ
て
見
え
ず
」
と
。

（
―
-
六
頁
）
（
伏
見
院
本
）

省
筆
二
①
（
帰
国
後
、
弁
少
将
は
華
陽
公
主
と
暮
ら
す
が
、
鏡
に
映
る
郎

皇
后
の
姿
に
心
ま
ど
わ
せ
る
場
面
）

(a)
「
こ
の
奥
も
、
本
朽
ち
失
せ
て
離
れ
落
ち
に
け
り
」
と
本
に
。

（
一
三
八
頁
）
（
後
光
厳
院
本
）

(
b
)
本
云
、
「
こ
の
奥
も
、
本
朽
ち
失
せ
て
離
れ
落
ち
に
け
り
」
と
。

(
―
ニ
ニ
頁
）
（
伏
見
院
本
）

省
筆
二
②

(a)
（
後
光
厳
院
本
に
は
該
当
箇
所
な
し
）

(
b
)
本
云
、
「
貞
観
三
年
四
月
染
殿
院
に
て
書
き
写
す
」

(
―
ニ
ニ
頁
）
（
伏
見
院
本
）

14 



（
一
三
九
頁
）
（
後
光
厳
院
本
）

(
―
二
三
頁
）
（
伏
見
院
本
）

眈
文
①

(a)
こ
の
物
語
、
高
き
代
の
こ
と
に
て
、
歌
も
言
葉
も
様
異
に
古
め
か
し

う
見
え
し
を
、
「
蜀
山
の
道
の
ほ
と
り
よ
り
、
さ
か
し
き
今
の
世
の
人

の
作
り
変
へ
た
る
」
と
て
、
む
げ
に
見
苦
し
き
こ
と
ど
も
見
ゆ
め
り
。

（
ニ
ニ
九
頁
）
（
後
光
厳
院
本
）

(b)
こ
の
物
語
、
高
き
代
の
こ
と
に
て
、
歌
も
言
葉
も
様
異
に
古
め
か
し

う
見
え
し
を
、
「
蜀
111
の
道
の
ほ
と
り
よ
り
、
さ
か
し
き
今
の
世
の
人

の
作
り
変
へ
た
る
」
と
て
、
む
げ
に
見
苦
し
き
こ
と
ど
も
見
ゆ
め
り
。

(
―
二
三
頁
）
（
伏
見
院
本
）

跛
文
②

(a)
い
づ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
む
。

(b)
い
づ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
ん
。

祓
文
③

(a)
も
ろ
こ
し
の
人
の
、
「
う
ち
寝
る
中
」
と
言
ひ
け
む
、
そ
ら
ご
と
の
中

の
そ
ら
ご
と
を
か
し
う
。
(
-
三
九
頁
）
（
後
光
厳
院
本
）

(
b
)
も
ろ
こ
し
の
人
の
、
「
う
ち
寝
る
な
り
」
と
言
ひ
け
ん
、
そ
ら
ご
と
の

中
の
そ
ら
ご
と
を
か
し
。
一
校
了
(
―
二
三
頁
）
（
伏
見
院
本
）

踪
文
④

(a)
貞
観
一
一
一
年
四
月
十
八
日
、
染
殿
の
院
の
西
の
対
に
て
害
き
終
は
り
ぬ
。

（
一
三
九
頁
）
（
後
光
厳
院
本
）

b
)
（
伏
見
院
本
に
は
該
当
箇
所
な
し

(b)11、
「
貞
観
三
年
四
月
十
八
日
、
染
殿
の
院
の
西
の
対
に
て
書
き
終

は

り

ぬ

」

と

あ

り

。

(

―

二

三

頁

）

（

伏

見

院

本

）

祓
文
⑤

(a)
花
非
花
霧
非
霧

無
覚
処

(
b
)
花
非
花
霧
非
霧

覚
処

夜
半
来
天
明
去

夜
半
来
天
明
去

祓
文
⑥

(a)
こ
れ
も
ま
こ
と
の
こ
と
な
り
。

(
b
)
（
伏
見
院
本
に
は
該
当
箇
所
な
し
）

来
如
春
夢
幾
多
時
去
似
朝
雲

（
一
三
九
頁
）
（
後
光
厳
院
本
）

来
如
春
夢
幾
時
去
似
朝
雲
無

(
―
二
三
頁
）
（
伏
見
院
本
）

（
一
三
九
頁
）
（
後
光
厳
院
本
）

祓
文
⑦

(a)
「
さ
ぱ
か
り
傾
城
の
色
に
逢
は
じ
」
と
て
、
「
あ
だ
な
る
心
な
き
人
は
、

な
に
ご
と
に
、
か
か
る
こ
と
は
言
ひ
置
き
た
ま
ひ
け
る
ぞ
」
と
、
心

得

が

た

く

。

(

-

三

九

頁

）

（

後

光

厳

院

本

）

(
b
)
（
伏
見
院
本
に
は
該
当
箇
所
な
し
）

践
文
⑧

(a)
も
ろ
こ
し
に
は
さ
る
霧
の
さ
ぶ
ら
ふ
か
。

（
一
三
九
頁
）
（
後
光
厳
院
本
）
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省
筆
・
跛
文
を
含
む
終
端
部
分
は
、
省
筆

両
伝
本
間
の
大
き
な
違
い
と
し
て
は
、
省
筆
二
②
の
と
こ
ろ
に
「
伏
見
院

本
」
に
は
「
本
云
、
「
貞
観
三
年
四
月
染
殿
院
に
て
書
き
写
す
j

」
の
一
文
が

追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
祓
文
④
の
「
貞
観
三
年
四
月
十
八
日
、
染
殿
の
院

の
西
の
対
に
て
書
き
終
は
り
ぬ
」
の
く
だ
り
が
、
「
伏
見
院
本
」
で
は
「
本

ニ
ー
と
あ
り
」
の
間
に
置
か
れ
て
お
り
、
直
前
に
「
一
校
了
」
の
記
述
が
あ

る
こ
と
、
祓
文
⑥
S
⑧
が
「
伏
見
院
本
」
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
の
三
点
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
最
後
の
相
違
に
関
し
て
は
祓
文
⑤
の

部
分
ま
で
で
「
伏
見
院
本
」
の
紙
面
が
尽
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
巻
末
部
分

819) 

の
脱
落
に
起
因
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
現
在
に
伝
わ
る
写
本
の
全
て

は
「
後
光
厳
院
本
」
の
系
列
で
あ
り
、
「
伏
見
院
本
」
に
連
な
る
写
本
の
存

在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
前
述
の
三
点
の
写
本
間
相
追
は
「
後
光
厳
院

本
」
系
統
の
全
て
の
写
本
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
初
期

の
書
写
段
階
で
終
端
部
に
変
化
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、

い
ず
れ
の
写
本
（
系
列
）
が
よ
り
原
本
に
近
い
状
態
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

害
写
年
代
の
面
か
ら
は
「
伏
見
院
本
」
が
最
も
古
い
時
代
に
成
立
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
を
も
っ
て
「
伏
見
院
本
」
が
よ
り
原
本
に

近
い
と
断
言
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
、
以
下
そ
の
こ
と
も
念
頭
に
お

き
な
が
ら
分
析
を
行
う
。
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
「
松
浦
宮
物
語
」
の
作
者

の
こ
と
を
「
定
家
」
、
定
家
が
装
っ
た
書
写
者
を
「
跛
文
執
筆
者
」
、
定
家
が

想
定
し
て
い
る
物
語
作
者
を
「
仮
想
的
作
者
」
と
呼
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

省
筆
部
分
の
分
析
(
-
)
ー
先
行
物
語
と
の
比
較

・
ニ
①
②
．
踪
文
④
の
よ
う

に
注
釈
的
な
箇
所
と
、
数
文
①
②
③
⑥
あ
）
の
よ
う
な
書
写
者
の
感
想
的
部
分

の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
注
釈
的
箇
所
で
あ
る
省

筆
一
、
省
筆
二
①
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
解
釈
で
は
、
長
編

小
説
と
し
て
の
結
末
ま
で
執
筆
を
続
け
る
こ
と
に
挫
折
し
た
定
家
が
、
筆
を

(20) 

欄
く
た
め
に
省
筆
二
と
い
う
終
端
を
導
入
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
一
方

で
省
筆
一
に
関
し
て
は
そ
の
前
後
の
物
語
が
ほ
と
ん
ど
違
和
感
な
く
接
続
で

き
る
こ
と
か
ら
、
読
者
が
省
筆
二
①
を
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
作

-21} 

者
が
施
し
た
予
防
策
と
の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
省
筆
一
お
よ
ぴ
省
筆
二

①
の
部
分
は
、
語
の
先
後
こ
そ
あ
れ
、
両
系
統
の
伝
本
で
ほ
ぽ
同
一
の
内
容

と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、
こ
の
本
を
最
後
に
書
写
し
た
人
物

(11
祓
文

執
箪
者
）
が
参
照
し
た
元
本
に
お
い
て
す
で
に
「
本
の
草
子
、
朽
ち
失
せ
て

見
え
ず
」
「
こ
の
奥
も
、
本
朽
ち
失
せ
て
見
え
ず
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
と

装
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
書
写
の
元
と
な
っ
た
「
本
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
記

述
、
す
な
わ
ち
、
書
写
者
に
よ
る
追
記
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
装
っ
た
記
述
）

は
同
時
代
の
文
学
作
品
に
多
数
散
見
さ
れ
る
。

類
例
と
し
て
「
う
つ
ほ
物
語
」
俊
蔭
巻
「
次
々
に
ぞ
」
(
―
二
三
頁
）
、

「
虫
め
づ
る
姫
君
」
「
二
の
巻
あ
る
べ
し
」
（
四
二

0
頁
）
の
よ
う
な
、
ま
だ

物
語
が
完
結
せ
ず
に
続
き
が
あ
る
よ
う
な
省
筆
形
態
は
、
読
者
に
続
編
を
期

待
さ
せ
、
そ
の
内
容
を
想
像
さ
せ
る
と
い
う
点
で
作
品
の
余
韻
を
増
し
、
読

後
感
を
印
象
的
な
も
の
と
す
る
効
果
が
あ
る
。
し
か
し
「
松
浦
宮
物
語
」
で

は
、
「
も
と
も
と
あ
っ
た
は
ず
の
続
き
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
、
喪

失
感
・
断
絶
を
感
じ
さ
せ
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
読
者
の
心
は
作
品
世
界
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の
今
後
で
は
な
く
、
唐
突
に
訪
れ
た
最
終
場
面
に
弧
＜
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。「

源
氏
物
語
」
夢
浮
橋
巻
の
結
尾
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
薫
は
）
『
い
つ
し
か
』
と
待
ち
お
は
す
る
に
、
（
小
君
は
）
か
く
た
ど

た
ど
し
く
て
帰
り
来
た
れ
ば
、
「
す
さ
ま
じ
く
、
な
か
な
か
な
り
」
と

思
す
こ
と
さ
ま
ざ
ま
に
て
、
『
（
浮
舟
を
）
人
の
隠
し
据
ゑ
た
る
に
や
あ

ら
む
」
と
我
が
御
心
の
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な
く
落
と
し
置
き
た
ま
へ
り
し

な

ら

ひ

に

、

と

ぞ

本

に

は

べ

め

る

。

（

二

七

九

頁

）

夢
浮
橋
巻
の
終
末
部
は
、
物
語
が
完
結
し
た
の
か
、
未
完
で
あ
る
の
か
と
い

う
観
点
か
ら
着
目
さ
れ
、
「
と
ぞ
本
に
は
べ
る
」
部
分
を
書
写
者
の
注
記
と

見
な
す
の
か
、
「
源
氏
物
語
」
の
本
文
と
見
な
す
の
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。

当
初
は
「
終
る
と
も
終
ら
ざ
る
と
も
な
く
、
源
氏
一
篇
は
中
絶
し
て
、
読
者

（笞

を
し
て
長
へ
に
亡
羊
の
嘆
あ
ら
し
む
」
と
す
る
よ
う
な
未
完
（
中
絶
）
説
が

主
流
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
現
在
は
、
浮
舟
に
よ
る
薫
の
救
済
を
予
見
さ
せ

（お）

る
終
わ
り
方
と
捉
え
、
完
結
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
源
氏

物
語
」
の
古
注
釈
書
で
も
「
本
に
は
べ
め
る
、
紫
式
部
此
一
部
我
身
の
か
き

た
る
と
い
ふ
を
し
ら
せ
じ
と
て
、
夢
や
な
に
や
の
や
う
に
か
き
て
、
さ
て
本

に
か
や
う
の
事
あ
る
と
い
へ
る
心
也
。
か
や
う
に
て
し
て
ゆ
く
末
を
か
、
ざ

る
見
は
て
ぬ
夢
の
さ
ま
、
甚
深
微
妙
の
趣
向
と
見
え
た
り
」
（
「
細
流
抄
」
）

と
、
余
韻
を
残
す
技
巧
的
な
も
の
と
捉
え
る
一
方
で
、
「
本
に
は
べ
る
例

の
式
部
が
別
の
本
に
て
見
た
る
や
う
に
書
り
。
一
部
の
い
づ
れ
の
巻
に
て
も
、

皆
こ
の
心
づ
か
ひ
に
か
き
な
せ
り
。
本
に
は
べ
め
る
と
云
詞
な
き
本
有
之
」

（
「
萬
水
一
露
」
）
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
源
氏
物
語
」
の
伝
本
に
は
「
本

に
は
べ
め
る
」
が
な
い
も
の
も
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
確
か
に
「
源
氏

物
語
大
成
」
校
異
編
を
参
照
す
る
と
、
青
表
紙
本
に
は
「
本
に
は
べ
め
る
」

が
あ
る
が
、
河
内
本
は
「
と
ぞ
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
か

正
し
い
本
文
で
あ
る
の
か
を
追
究
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
重
要
で
あ
る
の

は
、
「
源
氏
物
語
」
の
終
末
部
は
、
「
落
と
し
お
き
た
て
ま
へ
り
し
な
ら
ひ
に

と
ぞ
」
で
終
わ
り
、
害
写
者
に
よ
っ
て
「
本
に
」
に
類
す
る
注
記
が
付
加
さ

れ
た
可
能
性
の
あ
る
形
態
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
j

も
同
様
に
、
後
代
の
書
写
者
に
よ
っ

て
「
本
に
」
と
い
う
注
記
が
追
加
さ
れ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
同
作
品
の

結
尾
に
は
、
「
と
ぞ
本
に
も
は
ぺ
る
」
「
本
に
も
「
本
の
ま
ま
」
と
見
ゆ
」
と云お）

二
度
に
わ
た
る
「
本
」
に
密
か
れ
て
い
る
旨
の
記
述
が
あ
る
。
三
角
洋
一
氏

は
、
「
姉
妹
が
取
り
違
い
に
よ
っ
て
お
互
い
に
相
手
の
夫
と
契
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
か
ら
生
じ
る
四
者
の
苦
悩
を
、
物
語
の
語
り
手
が
「
心
苦
し
う
」
と

語
り
終
え
た
が
、
そ
の
物
語
を
借
覧
し
て
書
写
し
た
人
が
「
心
苦
し
う
」
で

終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
「
と
ぞ
、
本
に
も
は
べ
る
」

と
書
き
加
え
、
感
想
を
記
し
た
。
そ
の
本
を
再
転
写
し
た
人
が
結
ぴ
の
部
分

で
「
心
苦
し
う
」
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
「
本
の
ま
ま
」
で
あ
り
、
感
想
も

付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
「
と
、
本
に
も
「
本

の
ま
ま
」
と
見
ゆ
」
と
害
き
加
え
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
語

の
本
文
が
「
心
苦
し
う
」
と
不
完
全
な
状
態
で
終
え
て
い
る
こ
と
を
解
消
す

る
意
識
に
因
っ
て
、
後
代
の
書
写
者
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
と
の
解
釈

函）

で
あ
る
。
下
鳥
朝
代
氏
は
こ
の
考
え
を
さ
ら
に
進
め
、
「
未
完
の
完
結
」
と

で
も
い
う
べ
き
物
語
の
終
わ
り
を
「
本
」
の
権
威
を
借
り
て
強
調
し
て
い
る
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こ
こ
で
、
省
筆
の
前
後
の
物
語
展
開
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
石
埜

名
3
)

敬
子
氏
は
、
「
と
り
か
へ
ば
や
」
の
結
尾
を
取
り
上
げ
、
左
大
臣
家
の
栄
華

の
予
測
す
る
よ
う
な
大
団
円
を
描
い
た
後
に
、
契
り
を
結
ぴ
、
子
を
な
し
た

も
の
の
行
方
知
ら
ず
と
な
っ
た
女
大
将
を
相
も
変
わ
ら
ず
恋
い
慕
う
内
大
臣

の
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
「
源
氏
物
語
」
「
狭
衣
物
語
」
「
浜
松
中

納
言
物
語
j

い
ず
れ
も
最
後
に
も
の
思
い
を
す
る
人
物
を
描
出
し
て
お
り
、

憂
愁
の
余
韻
を
持
っ
た
終
わ
り
方
が
一
っ
の
型
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ

省
筆
部
分
の
分
析
（
二
）
ー
「
松
浦
宮
物
語
」
に
お
け
る
物
語

展
開

と
指
摘
す
る
。

一
方
で
『
う
つ
ほ
物
語
j

楼
上
下
「
「
次
の
巻
に
、
女
大
饗
の
有
様
、
大

法
会
の
こ
と
は
あ
め
り
き
。
…
こ
れ
を
―
つ
に
て
多
か
め
れ
ば
、
中
よ
り
分

け
た
る
な
め
り
」
と
本
に
こ
そ
は
べ
る
め
れ
」
（
六
ニ
ー
頁
）
、
「
蜻
蛉
日
記
」

下
巻
「
「
京
の
果
て
な
れ
ば
、
夜
い
た
う
更
け
て
ぞ
叩
き
来
な
る
j

出
利
利

日
」
（
三
六
三
頁
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
書
写
者
を
装
っ
て
「
と
ぞ
本
に

は
ぺ
る
」
と
い
う
形
式
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
、
こ
の
時
代
の
文
学
作
品
の

一
般
的
技
法
と
し
て
流
行
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
松
浦
宮
物
語
」

の
場
合
に
は
、
『
源
氏
物
語
」
と
は
異
な
り
、
伏
見
院
本
、
後
光
厳
院
本
と

も
に
「
本
に
」
に
関
す
る
記
述
に
際
だ
っ
た
異
同
は
な
く
、
書
写
の
元
と

な
っ
た
原
本
に
お
い
て
す
で
に
「
本
に
」
と
い
う
書
写
者
を
装
っ
た
省
筆
が

な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
作
者
で
あ
る
定
家
こ
そ
が
省
筆
を
含
む
跛
文

の
執
筆
者
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

る

28)

と
を
う
か
が
わ
せ
る
」
と
指
摘
す
る
。
金
光
桂
子
氏
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
、

「
松
浦
宮
物
語
」
の
終
末
部
も
、
郵
皇
后
と
の
遠
く
海
を
隔
て
た
別
離
、
神

奈
備
皇
女
の
入
内
、
夫
婦
と
な
っ
た
華
陽
公
主
と
も
郎
皇
后
の
存
在
に
よ
っ

て
す
れ
違
い
を
生
じ
る
と
い
う
八
方
塞
が
り
な
状
況
に
お
か
れ
た
弁
少
将
を
、

「
源
氏
物
語
」
以
降
「
不
如
意
を
嘆
く
主
人
公
」
を
描
出
す
る
物
語
の
典
型

を
踏
襲
し
て
い
る
と
見
な
し
、
物
語
の
破
綻
は
な
い
と
捉
え
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
む
し
ろ
女
君
側
こ
そ
が
恋
愛
に
お
け
る
主
体
で
あ
り
、
「
松
浦
宮
物

語
」
の
終
端
部
は
女
君
の
悲
恋
諏
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、
金
光
氏
の
指
摘
と
は
異
な
っ
た
解
釈
が
可
能
と
な
ろ
う
。

省
筆
部
分
が
二
度
に
わ
た
り
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
省
筆
一
の
直
前
に

は
帰
国
を
前
に
し
た
弁
少
将
と
鄭
皇
后
の
別
れ
の
場
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
は
、
郡
皇
后
が
自
ら
の
素
姓
お
よ
ぴ
事
の
因
縁
を
明
ら
か
に
し
、
弁

少
将
へ
の
恋
心
を
吐
露
し
た
場
面
に
引
き
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
前
者

が
梅
里
の
女
と
し
て
の
私
的
立
場
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

後
者
は
皇
后
と
し
て
の
公
的
立
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
内

容
も
「
い
ま
は
の
閉
ぢ
め
、
さ
す
が
に
見
捨
て
ん
ほ
ど
の
心
細
き
を
…
び
と

た
び
の
情
け
は
か
け
ら
れ
な
ん
や
」
(
―
二
五
頁
）
、
「
さ
て
も
は
か
な
き
世

の
命
の
ほ
ど
を
忘
れ
て
、
こ
の
世
な
が
ら
今
ひ
と
た
び
の
対
面
の
待
た
る
る

計
」
(
-
三
一
頁
）
と
、
何
度
も
弁
少
将
と
の
再
会
を
願
っ
て
お
り
、
郡

皇
后
の
超
常
的
な
能
力
を
も
っ
て
し
て
も
弁
少
将
の
再
来
を
予
見
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
弁
少
将
が
二
度
と
唐
を
訪
れ
な
い
と
い
う
こ
と

を
予
見
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

弁
少
将
と
の
再
会
を
実
現
す
る
た
め
に
郎
皇
后
は
何
度
も
彼
の
来
訪
を
懇
願
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し
、
自
ら
の
面
影
を
忘
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
鏡
を
贈
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
の
中
世
王
朝
物
語
に
多
く
見
ら
れ
る
悲
恋
遁
世
物
語
の
男
主
人
公
が
、
入

内
と
い
う
幸
福
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
女
君
と
の
離
別
を
あ
え
て
選

択
す
る
の
に
似
通
っ
た
悲
恋
の
一
形
態
を
、
女
君
の
立
場
か
ら
表
し
た
結
末

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

省
筆
二
の
直
前
に
は
、
華
陽
公
主
と
弁
少
将
と
の
関
係
が
描
写
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
華
陽
公
主
が
弁
少
将
の
愛
情
だ
け
を
頼
り
に
遠
い
異
国
で

復
活
し
、
子
を
宿
す
も
の
の
、
弁
少
将
の
態
度
の
変
化
や
衣
に
残
る
移
り
香

か
ら
他
の
女
性
の
存
在
に
想
到
し
、
相
手
の
気
持
ち
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
ゆ
く
過
程
に
て
物
語
は
終
焉
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

二
か
所
の
省
筆
部
分
は
と
も
に
女
君
た
ち
の
嘆
き
の
直
後
に
置
か
れ
て
お
り
、

そ
し
て
そ
の
直
後
に
「
本
朽
ち
失
せ
て
見
え
ず
」
「
本
朽
ち
失
せ
て
離
れ
落

ち
け
り
」
と
注
記
を
装
っ
た
同
様
の
非
物
語
的
記
述
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の

は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
『
松
浦
宮
物
語
」
の
本
編
部
分
の
物
語
展
開
で

は
、
主
人
公
で
あ
る
弁
少
将
で
は
な
く
、
実
は
女
君
た
ち
こ
そ
が
恋
愛
成
就

の
た
め
の
外
的
障
碍
を
打
破
す
べ
く
禁
忌
を
犯
し
た
り
、
運
命
ま
で
も
ね
じ

曲
げ
て
積
極
的
に
決
断
し
、
行
動
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
つ
の

省
筆
の
直
前
場
面
に
お
い
て
女
君
た
ち
を
悩
ま
せ
て
い
る
障
碍
は
外
的
な
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
弁
少
将
の
内
面
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

よ
う
な
障
碍
を
克
服
す
る
こ
と
は
女
君
た
ち
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
弁

少
将
の
決
断
・
行
動
こ
そ
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘

わ
ら
ず
弁
少
将
は
「
な
ほ
心
に
し
み
て
物
思
ふ
べ
く
も
生
ま
れ
来
に
け
る
か

な
」
(
-
三
八
頁
）
と
相
変
わ
ら
ず
「
思
ひ
乱
れ
」
続
け
て
お
り
、
彼
の
態

度
が
優
柔
不
断
な
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
女
君
た
ち
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
絶
望
的
に
暗
い
結
末
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
本
朽
ち

失
せ
て
離
れ
落
ち
け
り
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
後
味
の
悪
い
記
述
を
採

用
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
物
語
の
行
く
末
に
は
女
君
た
ち
の
救
済
が
待
っ
て

は
い
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
に
、
物
語
の
終
末
表
現
が
作
品
の
主
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
例
と

し
て
「
竹
取
物
語
」
の
構
造
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
か
ぐ
や
姫
の
人
間
界

へ
の
天
下
り
の
理
由
は
、
―
つ
に
、
育
て
の
親
で
あ
る
翁
が
「
功
徳
を
積
ん

だ
」
こ
と
へ
の
「
助
け
」
と
し
て
、
そ
し
て
も
う
―
つ
が
、
か
ぐ
や
姫
が
月

天
で
犯
し
た
罪
へ
の
贖
罪
に
あ
る
と
、
天
人
の
説
明
に
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
の

昇
天
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
が
解
消
さ
れ
た
、
つ
ま
り
贖
罪
期
間
が
過
ぎ
、

翁
も
裕
福
に
な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
物
語
と
し
て
は
伏
線
を
回

収
し
完
結
し
て
い
る
。
し
か
し
作
品
は
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
を
以
て
終
末
を
迎

え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
か
ぐ
や
姫
昇
天
後
の
後
H
談
ー
翁
た
ち
の
悲
嘆

や
、
か
ぐ
や
姫
の
残
し
た
不
死
の
薬
を
帝
が
天
に
近
い
山
で
燃
や
す
と
い
う

富
士
山
の
煙
の
由
来
が
引
き
続
き
描
か
れ
た
の
ち
に
、
物
語
は
結
ば
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
竹
取
物
語
」
の
構
造
は
、
か
ぐ
や
姫
が
天
女
で
あ
り
、
前
述

の
よ
う
な
理
由
を
も
っ
て
天
下
り
し
た
と
い
う
論
理
性
に
重
点
を
お
い
て
い

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
ぐ
や
姫
と
い
う
天
女
を
通
じ
て
、
人
間
界
で
の

親
子
関
係
や
男
女
関
係
を
弧
調
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

の
点
を
踏
ま
え
て
「
松
浦
宮
物
語
」
の
構
造
を
捉
え
直
す
と
、
一
度
物
語
が

閉
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
そ
の
後
の
部
分
、
省
筆
の
後
に
こ
そ
、
本
物
語
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こ
の
よ
う
な
手
の
込
ん
だ
記
述
に
お
い
て
、
書
写
に
用
い
ら
れ
た
（
と
装

わ
れ
て
い
る
）
「
松
浦
宮
物
語
」
の
元
本
は
、
仮
想
的
作
者
が
直
接
筆
を

執
っ
た
原
本
で
は
な
く
、
（
何
代
か
を
経
た
）
写
し
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め

か
し
た
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
先
代
の
書
写
者

（
以
下
、
「
先
行
書
写
者
」
と
称
す
）
が
「
本
の
平
子
、
朽
ち
失
せ
て
見
え

ず
」
「
こ
の
奥
も
、
本
朽
ち
失
せ
て
離
れ
落
ち
に
け
り
」
と
の
文
章
を
記
し
、

最
後
に
書
写
を
し
た
人
物

(11
敗
文
執
筆
者
）
が
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
注
記
で

あ
る
旨
を
明
解
に
す
る
た
め
に
「
と
本
に
」
あ
る
い
は
「
本
云
」
と
い
う
語

を
追
加
し
た
と
い
う
複
雑
な
体
裁
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

定
家
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
手
の
込
ん
だ
表
現
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
単
に
省
策
と
し
て
の
意
味
合
い
で
あ
る
な
ら
、
「
と
本
に
」
あ
る
い

は
「
本
云
」
と
い
う
記
載
を
欠
い
て
い
て
も
問
題
な
い
は
ず
で
あ
る
。
例
え

ば
「
源
氏
物
語
」
夕
顔
巻
「
細
か
な
る
こ
と
ど
も
あ
れ
ど
、
う
る
さ
け
れ
ば

書
か
ず
」
(
-
九
五
頁
）
、
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
j

「
思
し
あ
き
れ

た
る
様
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
書
か
ず
」
（
四
五
八
頁
）
の
よ
う
に
、
話
の
内

容
が
饒
舌
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
執
筆
を
中
断
す

四
省
筆
の
意
図
ー
先
行
書
写
者
の
存
在
の
示
唆

の
本
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
本
物

語
の
終
端
部
は
「
主
題
暗
示
」
あ
る
い
は
「
主
題
強
調
」
の
た
め
に
付
さ
れ

た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
主
題
と
は
決
し
て
「
神
秘
的
か
つ
幽

玄
な
恋
愛
諄
」
な
ど
で
は
な
く
、
最
終
場
面
に
お
い
て
あ
ら
わ
と
な
っ
た

「
女
君
に
と
っ
て
の
悲
恋
」
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
お
き
た
い
。

る
方
法
や
、
『
源
氏
物
語
」
鈴
虫
巻
の
よ
う
に
、
冷
泉
院
で
催
さ
れ
た
詩
歌

の
宴
の
様
子
を
、
「
例
の
こ
と
足
ら
ぬ
か
た
は
し
は
、
ま
ね
ぶ
も
か
た
は
ら

い
た
く
て
な
む
。
」
（
三
八
六
頁
）
と
、
語
り
手
の
評
言
と
し
て
「
女
に
は
和

歌
の
こ
と
な
ら
分
か
る
が
、
漢
詩
の
こ
と
は
知
ら
な
い
の
で
そ
の
ま
ま
を
語

れ
な
い
」
と
詳
細
を
記
さ
ず
に
済
ま
せ
る
方
法
も
あ
る
。
「
松
浦
宮
物
語
」

に
お
い
て
も
同
様
の
語
り
手
（
あ
る
い
は
作
者
）
の
評
言
と
し
て
省
筆
を
行

う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

短
編
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
は
な
だ
の
女
御
」
の
結
尾
に
は
以
下
の
よ
う
な

複
雑
な
祓
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。

内
裏
に
も
参
ら
で
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
か
の
聞
き
し
こ
と
を
ぞ
。
「
そ

の
女
御
の
宮
と
て
の
ど
か
に
は
」
「
か
の
君
こ
そ
容
貌
を
か
し
か
ん
な

れ
」
な
ど
、
心
に
思
ふ
こ
と
、
歌
な
ど
書
き
つ
つ
手
習
に
し
た
り
け
る

を
、
ま
た
人
の
取
り
て
書
き
写
し
た
れ
ば
、
あ
や
し
く
も
あ
る
か
な
。

こ
れ
ら
作
り
た
る
さ
ま
も
お
ぽ
え
ず
、
よ
し
な
き
も
の
の
さ
ま
か
な
。

そ
ら
ご
と
に
も
あ
ら
ず
。
世
の
中
に
そ
ら
物
語
多
か
れ
ば
、
「
ま
こ
と
」

と
も
や
思
は
ざ
る
ら
む
。
こ
れ
思
ふ
こ
そ
ね
た
け
れ
。

多
く
は
、
容
貌
し
つ
ら
ひ
な
ど
も
、
こ
の
人
の
言
ひ
心
か
け
た
る
な
め

り
。
誰
な
ら
む
、
こ
の
人
を
知
ら
ば
や
。
殿
上
に
は
、
た
だ
今
こ
れ
を

ぞ
「
あ
や
し
く
、
を
か
し
」
と
言
は
れ
た
ま
ふ
な
る
。
か
の
女
た
ち
は
、

こ
こ
に
は
親
族
多
く
て
、
か
く
一
人
づ
つ
参
り
つ
つ
、
心
々
に
ま
か
せ

て
会
ひ
て
、
か
く
を
か
し
く
、
殿
の
こ
と
言
ひ
出
で
た
る
こ
そ
を
か
し

け
れ
。
そ
れ
も
こ
の
わ
た
り
、
い
と
近
く
ぞ
あ
ん
な
る
も
、
知
り
た
ま
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へ
る
人
あ
ら
ば
、
そ
の
人
々
書
き
つ
け
た
ま
ふ
べ
し
。
（
四
八
三
頁
）

(29) 

結
尾
表
現
を
二
段
に
分
割
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
下
鳥
朝
代
氏
は
、
前
段

は
仮
構
さ
れ
た
「
作
者
」
、
つ
ま
り
好
色
者
か
ら
直
接
話
を
聞
い
た
人
物
が
、

流
布
し
た
自
ら
の
手
習
い
に
対
し
て
書
き
加
え
た
感
想
の
形
を
取
っ
て
お
り
、

後
段
は
そ
の
跛
文
を
付
け
加
え
ら
れ
た
手
習
い
を
書
写
し
た
「
書
写
者
」
の

感
想
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
こ
の
二
煎
の
践
文
が
施
さ
れ
た
意
図
を
、

―
つ
は
物
語
内
容
が
虚
言
で
な
く
、
「
仮
構
作
者
」
が
実
際
に
見
聞
し
た
事

実
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
も
う
一
方
で
「
そ
の
人
々
と
書
き
つ
け
た
ま
ふ

べ
し
」
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
読
者
に
登
場
人
物
へ
の
興
味
を
抱

か
せ
、
実
際
の
見
聞
話
へ
の
参
加
を
誘
う
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

『
松
浦
宮
物
語
」
に
お
い
て
も
、
二
段
階
の
書
写
者
を
想
定
し
た
複
雑
な

終
端
部
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
「
装
飾
」
、
す

な
わ
ち
作
品
の
成
立
を
古
め
か
し
く
見
せ
か
け
る
こ
と
に
求
め
る
の
で
あ
れ

ば
、
こ
れ
ほ
ど
手
の
込
ん
だ
二
重
構
造
を
用
い
る
必
要
は
な
く
、
遅
一
の
書

写
者
を
登
場
さ
せ
れ
ば
事
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
あ

え
て
二
段
階
の
書
写
者
を
登
場
さ
せ
た
背
景
と
し
て
、
本
稿
で
は
「
特
定

の
」
先
行
書
写
者
の
存
在
を
暗
示
せ
ん
が
た
め
に
、
か
よ
う
に
手
の
込
ん
だ

体
裁
が
採
用
さ
れ
た
可
能
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。
先
行
書
写
者
の
存
在
は
、

「
伏
見
院
本
」
の
省
筆
二
②
、
祓
文
④
に
も
そ
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
本
作
品
の
書
写
年
代
や
場
所
ま
で
が
明
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
単
に
古
さ
を
装
う
た
め
の
「
香
り
づ
け
」
と
し
て
は
過
剰
で

あ
り
、
特
定
の
先
行
書
写
者
の
存
在
を
読
者
に
知
ら
し
め
た
い
と
い
う
意
図

先
行
昔
写
者
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
肱
文
の
内
容
を
吟
味
し
て

み
よ
う
。
先
学
の
研
究
に
お
い
て
は
「
後
光
厳
院
本
」
に
基
づ
い
た
解
釈
が

行
わ
れ
て
き
た
た
め
、
祓
文
④
の
「
貞
観
三
年
1
」
の
く
だ
り
は
祓
文
①
i

る

30-

③
と
同
様
に
践
文
執
筆
者
の
記
述
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
仮
想
的
作
者
の
記

[31]-

述
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
を
装
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
つ

ま
り
、
物
語
の
成
立
年
代
あ
る
い
は
書
写
年
代
を
貞
観
一
二
年
と
い
う
非
常
に

古
い
時
代
に
見
せ
か
け
よ
う
と
い
う
作
者
の
偽
装
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
年
代
が
偽
装
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
て
か
ら
は
、

こ
の
部
分
の
詳
細
に
つ
い
て
深
く
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
後
に
続

(32) 

く
「
染
殿
の
院
の
洒
の
対
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
も
妹
尾
氏
や
島
内
景
二

-33}

示
ゼ

氏
、
本
宮
氏
な
ど
に
よ
っ
て
「
伊
勢
物
語
j

と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
は
い

る
も
の
の
、
そ
の
意
図
は
不
明
確
な
ま
ま
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
伏
見
院
本
」
に
お
い
て
は
、
祓
文
④
の
「
本
二
「
貞
観
三
年
四
月
十
八

H
、

染
殿
の
院
の
西
の
対
に
て
背
き
終
は
り
ぬ
」
と
あ
り
」
と
の
記
載
や
省
筆
二

②
の
存
在
か
ら
、
「
貞
観
三
年
1
」
の
部
分
が
践
文
執
筆
者
に
よ
っ
て
記
さ

れ
た
と
い
う
可
能
性
は
消
滅
す
る
。
む
し
ろ
、
省
筆
二
②
の
記
述
か
ら
は
、

省
筆
一
、
省
筆
二
①
と
同
じ
く
先
行
書
写
者
に
よ
っ
て
「
貞
観
三
年
ー
」
の

部
分
が
記
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
些
細

な
相
違
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
肱
文
部
分
全
体
の
構

造
に
関
わ
る
大
き
な
変
容
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五
祓
文
の
解
釈
(

l

)

ー
改
作
者
11
先
行
書
写
者
と
い
う
構
図

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

21 



こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
「
伏
見
院
本
」
に
基
づ
い
て
跛
文
を
再
検
討
す

る
。
「
「
蜀
山
の
道
の
ほ
と
り
よ
り
、
さ
か
し
き
今
の
世
の
人
の
作
り
変
へ
た

ゑ
と
て
、
む
げ
に
見
苦
し
き
こ
と
ど
も
見
ゆ
め
り
」
と
あ
る
部
分
は
、
従

来
は
定
家
自
身
が
作
品
の
不
具
合
を
告
白
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、

「
さ
か
し
き
今
の
世
の
人
の
作
り
変
へ
た
る
」
す
な
わ
ち
改
作
者
の
存
在
を

示
唆
す
る
こ
の
文
言
は
、
省
筆
一
、
二
と
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
先
行
書
写
者
」

11

「
改
作
者
」
と
い
う
構
図
を
浮
か
ぴ
上
が
ら
せ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
祓
文
④
「
本
二
、
「
貞
観
三
年
四
月
十
八
日
、
染
殿
の
院

の
西
の
対
に
て
害
き
終
は
り
ぬ
」
と
あ
り
」
の
部
分
は
、
そ
の
「
先
行
書
写

者」

11

「
改
作
者
」
が
書
写
お
よ
ぴ
改
作
を
行
っ
た
時
期
が
貞
観
三
年
で
あ

り
、
場
所
が
染
殿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
り
詳
細
に
考
察
す
る
と
、
「
蜀
山
の
道
の
ほ
と
り
」
と
は
「
松
浦
宮
物

語
」
巻
二
の
冒
頭
部
分
に
相
当
し
、
華
陽
公
主
が
昇
天
し
、
帝
が
崩
御
し
た

直
後
に
戦
乱
が
勃
発
し
た
場
面
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
祓
文
①
の
部

分
で
は
「
こ
の
物
語
は
古
く
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
郎
皇
后
と
の
恋

愛
諏
の
部
分
以
降
は
改
作
が
行
わ
れ
た
た
め
、
古
め
か
し
く
な
い
」
と
の
主

張
が
跛
文
執
筆
者
の
手
を
借
り
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
祓

文
④
の
記
載
に
よ
り
、
そ
の
改
作
は
貞
観
三
年
に
染
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
た

こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
物
語
の
改
作
者

（
あ
る
い
は
、
郡
皇
后
部
分
の
実
質
的
作
者
）
と
し
て
、
貞
観
三
年
当
時
染

殿
に
い
た
で
あ
ろ
う
特
定
の
人
物
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
「
人
物
」
に
つ
い
て
次
項
で
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
日
本
三
代
実
録
」
の
貞
観
年
間
を
参
照
す
る
と
、
「
太
政
大
臣
東
京
染
殿

第
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
貞
観
三
年
当
時
、
染
殿
院
は
摂
政
藤

全
ざ

原
良
房
の
邸
宅
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
良
房
の
娘
で
あ

り
、
文
徳
天
皇
の
后
で
あ
っ
た
染
殿
后
藤
原
明
子
（
以
下
、
「
染
殿
后
」
と

称
す
）
の
里
邸
と
し
て
名
高
い
。
染
殿
后
に
つ
い
て
は
、
次
の
用
例

(
A
)

に
示
し
た
「
大
鏡
」
清
和
天
皇
の
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
通
り
、
文
徳
天
皇

が
数
え
三
十
二
歳
の
若
さ
で
世
を
去
っ
た
後
、
実
子
で
あ
る
清
和
天
皇
の
即

位
に
よ
っ
て
皇
太
后
と
な
る
。
貞
観
と
い
う
年
号
は
す
な
わ
ち
清
和
天
皇
の

御
世
の
こ
と
で
あ
る
。

(
A
)
御
母
、
二
十
三
に
て
、
こ
の
帝

(11
清
和
帝
）
を
生
み
た
て
ま
つ
り

た
ま
へ
り
。
貞
観
六
年
正
月
七
日
、
皇
后
宮
に
上
が
り
ゐ
た
ま
ふ
。
后
の
位

に
て
四
十
一
年
お
は
し
ま
す
。
染
殿
后
と
申
す
。
そ
の
御
時
の
護
持
僧
は
、

智
証
大
師
に
お
は
し
ま
す
。
さ
ば
か
り
の
仏
の
護
持
僧
に
て
お
は
し
け
む
に
、

こ
の
后

(11
染
殿
后
）
の
御
物
の
怪
の
こ
は
力
り
け
る
に
、
な
ど
、
え
や
め

た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ざ
り
け
む
。
「
前
の
世
の
こ
と
に
て
お
は
し
ま
し
け
る

に
や
」
と
こ
そ
お
ぼ
え
は
べ
れ
。
（
智
証
大
師
は
）
天
安
二
年
戊
寅
に
ぞ
唐

よ

り

帰

り

た

ま

ふ

。

（

二

ふ

ハ

ー

ニ

七

頁

）

染
殿
后
の
紹
介
と
し
て
、
物
の
怪
に
悩
ま
さ
れ
た
と
い
う
記
述
（
用
例

(
A
)
波
線
部
）
が

r
大
鏡
」
の
ほ
か
「
今
昔
物
語
集
』
な
ど
の
説
話
の
多

く
に
も
み
ら
れ
、
特
に
後
者
で
は
鬼
に
魅
入
ら
れ
た
后
と
し
て
、
そ
の
振
る

舞
い
が
子
で
あ
る
清
和
天
皇
（
「
今
昔
物
語
集
」
内
で
は
文
徳
天
皇
）
を
悩

六

祓
文
の
解
釈
（
二
）
—
定
家
が
想
定
し
た
改
作
者
像
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ま
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
文
徳
天
皇
が
崩
御
し
、
消
和

天
皇
が
即
位
し
た
時
点
で
は
、
染
殿
后
は
数
え
で
三
十
歳
、
子
で
あ
る
清
和

天
皇
は
数
え
で
十
歳
で
あ
る
。
后
が
物
の
怪
に
悩
ま
さ
れ
た
と
さ
れ
る
時
期

は
、
消
和
天
皇
即
位
後
七
年
ほ
ど
経
っ
た
時
期
（
貞
観
七
年
）
で
あ
り
、
そ

の
内
容
は
「
今
昔
物
語
集
j

の
巻
二
十
ー
七
に
よ
れ
ば
、
后
の
病
を
治
し
た

高
僧
が
后
の
色
香
に
迷
っ
た
挙
句
に
死
後
に
鬼
と
な
っ
て
后
に
取
り
憑
き
、

「
（
染
殿
后
は
）
も
ろ
も
ろ
の
人
の
見
る
前
に
、
鬼
と
臥
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
え

も
言
は
ず
見
苦
し
き
こ
と
を
ぞ
、
は
ば
か
る
と
こ
ろ
も
な
く
せ
さ
せ
た
ま
ひ

て
」
（
五
一
頁
）
な
ど
と
醜
行
の
限
り
を
尽
く
す
と
い
う
話
で
あ
り
、
藤
原

一
族
あ
る
い
は
天
皇
家
に
と
っ
て
も
不
名
誉
極
ま
り
な
い
逸
話
で
あ
る
。
鬼

（
物
の
怪
）
に
取
り
憑
か
れ
た
染
殿
后
の
伝
承
は
、
説
話
だ
け
で
は
な
く
、

「
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
註
」
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
後
に
は
「
ょ

こ
し
ま
な
恋
の
た
め
し
」
と
し
て
、
「
と
は
ず
が
た
り
j

で
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
説
話
、
物
語
に
題
材
と
し
て
採
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
事
実
は
と
も
あ
れ
、
「
染
殿
后
11
淫
乱
な
女
性
像
の
典
型
」

と
い
う
構
囮
が
人
口
に
謄
炎
し
、
平
安
期
以
降
中
世
を
通
し
て
そ
の
人
物
像

~36) 

が
普
逼
化
し
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
大
鏡
」
お
よ
ぴ
「
今
昔
物
語
集
」
に
描
か
れ
た
染
殿
后
の
人
物
像
に
は
、

多
く
の
点
に
お
い
て
部
皇
后
と
の
関
連
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

例
え
ば
、
両
人
と
も
皇
后
に
冊
立
さ
れ
て
お
り
、
か
た
や
三
十
歳
、
か
た
や

二
十
六
歳
の
若
さ
で
夫
で
あ
る
文
徳
天
皇
あ
る
い
は
文
皇
帝
に
先
立
た
れ
、

皇
太
后
と
な
る
。
夫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
が
皇
太
子
で
あ
り
、
夫
の
崩
御

と
と
も
に
幼
く
し
て
即
位
し
て
い
る
点
も
一
致
し
て
い
る
。
染
殿
后
に
は
鬼

に
狂
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
逸
話
が
存
在
し
て
い
る
が
、
鬼
を
異
界
の
者
と
読

み
替
え
る
と
、
そ
れ
は
部
皇
后
に
お
け
る
弁
少
将
の
存
在
と
何
ら
変
わ
る
と

こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
松
浦
宮
物
語
」
の
践
文
で
は
、
部
皇
后
部
分
の
改
作
者
と
し
て
染
殿
后

の
周
辺
人
物
を
読
者
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、

単
に
改
作
者
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
作
中
の
郡
皇
后
と
染
殿
后
と
は
、
唐

士
と
本
朝
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
、
非
常
に
似
た
人
物
像
を
有
し
て
い
る
こ

と
を
も
同
時
に
想
起
さ
せ
る
結
果
と
な
る
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

日
本
に
お
い
て
は
オ
色
と
も
に
兼
ね
備
え
、
帝
の
お
ぽ
え
も
め
で
た
い
弁
少

将
で
あ
る
が
、
唐
土
の
廷
臣
た
ち
に
は
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

弁
少
将
に
破
格
の
厚
遇
を
与
え
る
良
帝
や
郡
皇
后
に
対
し
て
廷
臣
た
ち
が
苦

言
を
呈
し
た
り
批
判
を
行
う
場
面
が
作
中
に
幾
た
ぴ
も
描
か
れ
て
い
る
（
用

例

(
B
)
（C
)
傍
線
部
）
。

(
B
)
（
皇
帝
が
）
こ
の
人

(11
弁
少
将
）
一
人
を
召
し
抜
き
て
、
い
と
け
近

く
語
ら
は
せ
た
ま
ふ
を
、
大
臣
、
さ
る
べ
き
人
々
も
、
な
ほ
わ
ざ
と

文
を
た
て
ま
つ
り
、
言
葉
を
尽
く
し
て
諫
め
た
て
ま
つ
る
。
（
廷
臣
）

「
…
今
逼
か
な
る
境
よ
り
渡
り
参
れ
る
旅
人

(11
弁
少
将
）
の
、
齢
至

ら
ぬ
を
近
づ
け
用
ゐ
た
ま
ふ
こ
と
、
御
代
の
き
ず
と
な
る
ぬ
べ
し
」

と
、
諫
め
た
て
ま
つ
る
を
、
ま
こ
と
に
あ
や
し
き
ま
で
（
皇
帝
は
）

用

ゐ

た

ま

は

ず

。

（

三

一

頁

）

(C)
（
批
判
の
文
）
「
…
し
か
る
に
、
我
が
国
い
ま
だ
た
め
し
な
き
こ
と
、

龍
武
大
将
軍
が
身
に
あ
り
。
（
弁
少
将
は
）
外
蕃
の
人
と
し
て
、
齢
も
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と
も
若
し
。
た
ち
ま
ち
に
高
き
位
に
昇
れ
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
昔
よ

り
つ
く
る
位
授
け
ら
れ
ぬ
る
人
、
も
と
の
国
に
帰
る
習
ひ
な
し
。
…

か
れ
こ
れ
あ
と
な
き
政
、
た
だ
一
人

(11
弁
少
将
）
が
身
に
あ
り
。

・
・
・
今
行
は
る
る
が
ご
と
く
は
、
ひ
と
へ
に
朝
の
き
ず
と
あ
る
ぺ
し
」

と

（

郡

皇

后

に

）

申

す

。

（

九

九

頁

）

時
に
は
用
例

(
D
)
の
よ
う
に
弁
少
将
の
暗
殺
に
思
い
至
る
ほ
ど
で
あ
る
。

「
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
の
敵
役
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
で
す
ら

光
源
氏
の
類
ま
れ
な
容
姿
に
驚
嘆
す
る
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
弁
少
将
と
同

じ
く
唐
土
へ
渡
っ
た
「
浜
松
中
納
言
物
語
」
の
中
納
言
に
つ
い
て
は
、
唐
土

の
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
賞
贅
し
、
娘
の
婿
に
迎
え
た
い
と
思
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
優
れ
た
才
能
を
有
す
る
主
人
公
は
万
人
に
賞
賛
さ
れ
る
こ
と

が
定
型
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
物
語
で
は
そ
れ
が
破
ら
れ
て
お

り
、
弁
少
将
は
唐
土
の
人
々
か
ら
嫌
悪
を
向
け
ら
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
弁
少
将
の
モ
デ
ル
の
一
人
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
「
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
j

の
主
人
公
吉
備
真
備
の
オ
智
に
唐
土
の
宮
廷
人

が
こ
ぞ
っ
て
嫉
妬
し
、
悪
意
を
持
つ
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連

0
“
}
 

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(D)
あ
る
は
、
心
の
う
ち
に
、
こ
の
人

(11
弁
少
将
）
を
失
は
む
こ
と
を

思
ふ
に
、
我
が
身
二
十
人
に
て
向
か
ひ
が
た
き
宇
文
会
が
党
八
人
を
、

（
弁
少
将
）
一
人
が
力
に
て
、
割
り
裂
き
て
き
。
胡
国
の
七
十
人
、
か

れ

(11
弁
少
将
）
が
手
に
か
か
り
て
、
塵
灰
と
な
る
。
兵
の
力
に
て

向
か
ふ
べ
か
ら
ず
。
毒
を
飲
ま
せ
、
欺
か
む
と
す
れ
ば
、
そ

(11
弁

少
将
）
の
心
と
く
し
て
、
ま
づ
過
た
れ
ぬ
べ
し
。

(
1
0
一頁）

結
局
、
弁
少
将
を
嫌
悪
す
る
唐
土
の
廷
臣
た
ち
は
彼
を
害
す
る
に
は
至
ら
な

い
。
そ
れ
は
決
し
て
心
服
し
た
た
め
で
は
な
く
、
単
に
彼
の
智
勇
を
恐
れ
る

が
ゆ
え
（
用
例

(
D
)
傍
線
部
）
な
の
で
あ
る
。
鬼
と
い
う
も
の
を
、
得
体

函｝

の
知
れ
な
い
辺
境
の
民
や
異
邦
人
、
あ
る
い
は
人
に
恐
怖
心
を
抱
か
せ
る
も

(39) の
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
異
国
か
ら
現
れ
、
鬼
神
の
よ
う
な
智
勇
を
有
す
る

弁
少
将
の
存
在
は
、
唐
土
の
群
臣
に
と
っ
て
み
れ
ば
恐
る
べ
き
異
類
で
あ
り
、

「
今
背
物
語
集
」
に
お
い
て
染
殿
后
に
取
り
憑
い
た
鬼
の
存
在
と
な
ん
ら
変

わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
高
位
に
就
い
た
弁
少
将
の
帰
国
を
許
す

那
皇
后
の
差
配
で
す
ら
、
「
朝
の
き
ず
」
（
前
掲
用
例

(C)
傍
線
部
）
と
し

て
非
難
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
部
皇
后
と
弁
少
将
の
逢
瀬
は
、

他
人
に
は
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
唐
王
朝
に
と
っ
て
不
敬

不
名
誉
極
ま
り
な
い
行
為
で
あ
り
、
た
と
え
両
人
が
天
界
か
ら
下
っ
た
人
物(40-

で
あ
っ
た
と
し
て
も
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
馬
場
あ
き
子
氏

は
鬼
を
「
反
体
制
的
破
滅
者
」
と
指
摘
す
る
が
、
ま
さ
に
弁
少
将
の
行
為
は

唐
土
の
人
々
に
と
っ
て
は
「
反
体
制
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
郎
皇
后
の
人
物

像
が
染
殿
后
と
似
通
っ
て
お
り
、
か
つ
弁
少
将
の
存
在
が
「
鬼
」
と
何
ら
変

わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
す
れ
ば
、
「
松
浦
宮
物
語
」
の
後
半
鄭
皇
后
の
部
分

は
、
本
朝
に
お
け
る
染
殿
后
の
存
在
を
モ
デ
ル
と
し
て
舞
台
を
唐
土
に
移
し

て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
類
似
性
を
読
者
に
気
づ
か
せ
る
と
い
う
明
快
な
意
図
・
計
算
の
元

で
本
物
語
の
終
端
部
が
付
加
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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以
上
、

f

松
浦
宮
物
語
」
の
省
箪
、
肱
文
を
含
む
終
端
部
分
の
執
錐
の
意

図
を
、
他
作
品
に
お
け
る
終
末
部
お
よ
ぴ
、
本
作
品
の
主
題
と
関
連
さ
せ
て

考
察
を
行
っ
た
。
従
来
の
解
釈
で
は
、
終
末
部
の
意
図
と
し
て
「
装
飾
」

「
釈
明
」
「
主
題
暗
示
」
と
い
う
ま
と
ま
り
の
な
い
要
素
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、

そ
も
そ
も
終
端
部
の
効
果
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
物

語
の
真
の
主
題
が
「
女
君
に
と
っ
て
の
悲
恋
」
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
解
釈

に
基
づ
い
て
終
端
部
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
そ
こ
に
「
装
飾
」

「
釈
明
」
と
い
う
安
直
な
要
素
は
存
在
せ
ず
、
物
語
の
主
題
を
強
調
す
る
と

同
時
に
、
登
場
人
物
の
背
景
に
つ
い
て
の
連
想
を
読
者
に
促
す
と
い
う
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
終
端
部
分
で
は
、
作
者
定
家
は

一
貫
し
て
「
書
写
者
」
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
本
に
」
と
い

う
表
現
を
重
層
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
「
特
定
の
先
行
害
写
者
の
存
在
」

を
読
者
に
提
示
し
て
い
る
。
践
文
前
半
部
分
で
は
、
定
家
は
「
先
行
書
写
者

11
郡
皇
后
部
分
の
改
作
者
」
と
い
う
関
係
を
示
唆
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
貞

観
三
年
、
染
殿
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
結
ぴ
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者

の
胸
中
で
部
皇
后
と
染
殿
后
と
の
関
連
性
・
同
一
性
が
生
じ
る
こ
と
を
企
図

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
読
者
心
理
に
関
す
る
深
い
洞
察
に
基
づ
く
店
度
な
計

算
の
元
で
終
端
部
が
執
雑
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
本
稿
で
は
、
終
端

部
分
の
注
釈
的
部
分
を
中
心
に
分
析
を
行
っ
た
が
、
残
さ
れ
た
書
写
者
の
感

想
に
相
当
す
る
箇
所
が
肱
文
の
解
釈
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
物
語
の
主
題

と
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
か
に
つ
い
て
、
稿
を
改
め
て
追
究
し
た
い
と
思
う
。

お
わ
り
に

＊
「
松
浦
宮
物
語
」
の
本
文
は
、
「
後
光
厳
院
本
」
に
つ
い
て
は
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
（
小
学
館
）
、
「
伏
見
院
本
」
に
つ
い
て
は
、
「
松
浦
宮
物
語
[
改
訂

版
]J

 

(
翰
林
書
房
）
に
拠
り
、
表
記
は
私
に
改
め
た
。

そ
の
他
の
引
用
に
関
し
て
は
、
以
下
に
拠
り
、
一
部
私
に
改
め
た
。

「
源
氏
物
語
j

・・・新潮
□

本
古
典
集
成
（
新
潮
社
）

「
蛸
蛉
H
記
」
「
う
つ
ほ
物
語
」
「
堤
中
納
―
・
目
物
語
」
「
大
鏡
」
…
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
（
小
学
館
）

「
細
流
抄
」
「
萬
水
一
露
」
・
・
・
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
桜
楓
社
）

注(
1
)
松
村
雄
二
「
松
浦
宮
物
語
」

(
r解
釈
と
鑑
賞
」
四
五
—
-
．
一
九
八
0
年

一
月
）
、
豊
島
秀
範
「
藤
原
定
家
と
松
浦
宮
物
語
（
七
）
ー
作
品
構
造
と
作

者
の
意
図
（
五
）
ー
」
（
「
季
刊
歌
学
』
―
ニ
・
一
九
八
二
年
七
月
）

(
2
)

萩
谷
朴
「
松
浦
宮
物
語
は
定
家
の
実
験
小
説
か
」
（
r
国
語
と
国
文
学
」
四

六
ー
八
・
一
九
六
九
年
八
月
）
後
に
「
松
浦
宮
全
注
釈
J

(
若
草
書
房
・
-

九
九
七
年
）
の
「
解
説
」
に
所
収
、
豊
島
氏
（
前
掲
注

(
l
)
論
文
）
、
松

村
雄
二
「
「
松
浦
宮
物
語
」
の
定
家
」
（
「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」
一

九
・
一
九
九
三
年
三
月
）
、
萩
谷
朴
「
松
浦
宮
全
注
釈
」
（
若
草
書
房
・
一
九

九
七
年
）
の
「
唐
に
は
さ
る
霧
の
さ
ぶ
ら
ふ
か
」
の
「
釈
」
部
分

(
3
)

松
村
氏
（
前
掲
注

(
2
)
論
文
）

(
4
)

萩
谷
朴
「
松
浦
宮
全
注
釈
」
（
若
背
ャ
害
房
・
一
九
九
七
年
）
の
「
省
筆
一
、

二
、
偽
跛
一
、
二
」
の
「
釈
」
の
部
分

(
5
)

豊
島
氏
（
前
掲
注

(
l
)
論
文
）

(
6
)

松
村
氏
（
前
掲
注

(
2
)
論
文
）

(
7
)
-
―
一
角
洋
一
「
「
松
浦
宮
物
語
j

の
主
題
と
構
想
」
（
「
高
知
大
国
文
」
五
・

一
九
七
四
年
九
月
）
、
同
「
「
松
浦
宮
物
語
j

の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
高
知

大
学
学
術
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）
」
二
四
ー
一
・
一
九
七
五
年
九
月
）
後

に
「
物
語
の
変
貌
」
（
若
背
ぷ
百
房
・
一
九
九
六
年
）
に
所
収
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(
8
)

妹
尾
好
信
「
「
松
浦
宮
物
語
」
の
「
偽
祓
」
私
解
」
（
「
解
釈
」
三
五
ー

六
・
一
九
八
九
年
六
月
）

(
9
)

金
光
桂
子
「
「
松
浦
宮
物
語
」
の
省
筆
・
偽
跛
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
七
年

度
研
究
成
果
報
告
書
「
物
語
の
生
成
と
受
容
j

国
文
学
研
究
資
料
館
・
ニ
〇

0
六
年
一
二
月
）

(10)

本
宮
洋
幸
「
「
松
浦
宮
物
語
」
の
時
代
設
定
と
偽
践
ー
逆
転
す
る
物
語
史

の
内
包
—
」
(
「
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
四
ニ
・
ニ
0
1
0
年
一
―
―

月）

(11)

萩
谷
氏
（
前
掲
注

(
l
)
論
文
）
は
、
省
筆
お
よ
ぴ
偽
肱
の
意
味
を
恋
愛

小
説
と
し
て
の
構
想
の
破
綻
を
糊
塗
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
現
れ
と
解
釈
す

る
。
妹
尾
氏
（
前
掲
注

(8)
論
文
）
は
、
種
々
の
不
手
際
に
対
す
る
定
家

の
「
反
省
・
照
れ
・
自
己
嫌
悪
・
弁
解
」
と
、
松
村
氏
（
前
掲
注

(
2
)
は、

定
家
自
ら
の
自
由
な
執
筆
姿
勢
を
船
晦
し
た
も
の
と
捉
え
る
。
樋
口
芳
麻
呂

「
松
浦
宮
物
語
」
の
解
説
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「
松
浦
宮
物
語
」
小

学
館
・
一
九
九
九
年
）
は
、
奇
想
天
外
な
着
想
に
対
す
る
内
心
の
自
負
の
表

れ
と
す
る
。

(12)

萩
谷
氏
（
前
掲
注

(
4
)
書
籍
）
の
「
い
ま
は
世
の
人
」
の
「
釈
」
部
分

(13)

拙
稿
「
「
松
浦
宮
物
語
j

主
題
考
」
（
「
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所

紀
要
」
三
五
・
ニ

0
一
四
年
三
月
）

(14)

石
田
吉
貞
「
松
浦
宮
物
語
の
作
者
は
藤
原
定
家
か
」
（
「
国
語
と
国
文
学
j

一
七
ー
六
・
一
九
四
0
年
六
月
）

(15)

坂
本
ま
さ
る
「
松
浦
宮
物
語
新
考
」
（
「
古
物
語
論
考
」
一
・
古
典
文
庫
・

一
九
五
五
年
）
、
同
「
松
浦
宮
物
語
随
考
」
（
「
鶴
見
女
子
短
期
大
学
紀
要
」

＿
•
一
九
五
五
年
十
一
月
）

(16)

萩
谷
氏
（
前
掲
注

(
2
)
論
文
）

(17)

吉
田
幸
一
「
「
松
浦
宮
」
諸
本
の
系
統
と
書
誌
」
（
「
松
浦
宮
物
語
伏
見

院
本
考
」
古
典
文
庫
・
一
九
九
二
年
）

(18)

島
谷
弘
幸
「
「
松
浦
宮
物
語
」
の
書
写
年
代
」
(
「
M
U
S
E
U
M」
四
二

八
・
一
九
八
六
年
）
は
、
蜂
須
賀
家
旧
蔵
「
松
浦
宮
物
語
」
を
料
紙
装
飾
の

側
面
か
ら
調
査
し
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
お
お
よ
そ
十
三
世
紀
後
期
か
ら
、
遅

く
と
も
十
四
世
紀
は
じ
め
に
は
書
写
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

(19)

吉
田
氏
（
前
掲
注

(17)
論
文
）

(20)

萩
谷
氏
（
前
掲
注

(
2
)
論
文
）

(21)

豊
島
氏
（
前
掲
注

(
l
)
論
文
）

(22)

藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
史
講
話
」
(
-
九
四
八
年
・
岩
波
書
店
）

(23)

玉
上
琢
禰
「
源
氏
物
語
評
釈
第
十
二
巻
」
(
-
九
六
九
年
・
角
川
書
店
）

の
他
、
鷲
山
茂
雄
「
浮
舟
の
役
割
」
（
「
静
岡
女
子
大
学
国
文
研
究
」
一
六
．

一
九
八
一
一
一
年
三
月
）
、
島
内
景
二
「
浮
舟
の
ゆ
く
え
ー
源
氏
物
語
の
人
間
認

識
ー
」
（
「
電
気
通
但
大
学
学
報
J

I

I

 
I

五
ー
ニ
、
一
九
八
五
年
二
月
）
な
ど

(24)

原
豊
二
「
物
語
の
終
焉
法
ー
「
源
氏
物
語
」
「
と
ぞ
本
に
は
べ
め
る
」
に

つ
い
て
、
あ
る
い
は
〈
偽
装
の
書
承
〉
の
考
察
ー
」
（
「
物
語
研
究
」
ー
・
ニ

0
0
一
年
三
月
）
に
も
詳
し
い
。

(25)

三
角
洋
一
「
堤
中
納
言
物
語
」
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
（
講
談

社
・
一
九
八
一
年
）
の
終
末
部
の
「
鑑
賞
」
の
部
分

(26)

下
烏
朝
代
「
「
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
」
と
「
は
な
だ
の
女
御
」

ー
末
尾
表
現
に
着
目
し
て
ー
」
（
「
書
物
と
語
り
」
若
草
書
房
・
一
九
九
八

年）

(27)

石
埜
敬
子
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
J

(
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学

館
・
ニ

0
0
二
年
）
巻
四
結
尾
の
頭
注

(28)

金
光
氏
（
前
掲
注

(
9
)
論
文
）

(29)

下
鳥
氏
（
前
掲
注

(26)
）

(30)

萩
谷
氏
（
前
掲
注

(12)
）
、
三
角
氏
（
前
掲
注

(
7
)
論
文
）

(31)

島
内
景
二
「
「
松
浦
宮
物
語
j

を
読
む
」
（
「
源
氏
・
後
期
物
語
話
型
論
」

新
典
社
・
一
九
九
三
年
）

(32)

妹
尾
氏
（
前
掲
注

(
8
)
論
文
）

(33)

島
内
氏
（
前
掲
注

(31)
論
文
）
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（
い
の
も
と
・
ま
ゆ
み

(34)

本
宮
氏
（
前
掲
注

(10)
論
文
）

(35)

太
田
静
六
「
寝
殿
造
の
研
究
」
（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
七
年
）

(36)

田
中
貴
子
「
鬼
に
と
り
憑
か
れ
た
〈
悪
女
〉
染
殿
后
と
位
争
い
」
（
「
悪

女
伝
説
の
秘
密
l

角
川
文
庫
・
ニ

0
0
二
年
）

(37)

久
保
田
淳
「
「
松
浦
宮
物
語
」
の
橘
氏
忠
」
（
「
国
文
学
j

二
0
ー
一
五
・

一
九
七
五
年
十
一
月
）
、
久
保
田
孝
夫
「
吉
備
真
備
伝
と
『
松
浦
宮
物
語
」

ー
絵
伝
か
ら
物
語
ヘ
ー
」
（
「
日
本
文
学
」
四
七
・
一
九
九
八
年
五
月
）

(38)

馬
場
あ
き
子
「
鬼
の
誕
生
」
（
「
鬼
の
研
究
j

ち
く
ま
文
庫
・
一
九
八
八

年）

(
3
9
)小
峯
和
明
「
怨
霊
か
ら
愛
の
亡
者
へ
—
位
争
い
伝
承
の
変
転
」
（
「
説
話
の

森
天
狗
・
盗
賊
・
異
形
の
道
化
』
大
修
館
書
店
・
一
九
九
一
年
）

(40)

馬
場
氏
（
前
掲
注

(38)
論
文
）

清
泉
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）
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