
1

は
じ
め
に

　

源
氏
物
語
空
蟬
巻
に
お
い
て
、
夏
の
夜
、
近
づ
い
て
き
た
源
氏
に
気
づ
き
、
小
袿
を
残
し
て
寝
所
か
ら
去
っ
た
女
性
（
以
後
、
空
蟬
の
君

と
呼
称
す
る
）
に
対
し
て
、
次
の
歌
が
源
氏
か
ら
小
君
に
託
さ
れ
て
い
る
。

　
　

う
つ
せ
み
の
身
ａ

を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
ｂ

が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な）

1
（

�

（
空
蟬
、
一
一
六
頁
、
以
下
、
当
該
歌
と
略
称
）

　

源
氏
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
数
々
の
困
難
の
末
に
や
っ
と
逢
え
る
と
思
っ
た
空
蟬
の
君
の
姿
は
な
く
、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
彼
女
の
小
袿

だ
け
と
い
う
状
況
は
、
く
や
し
く
な
い
は
ず
が
な
く
、「
か
の
人
の
心
を
、
爪
弾
き
を
し
つ
つ
う
ら
み
た
ま
ふ
」（
同
）
と
描
か
れ
て
い
る
の

だ
が
、
当
該
歌
は
「
な
つ
か
し
き
か
な
」
で
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
心
情
は
描
か
れ
な
い
。
傍
線
部
ｂ
の
「
人
が
ら
」
は
「「
人
殻
」

（
残
さ
れ
た
小
袿
）
に
「
人
柄
」
を
掛
け
る
」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
と
注
さ
れ
て
お
り
、
他
の
現
行
注
釈
書
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
源
氏
は
残
さ
れ
た
小
袿
に
空
蟬
の
君
の
「
人
柄
」
を
感
じ
、
慕
わ
し
く
思
っ
た
と
い
う
心
情
を
、
当
該
歌
に
は
詠
み
込
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
「
う
つ
せ
み
」
の
歌
に
つ
い
て

─
「
空
蟬
」
が
「
身
」
を
変
え
る
こ
と
の
意
味

─朝

日

眞

美

子
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ま
た
、
傍
線
部
ａ
に
つ
い
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「「
身
を
か
へ
」
は
、
蟬
の
幼
虫
が
樹
木
に
登
っ
て
成
虫
に
脱
皮
・
変
態
し

て
殻
を
残
す
こ
と
。
空
蟬
が
薄
衣
（
人
殻
）
だ
け
を
残
し
て
い
っ
た
こ
と
を
喩
え
る
」
と
注
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
の
詳
細
な
検
討

は
第
二
章
で
加
え
る
が
、
現
行
の
諸
注
釈
書
に
お
い
て
は
、
空
蟬
の
君
が
残
し
た
小
袿
と
幼
虫
の
蟬
が
残
し
た
抜
け
殻
と
の
関
連
を
重
視
す

る
あ
ま
り
、
傍
線
部
ａ
「
身
を
か
へ
」
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
当
該
歌
の
「
身
を
か
へ
」
に
着
目
し
、
古
注
釈
書
か
ら
現
行
注
釈
書
に
お
け
る
「
身
を
か
へ
」
に
つ
い
て
の
解
釈
と
、
源
氏

物
語
と
同
時
代
の
文
学
作
品
に
お
け
る
「
身
」
を
「
変
ふ
」
の
用
例
を
検
討
し
、
こ
の
表
現
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
当
該
歌

に
つ
い
て
の
新
し
い
解
釈
を
試
み
、
こ
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
源
氏
の
心
情
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

一
、「
身
を
か
へ
」
に
つ
い
て
の
諸
注
釈
書
の
見
解

　

当
該
歌
「
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
」
に
つ
い
て
、『
花
鳥
余
情）

2
（

』
は
次
の
よ
う
に

注
し
て
い
る
。

　
　

蟬
ａ

の
も
ぬ
け
た
る
を
身
を
か
ふ
と
い
ふ　

人
ｂ

か
ら
は
蟬
の
か
ら
に
よ
せ
た
る
な
り

　

傍
線
部
ａ
で
は
、「
蟬
の
も
ぬ
け
た
る
」
と
い
う
こ
と
を
、「
身
を
か
ふ
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
蟬
の
も
ぬ
け
た
る
」
の
「
も

ぬ
く
」
と
い
う
動
詞
は
、『
倭
名
類
聚
抄
』
巻
十
九
に
「
蛻　
蛇
蛻
附　

野
王
案
蛻　
始
悦
反
音
税
訓
毛
沼
久　

蟬
蛇
之
解
皮
也　

本
草
云
蛇
蛻

一
名
龍
子
衣　
和
名
倍
美
乃
毛
奴
介）
（
（

」
と
あ
り
、「
蛻
」
の
訓
と
し
て
「
毛
沼
久
」（
も
ぬ
く
）
が
あ
り
、
蟬
や
蛇
が
皮
を
脱
ぐ
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
蛇
に
つ
い
て
は
、
身
体
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
複
数
回
脱
皮
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
蟬
の
脱
皮
は
幼
虫
か
ら
成
虫
に
な

る
時
の
一
回
限
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蟬
の
脱
皮
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
幼
虫
か
ら
羽
化
し
た
成
虫
に
な
る
こ
と
を
も
意
味
し

て
い
る
が
、「
も
ぬ
く
」
と
い
う
語
は
、
あ
く
ま
で
も
皮
を
脱
ぐ
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
蟬
が
成
虫
と
な
る
こ
と
は
「
も
ぬ
け
」
た
後
の



（ 光源氏の「うつせみ」の歌について

結
果
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
傍
線
部
ａ
の
「
蟬
の
も
ぬ
け
た
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
蟬
が
皮
（
殻
）
を
脱
ぐ
こ
と
を
完
了
し
た
こ
と
と

な
る
。
傍
線
部
ａ
で
は
こ
の
「
蟬
の
も
ぬ
け
た
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
身
を
か
ふ
」
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
当
該
歌
の

第
一
・
二
句
「
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
」
に
当
て
は
め
る
と
、「
う
つ
せ
み
」
が
殻
を
脱
い
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
先

に
検
討
し
た
よ
う
に
、「
も
ぬ
く
」
と
い
う
語
に
は
成
虫
に
な
る
意
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、「
も
ぬ
く
」
と
い
う
動
作
が
完
了
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
そ
こ
に
「
も
ぬ
け
」（
抜
け
殻
）
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
歌
の
第
一
・
二
句
「
う

つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
」
に
つ
い
て
、
傍
線
部
ａ
で
は
「
う
つ
せ
み
」
が
殻
を
脱
い
で
、
抜
け
殻
が
残
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る

こ
と
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
文
脈
か
ら
傍
線
部
ｂ
「
人
か
ら
は
蟬
の
か
ら
に
よ
せ
た
る
な
り
」
に
つ
な
が
り
、「
人
か
ら
」
と
い
う
語
は
、「
蟬
の
か
ら
」

（
残
さ
れ
た
抜
け
殻
）
に
関
連
づ
け
た
言
葉
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
空
蟬
の
君
と
い
う
人
が
衣
を
脱
ぎ
捨
て
た
こ
と
を
蟬
の
脱
皮

に
喩
え
る
こ
と
か
ら
、脱
ぎ
捨
て
た
衣
を
「
殻
」
と
見
立
て
、人
が
脱
い
だ
「
殻
」
と
い
う
こ
と
で
、こ
の
衣
の
こ
と
を
「
人
か
ら
」（
人
殻
）

と
し
た
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
花
鳥
余
情
』
で
は
当
該
歌
を
、
幼
虫
の
蟬
が
脱
皮
し
て
、
抜
け
殻
だ
け
が
残
さ
れ
た
状
態
と
な
る
こ
と
を
「
身
を
か
ふ
」

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
該
歌
の
第
一
・
二
句
「
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
」
に
つ
い
て
は
、
賀
茂
真
淵
の
『
源
氏
物
語
新
釈）

（
（

』
に
、
次
の
よ
う
な

注
が
あ
る
。

空
蟬
の
身
を
か
へ
て
け
る　

う
つ
せ
み
は
萬
葉
の
比
ま
で
は
顕ウ
ツ
ヽ

の
身
て
ふ
意
に
て
、
う
つ
そ
み
の
妹
、
う
つ
し
み
と
お
も
ひ
し
時
な
ど

さ
へ
い
へ
り
、
然
る
を
万
葉
に
字
を
借
て
空
蟬
と
書
、
又
顕
身
は
は
か
な
く
死
ぬ
意
に
も
い
へ
る
を
、
た
ゞ
蟬
の
も
ぬ
け
の
事
と
の
み



（

思
ひ
誤
り
た
る
事
、
紫
式
部
の
頃
に
至
り
て
は
ひ
と
へ
に
も
ぬ
け
の
事
と
の
み
お
も
へ
る
も
む
べ
也
、
此
女
房
か
く
か
し
こ
し
と
い
へ

ど
時
に
古
学
の
な
け
れ
は
を
し
む
へ
し

　
　

○
人
体
を
人
空
と
い
ひ
な
し
て
衣
に
た
と
へ
た
り
○
身
を
か
へ
て
も
ぬ
け
に
た
と
ふ

　
『
源
氏
物
語
新
釈
』
で
は
、「
う
つ
せ
み
」
は
、
万
葉
集
の
時
代
で
は
「
顕ウ
ツ
ヽ

の
身
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
表
記
に
「
空
蟬
」

を
用
い
た
た
め
に
、
誤
っ
て
「
う
つ
せ
み
」
を
「
蟬
の
も
ぬ
け
の
事
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
紫
式
部
の
時
代
に
は
、「
う

つ
せ
み
」
は
「
も
ぬ
け
の
事
」
と
理
解
し
て
い
る
の
は
当
然
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
誤
り
を
す
る
の
は
、
紫
式

部
に
「
古
学
」
が
な
い
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
注
の
末
尾
に
「
身
を
か
へ
て
も
ぬ
け
に
た
と
ふ
」
と
あ
り
、『
源
氏
物
語
新
釈
』
に
お
い
て
も
、
先
述
の
『
花
鳥
余
情
』
と

同
様
に
「
身
を
か
へ
て
」
は
「
も
ぬ
け
」（
抜
け
殻
）
に
な
る
意
味
と
し
て
注
し
て
い
る
。

　

こ
の
賀
茂
真
淵
の
『
源
氏
物
語
新
釈
』
に
見
え
る
「
う
つ
せ
み
」
に
つ
い
て
の
注
は
、
本
居
宣
長
の
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
に
は
言
及

が
な
い
。
古
注
釈
の
集
大
成
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
萩
原
広
道
の
『
源
氏
物
語
評
釈）

（
（

』
の
「
語
釈
」
に
お
い
て
は
、『
源
氏
物
語
新
釈
』
の
前

掲
「
う
つ
せ
み
は
萬
葉
の
比
ま
で
は
顕ウ
ツ
ヽ

の
身
て
ふ
意
に
て
」
か
ら
、「
此
女
房
か
く
か
し
こ
し
と
い
へ
ど
時
に
古
学
の
な
け
れ
は
を
し
む
へ
し
」

ま
で
が
引
用
さ
れ
、
続
い
て
次
の
よ
う
な
萩
原
広
道
の
注
が
記
さ
れ
て
い
る
。

う
つ
せ
み
の
解
は
右
に
い
は
れ
た
る
ご
と
く
な
れ
ど
、
こ
ａ

ゝ
に
う
つ
せ
み
と
い
へ
る
は
た
ゞ
蟬
の
事
に
て
、
も
ぬ
け
ま
で
は
あ
ら
ぬ
こ

と
也
。
さ
ｂ

て
身
を
か
へ
て
け
る
と
あ
る
が
、
や
が
て
も
ぬ
け
た
る
事
也
。
然
れ
ど
も
此ノ
語
に
よ
り
て
蟬
を
う
つ
せ
み
と
は
い
へ
り
と
お

ぼ
し
け
れ
ば
、
空
蟬
の
字
を
に
ほ
は
せ
た
る
こ
と
は
論
な
し
。
そ
れ
や
が
て
歌
の
巧
な
る
な
り
。
こ
の
か
へ
し
歌
に
う
つ
せ
み
の
羽
お

く
つ
ゆ
の
と
よ
め
る
に
て
、
う
つ
せ
み
は
た
ゞ
蟬
の
事
な
る
よ
し
を
知
る
べ
き
な
り

　

萩
原
広
道
は
「
う
つ
せ
み
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
の
解
釈
は
賀
茂
真
淵
の
『
源
氏
物
語
新
釈
』
の
注
の
通
り
だ
が
、
傍
線
部
ａ
の
よ
う
に
、
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こ
の
歌
の
「
う
つ
せ
み
」
は
た
だ
蟬
の
事
を
指
し
て
お
り
、「
も
ぬ
け
」（
抜
け
殻
）
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
傍
線
部

ｂ
で
、「
身
を
か
へ
て
け
る
」
と
は
、
蟬
が
「
も
ぬ
け
た
る
事
」
と
し
て
お
り
、
先
に
検
討
し
た
『
花
鳥
余
情
』
や
『
源
氏
物
語
新
釈
』
と

同
様
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
萩
原
広
道
は
賀
茂
真
淵
と
は
違
い
、「
う
つ
せ
み
」
は
蟬
の
こ
と
と
し
な
が
ら
も
、「
身
を
か
へ

て
け
る
」
に
つ
い
て
は
、
蟬
が
抜
け
殻
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
次
の
、
空
蟬
巻
の
本
文
の
上
部
に
記
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
評
釈
』
の
注
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

う
ａ

つ
せ
み
は
こ
ゝ
に
て
は
た
ゞ
蟬
の
事
な
り
。
身
ｂ

を
か
へ
て
け
る
と
は
蟬
の
蛻モ

ヌ

け
た
る
を
云
。
さ
る
か
ら
に
空ウ
ツ

と
い
ふ
こ
と
を
か
ろ
く

そ
へ
て
い
へ
る
ま
で
な
り
。
一
首
の
意
は
我
を
い
と
ひ
て
に
げ
隠
れ
た
る
は
う
ら
め
し
け
れ
ど
猶
用
意
あ
る
人ヒ
ト

品ガ
ラ

の
な
つ
か
し
き
と
い

ひ
て
人
が
ら
に
蟬
の
蛻モ
ヌ

け
た
る
殼カ
ラ

を
い
ひ
よ
せ
て
か
の
小
袿
を
人
の
殼
と
さ
し
た
る
た
く
み
な
り
。
こ
の
も
と
に
と
い
へ
る
は
蟬
の
樹ノ

下
に
て
蛻
く
る
に
な
ぞ
ら
へ
て
か
の
き
ぬ
を
脱ヌ
ギ

す
べ
し
た
る
所
を
い
へ
る
也
。
諸
注
用
な
き
事
の
み
多
く
し
て
歌
の
意
を
と
か
れ
た
る

も
な
き
は
い
か
に
ぞ
や
。

　

傍
線
部
ａ
で
は
「
う
つ
せ
み
」
は
蟬
の
こ
と
で
あ
る
と
注
し
、
傍
線
部
ｂ
で
は
「
語
釈
」
よ
り
も
さ
ら
に
『
花
鳥
余
情
』
の
「
蟬
の
も
ぬ

け
た
る
を
身
を
か
ふ
と
い
ふ
」
に
近
い
表
現
を
と
っ
て
、「
身
を
か
へ
て
け
る
」
に
つ
い
て
注
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
萩
原
広
道
の
注
を
高
く
評
価
し
た
の
が
島
津
久
基
で
、『
対
訳
源
氏
物
語
講
話）

（
（

』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。

　
　
　

【
空
蟬
】
ウ
ツ
セ
ミ
。
蟬
ａ

の
こ
と
。
空
は
蛻
ｂ

（
モ
ヌ
ケ
）
の
空
し
き
殼
と
な
る
こ
と
の
聯
想
か
ら
添
へ
た
字
。

【
釋
評
】
な
ほ
こ
の
歌
の
「
う
つ
せ
み
」
は
古
く
は
「
う
つ
そ
み
（
顯
身
）」
と
同
語
で
、
萬
葉
に
そ
れ
を
「
空
蟬
」
と
借
字
し
て
用
ゐ

て
あ
る
の
を
、
い
つ
か
紫
女
の
時
代
頃
に
は
蟬
の
蛻
の
こ
と
と
の
み
思
ふ
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
と
し
て
、
才
媛
な
が
ら
こ
の
作
者

は
古
學
に
疎
い
の
が
惜
し
い
と
、
萬
葉
學
者
の
眞
淵
か
ら
論
難
せ
ら
れ
て
ゐ
る
（
新
釋
）
が
、
こ
れ
を
廣
道
が
辨
じ
て
、
語
源
論
か
ら

は
眞
淵
の
説
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
で
は
「ｃ

身
を
か
へ
て
け
る
」
と
い
ふ
の
が
蛻
の
こ
と
で
、「
空
蟬
」
は
單
に
蟬
の
意
で
あ
る

語
義
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こ
と
は
、
返
歌
の
「
空
蟬
の
羽
に
置
く
露
の
」
と
い
ふ
用
法
で
も
知
り
得
ら
れ
、
但
し
蛻
の
聯
想
か
ら
蟬
を
空
蟬
と
言
つ
た
ら
し
い
か

ら
、
勿
論
こ
の
語
で
蛻
を
も
匂
は
せ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
ら
う
し
、
そ
れ
が
歌
の
巧
な
所
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
（
評
釋
の
語
釋
）
の
は

周
到
で
肯
棨
を
得
て
ゐ
る
。

　

島
津
久
基
も
傍
線
部
ａ
で
「
う
つ
せ
み
」
は
蟬
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
傍
線
部
ｃ
で
は
「
身
を
か
へ
て
け
る
」
と
い
う
の
が

「
蛻
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
蛻
」
は
傍
線
部
ｂ
で
（
モ
ヌ
ケ
）
と
訓
じ
て
い
る
の
で
、
傍
線
部
ｃ
で
は
「
身
を
か
へ
て
け
る
」

は
「
も
ぬ
け
」（
抜
け
殻
）
に
な
る
こ
と
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
条
兼
良
の
『
花
鳥
余
情
』、
賀
茂
真
淵
の
『
源
氏
物
語
新
釈
』、
萩
原
広
道
の
『
源
氏
物
語
評
釈
』、
島
津
久
基
の
『
対

訳
源
氏
物
語
講
話
』
で
は
、
当
該
歌
の
「
身
を
か
へ
て
け
る
」
を
蟬
が
抜
け
殻
に
な
る
こ
と
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蟬
が
脱

皮
し
た
結
果
、
そ
の
抜
け
殻
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
と
当
該
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
で
描
か
れ
て
い
る
空
蟬
の
君
の
衣
は
あ
っ

て
も
、
そ
の
中
に
い
る
は
ず
の
人
は
い
な
い
と
い
う
状
況
に
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
の
に
は
極
め
て
都
合
が
良
い
。
し
か
し
、「
身
を
か

へ
て
け
る
」
と
い
う
表
現
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
表
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
別
問
題
と
し
て
検
討
す
べ
き
で

あ
る
。

　

次
章
で
は
他
の
現
行
注
釈
書
で
「
身
を
か
へ
て
け
る
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
を
中
心
に
検
討
す
る
。

二
、
現
行
注
釈
書
に
お
け
る
「
身
を
か
へ
」
の
解
釈
に
つ
い
て

　

本
章
で
は
「
身
を
か
へ
て
け
る
」
に
ど
の
よ
う
な
注
が
付
け
ら
れ
、
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
前
章
で
検
討
し
た
島
津
久

基
の
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
現
行
注
釈
書
を
対
象
に
検
討
す
る
。

（
一
）〔
頭
注
〕「
身
を
か
へ
」
は
、
蟬
の
幼
虫
が
樹
木
に
の
ぼ
っ
て
成
虫
に
脱
皮
・
変
態
し
て
殻
を
残
す
よ
う
に
、
薄
衣
（
人
殻
）
だ
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け
を
残
し
て
い
っ
た
こ
と
。

〈
現
代
語
訳
〉

蟬
が
脱
け
殻
を
の
こ
し
て
、
姿
を
変
え
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
木
の
下
で
、
も
ぬ
け
の
か
ら
の
衣
を
の
こ
し
て
い
っ
た
あ
の
人
の
気

配
が
、
や
は
り
懐
か
し
く
思
わ
れ
る
。�

（『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
、
一
九
七
〇
年）

7
（

）

（
二
）〔
頭
注
〕「
身
を
か
へ
」
は
、
蟬
の
幼
虫
が
樹
木
に
登
っ
て
成
虫
に
脱
皮
・
変
態
し
て
殻
を
残
す
こ
と
。
空
蟬
が
薄
衣
（
人
殻
）

だ
け
を
残
し
て
い
っ
た
こ
と
を
喩
え
る
。

〈
現
代
語
訳
〉

蟬
が
脱
け
殻
を
残
し
て
姿
を
変
え
、
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
木
の
下
で
、
も
ぬ
け
の
殻
の
衣
を
残
し
て
い
っ
た
あ
の
人
の
気
配
を
や
は

り
懐
か
し
く
思
っ
て
い
る�

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年）

（
（

）

（
三
）〔
注
釈
〕「
身
を
か
へ
て
け
る
」
は
、
蟬
の
幼
虫
が
殻
を
残
し
て
脱
皮
す
る
こ
と
。
そ
れ
と
同
様
に
、
空
蟬
は
薄
衣
を
「
脱
ぎ
す

べ
し
」（
空
蟬
六
）
て
抜
け
出
し
て
行
っ
た
。

〈
現
代
語
訳
〉

蟬
が
抜
け
殻
を
残
し
て
、
姿
を
変
え
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
木
の
下
で
、
あ
の
人
が
脱
ぎ
捨
て
て
行
っ
た
薄
衣
に
残
る
香
を
慕
い
な

が
ら
、
や
は
り
あ
の
人
に
心
惹
か
れ
る
こ
と
よ
。�

（『
源
氏
物
語
注
釈
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
〇
年）

（
（

）

（
四
）〔
鑑
賞
欄
〕
歌
の
「
空
蟬
の
身
を
か
へ
て
け
る
」
は
、
蟬
が
抜
け
殻
を
残
し
て
姿
を
変
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
空
蟬
が
薄
衣
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の
小
袿
を
残
し
て
寝
所
か
ら
去
っ
た
こ
と
を
よ
そ
え
て
い
る
。

〔
語
句
解
釈
〕
第
三
句
ま
で
が
、「
穀マ
マ

」
を
導
く
序
詞
。

〈
現
代
語
訳
〉

蟬
が
、
身
を
変
え
て
去
っ
た
木
の
下
に
は
、
も
抜
け
の
殻
が
残
る
よ
う
に
、
薄
衣
の
小
袿
を
残
し
て
去
っ
た
あ
の
人
の
人
柄
が
、
や
は

り
懐
か
し
い
こ
と
で
す
。�

（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年）

（1
（

）

　
（
一
）
の
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
、『
全
集
』
と
略
称
）
で
「
身
を
か
へ
」
の
注
に
、
傍
線
部
「
成
虫
に
脱
皮
・
変
態
し
て
」
と

い
う
内
容
が
記
さ
れ
、（
二
）・（
三
）・（
四
）
は
そ
の
方
向
性
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
注
は
『
全
集
』
以
前
の
注
釈
書
に
は
見
ら

れ
ず
、
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
『
花
鳥
余
情
』
以
来
、「
身
を
か
へ
」
は
抜
け
殻
と
な
る
こ
と
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
身
を
か
へ
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、『
全
集
』
の
注
は
画
期
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
、（
一
）
の
『
全
集
』
の
注
の
破
線
部
に
は
「
殻
を
残
す
よ
う
に
」
と
あ
り
、
現
代
語
訳
の
破
線
部
に
は
「
脱
け
殻
を
の
こ
し
て
」

と
あ
り
、『
花
鳥
余
情
』
以
来
の
「
身
を
か
へ
」
を
抜
け
殻
と
な
る
こ
と
と
し
て
解
釈
し
て
き
た
こ
と
を
も
採
用
し
て
お
り
、
折
衷
案
と
も

言
う
べ
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
該
歌
の
注
で
は
蟬
の
幼
虫
が
成
虫
に
脱
皮
・
変
態
す
る
こ
と
を
記
し
な
が
ら
も
、
現
代
語
訳

と
し
て
は
、「
殻
を
残
す
こ
と
」
の
方
が
「
身
を
か
へ
」
る
と
い
う
表
現
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
書
き
方
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
（
一
）

の
『
全
集
』
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
（
二
）・（
三
）・（
四
）
に
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
折
衷
案
を
と
ら
ず
、
次
の
現
行
注
釈
書
の
よ
う
に
、『
花
鳥
余
情
』
以
来
の
「
身
を
か
へ
」
を
抜
け
殻
と
な
る
こ
と
と
し
て

解
釈
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
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（
五
）蟬
の
も
ぬ
け
に
な
っ
て
、
姿
か
た
ち
を
変
え
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
木
の
根
本
に
、
そ
れ
で
も
な
お
あ
の
人
の
ぬ
け
が
ら
（
薄
衣
）

の
残
し
た
人
柄
が
懐
か
し
く
思
わ
れ
る
よ
。�

（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
源
氏
物
語
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年）

（（
（

）

（
六
）蟬
が
蛻
（
も
ぬ
）
け
に
な
っ
て
姿
か
た
ち
を
変
え
た
あ
と
の
木
の
根
も
と
に
、
そ
れ
で
も
や
は
り
（
抜
け
殻
（
が
ら
）〈
薄
衣
〉

な
ら
ぬ
）
人
が
ら
（
ひ
と
と
な
り
）
が
慕
わ
れ
る
よ
な
。

〔
解
説
〕
源
氏
物
語
の
世
界
、
藤
井
貞
和

　
　

（
Ⅰ
）
は
「
空
蟬
の
身
を
変
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
」

　
　
　

（
Ⅱ
）
は
「
空
蟬
の
羽
に
お
く
露
の
木
が
く
れ
て
忍
び
〳
〵
に
濡
る
ゝ
袖
か
な
」

　
　
　

を
提
示
し
て
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）
の
歌
は
物
語
に
単
純
に
は
め
込
ま
れ
て
あ
る
の
で
な
く
、
あ
る
い
は
は
め
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
現
代
語
訳
を
与
え

よ
う
と
す
る
と
限
界
の
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、（
Ⅰ
）
と
（
Ⅱ
）
と
は
歌
じ
た
い
が
技
巧
を
こ
ら
し
て
引ひ
き

歌う
た

や
用
語
を
共
通
に
分
け
合
う
。

「
空
蟬
」
と
い
う
語
は
物
語
中
に
こ
こ
が
初
出
で
、
蟬
に
な
る
際
に
地
中
か
ら
木
を
の
ぼ
っ
て
蛻
け
に
な
る
と
い
う
生
態
観
察
が
そ
こ

に
あ
る
。
そ
の
抜
け
殻
（
女
が
残
し
た
薄
い
小こ
う

袿ち
き

一
枚
）
が
空
蟬
で
、
人
物
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
「
人
が

ら
」
に
ひ
っ
か
け
て
、
正し
よ
う

身じ
み

（
女
君
そ
の
ひ
と
）
が
親
し
く
慕
わ
し
く
思
い
出
さ
れ
る
の
だ
と
言
う
。
こ
れ
ら
の
贈
答
歌
を
受
け
て
、

夕
顔
巻
以
下
で
女
君
の
こ
と
を
空
蟬
と
称
す
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
で
は
な
い
。�

（
源
氏
物
語
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年）

（1
（

）

　
（
五
）
で
は
、
第
一
・
二
句
「
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
」
を
傍
線
部
「
蟬
の
も
ぬ
け
に
な
っ
て
、
姿
か
た
ち
を
変
え
て
し
ま
っ
た
」
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と
現
代
語
訳
し
て
い
る
が）

（1
（

、
こ
れ
は
第
一
・
二
句
全
体
で
生
き
て
い
た
蟬
の
幼
虫
が
、
姿
か
た
ち
を
変
え
て
抜
け
殻
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
意
味
と
し
て
読
め
る
が
明
確
で
は
な
く
、（
六
）
も
蟬
が
抜
け
殻
と
な
っ
て
、
幼
虫
の
時
と
は
姿
か
た
ち
を
変
え
た
と
い
う
意
味
か
と

思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
当
該
歌
の
解
釈
は
、
そ
こ
に
い
た
は
ず
の
幼
虫
の
蟬
が
抜
け

殻
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
多
く
の
現
行
注
釈
書
で
は
、
蟬
が
そ
の
「
身
」
を
変
え
る
こ
と
を
、
生
き
て
い
る
幼
虫
か
ら
、
抜
け
殻
に
変
わ
る
と
い
う

こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
解
釈
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、「
身
を
か
へ
」
と
い
う
表
現
を
そ
の
よ
う
に
把
握
し
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、

源
氏
物
語
や
同
時
代
の
他
の
文
学
作
品
に
お
け
る
「
身
」
を
「
変
ふ
」
の
用
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三
、「
身
を
か
へ
て
け
る
」
の
意
味
に
つ
い
て

　

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
当
該
歌
の
「
身
を
か
へ
て
け
る
」
は
古
注
釈
書
か
ら
現
行
注
釈
書
に
至
る
ま
で
、
蟬
が
脱
皮
に
よ
っ
て
、
抜

け
殻
を
残
し
た
こ
と
を
重
視
し
て
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
源
氏
物
語
に
み
え
る
、
他
の
「
身
を
か
へ
」
の
用
例
に
は
、
こ
の
よ

う
に
「
身
」
を
変
え
る
前
の
立
場
に
主
眼
の
あ
る
も
の
は
な
く
、
身
を
変
え
た
後
の
立
場
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

①
身
を
か
へ
て
ひ
と
り
か
へ
れ
る
山
里
に
聞
き
し
に
似
た
る
松
風
ぞ
吹
く�

（
松
風
、
一
二
九
頁
）

②
身
を
か
へ
て
の
ち
も
待
ち
見
よ
こ
の
世
に
て
親
を
忘
る
る
た
め
し
あ
り
や
と�

（
朝
顔
、
二
〇
三
頁
）

③
身
に
あ
ま
る
ま
で
御
か
へ
り
み
を
賜
は
り
て
、
こ
の
君
の
御
徳
に
、
た
ち
ま
ち
身
を
か
へ
た
る
と
思
へ
ば
、
ま
し
て
行
く
先
は
、
な

ら
ぶ
人
な
き
お
ぼ
え
に
ぞ
あ
ら
む
か
し
。�

（
少
女
、
二
二
八
頁
）

④
こ
の
年
ご
ろ
は
、
同
じ
世
の
中
の
う
ち
に
め
ぐ
ら
ひ
は
べ
り
つ
れ
ど
、
何
か
は
か
く
な
が
ら
身
を
か
へ
た
る
や
う
に
思
う
た
ま
へ
な

し
つ
つ
、
さ
せ
る
こ
と
な
き
限
り
は
、
聞
こ
え
う
け
た
ま
は
ら
ず
。�

（
若
菜
上
、
一
〇
一
頁
）
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①
は
明
石
の
君
の
母
で
あ
る
尼
君
の
歌
で
あ
る
。
尼
君
の
祖
父
「
中
務
の
宮
」（
松
風
、
一
二
〇
頁
）
が
所
有
し
て
い
た
大
堰
川
の
あ
た

り
に
あ
る
山
荘
を
修
築
し
て
、
明
石
か
ら
転
居
し
、
母
子
二
人
で
住
む
よ
う
に
な
っ
た
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
身
を
か
へ
て
」
は

明
石
の
尼
君
が
尼
の
身
と
な
り
、
明
石
に
行
く
以
前
と
は
全
く
違
っ
た
境
遇
に
な
っ
た
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

　

②
は
「
親
の
親
」
と
い
う
一
言
ゆ
え
に
、光
源
氏
と
の
縁
は
忘
れ
ら
れ
な
い
、と
い
う
源
内
侍
の
歌
に
対
す
る
光
源
氏
の
返
歌
で
あ
る
。「
親

の
親
」
と
は
、
桐
壺
院
が
か
つ
て
源
内
侍
の
こ
と
を
、「
祖お

母ば

殿お
と
ど

」（
朝
顔
、
二
〇
一
頁
）
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
祖
母
と

は
す
な
わ
ち
「
親
の
親
」
で
あ
る
の
で
、「
祖
母
殿
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
歌
に
詠
み
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
対
し
て
光
源
氏
は
、
あ
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
見
て
く
だ
さ
い
、
こ
の
世
の
人
が
親
を
忘
れ
る
例
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
、
と
返

歌
し
て
お
り
、
源
内
侍
が
あ
の
世
で
も
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

③
に
お
い
て
、「
身
」
を
変
え
た
よ
う
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
は
夕
霧
の
教
師
と
な
っ
た
大
内
記
で
あ
る
。
大
内
記
は
夕
霧
を
教
え
た
こ
と

に
よ
っ
て
、「
身
に
あ
ま
る
ま
で
御
か
へ
り
み
を
賜
は
り
て
」
と
、
き
わ
め
て
大
き
な
物
質
的
報
酬
や
、
社
会
的
な
名
声
を
得
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
こ
の
大
内
記
は
そ
れ
ま
で
の
服
装
を
改
め
て
、
立
派
な
身
な
り
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
周
囲
か
ら
一
目
置

か
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
立
身
出
世
し
た
姿
に
つ
い
て
、
以
前
の
姿
と
比
べ
て
、「
身
」
を
変
え
た
よ
う
だ
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

④
は
、
明
石
の
女
御
が
男お
と
こ

御み

子こ

を
出
産
後
、
明
石
の
入
道
が
入
山
す
る
に
際
し
て
、
娘
の
明
石
の
君
に
託
し
た
遺
書
の
内
容
で
あ
る
。
明

石
の
入
道
が
、
孫
娘
が
東
宮
に
入
内
し
た
頃
か
ら
は
、
手
紙
も
書
か
ず
、
女
御
の
祖
父
と
し
て
の
立
場
を
全
く
と
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
。
明
石
の
入
道
は
娘
が
幼
少
の
頃
の
教
育
や
光
源
氏
と
の
結
婚
に
は
、
積
極
的
に
関
与
し
た
が
、
孫
娘
に
つ
い
て
は
、
一
転

し
て
、
何
も
関
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
石
の
入
道
が
自
ら
に
課
し
た
生
き
方
で
あ
る
。
明
石
の
入
道
が
、「
身

を
か
へ
」
た
と
は
、
こ
の
世
に
生
き
な
が
ら
、
あ
え
て
我
が
子
や
孫
と
関
わ
ら
ず
に
、
女
御
の
祖
父
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
権
力
や
富
と
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は
無
縁
の
あ
り
方
で
生
き
る
と
い
う
道
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
①
は
明
石
の
君
の
母
が
、
尼
と
い
う
在
俗
の
頃
と
は
違
う
生
き
方
を
す
る
こ
と
、
②
は
源
内
侍
が
あ
の
世
に
行
っ
て
、

こ
の
世
の
親
子
の
関
係
を
見
る
と
い
う
、
歌
の
上
で
の
仮
想
さ
れ
た
話
、
③
は
夕
霧
の
教
師
と
な
っ
た
大
内
記
が
立
身
出
世
し
た
後
の
姿
、

④
は
明
石
の
入
道
が
、
光
源
氏
の
妻
と
な
っ
た
娘
が
京
に
転
居
し
て
、
孫
娘
が
東
宮
に
入
内
し
た
頃
か
ら
、
子
や
孫
娘
に
極
力
関
与
し
な
い

と
い
う
生
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
身
を
か
へ
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
例
が
、
そ
の
当
事
者
に
と
っ
て
、

「
身
を
か
へ
」
た
後
の
こ
と
が
主
眼
と
な
っ
て
お
り
、「
身
を
か
へ
」
た
生
き
方
が
な
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
当
該
歌
に
つ
い
て
、
古
注
釈
書
か
ら
（
一
）
の
『
全
集
』、（
二
）
の
『
新
全
集
』、（
三
）
の
山
崎
良
幸
・
和

田
明
美
他
『
源
氏
物
語
注
釈
』、（
四
）
の
倉
田
実
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
で
は
、
幼
虫
が
そ
の
殻
を
脱
い
で
、
殻
を
残
す
と
い

う
こ
と
を
「
身
を
か
へ
」
た
と
解
釈
し
て
お
り
、「
身
を
か
へ
」
る
前
の
幼
虫
が
、
成
虫
に
な
る
こ
と
こ
そ
が
「
身
を
か
へ
」
る
こ
と
で
あ

る
と
い
う
解
釈
は
と
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
注
釈
書
の
解
釈
で
は
「
身
を
か
へ
」
る
前
は
生
き
て
お
り
、
そ
の
後
は
生
き

て
い
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
当
該
歌
以
外
の
源
氏
物
語
の
用
例
で
は
、「
身
を
か
へ
」
た
後
も
、

①
は
明
石
の
君
の
母
が
尼
と
し
て
生
き
、
②
は
あ
の
世
に
行
っ
た
源
内
侍
が
こ
の
世
の
親
子
の
関
係
を
見
る
こ
と
を
し
、
③
は
大
内
記
が
立

身
出
世
し
て
、
将
来
有
望
な
生
き
方
を
し
、
④
は
明
石
の
入
道
が
娘
に
極
力
関
与
し
な
い
と
い
う
生
き
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
身

を
か
へ
」
る
前
も
後
も
、
生
き
方
が
違
う
だ
け
で
、
や
は
り
ど
の
例
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
き
て
い
る
例
な
の
で
あ
り
、
当
該
歌
の
「
身
を
か

へ
」
の
例
の
み
を
、
例
外
扱
い
す
る
必
然
性
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
違
う
あ
り
方
を
と
り
な
が
ら
、
人
が
生
き
る
こ
と
に
対
し
て
「
身
を
か
へ
」
が
用
い
ら
れ
る
例
は
、『
竹
取
物
語
』、『
う
つ

ほ
物
語
』、『
枕
草
子
』
に
も
み
え
る
が
、「
身
を
か
へ
」
た
後
に
、
生
き
て
い
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
た
だ
け
と
い
う
例
は
、
管
見
な
が
ら
未

だ
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
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①
「
汝
、
幼
き
人
。
い
さ
さ
か
な
る
功
徳
を
、
翁
つ
く
り
け
る
に
よ
り
て
、
汝
が
助
け
に
と
て
、
か
た
時
の
ほ
ど
と
て
く
だ
し
し
を
、

そ
こ
ら
の
年
ご
ろ
、
そ
こ
ら
の
黄
金
賜
ひ
て
、
身
を
か
へ
た
る
が
ご
と
く
な
り
に
た
り
。
…
…
」

（『
竹
取
物
語）
（1
（

』、
七
十
一
～
七
十
二
頁
）

②
「
…
…
こ
の
御
社
に
も
、
さ
て
詣
で
つ
る
を
、
あ
や
し
く
、
昔
承
り
し
物
の
音
の
し
侍
り
つ
れ
ば
、
身
を
変
へ
て
も
、
魂
や
残
り
て

侍
り
つ
ら
む
、
承
り
つ
け
て
な
む
、
神
の
御
徳
に
、
あ
が
君
に
対
面
賜
は
り
ぬ
る
」。

�

（『
う
つ
ほ
物
語）

（1
（

』、
春
日
詣
、
一
四
七
頁
）

③
身
を
か
へ
て
、
天
人
な
ど
は
か
や
う
や
あ
ら
ん
、
と
見
ゆ
る
も
の
は
、
た
だ
の
女
房
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
人
の
、
御
乳
母
に
な
り
た
る
。

唐
衣
も
着
ず
、
裳
を
だ
に
も
、
よ
う
い
は
ば
着
ぬ
さ
ま
に
て
、
御
前
に
添
ひ
臥
し
、
御
帳
の
内
を
居
所
に
し
て
、
女
房
ど
も
を
呼
び

使
ひ
、
局
に
も
の
を
い
ひ
や
り
、
文
を
取
り
次
が
せ
な
ど
し
て
あ
る
さ
ま
、
い
ひ
尽
く
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。

（『
枕
草
子）
（1
（

』、
二
三
一
段
、
一
八
八
頁
）

　

①
は
、
竹
取
の
翁
が
か
ぐ
や
姫
を
見
つ
け
た
後
に
、
黄
金
が
入
っ
た
竹
を
見
つ
け
る
こ
と
が
度
重
な
り
、
裕
福
に
な
っ
て
、
別
人
か
と
思

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
身
を
か
へ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

②
は
、
忠
こ
そ
が
、
出
家
し
た
身
の
上
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
身
を
か
へ
」
が
用
い
ら
れ
、
た
と
え
出
家
し
た
身
の
上
に
な
っ
て
も
、

か
つ
て
愛
用
し
て
い
た
「
み
や
こ
風
」
の
琴
の
音
に
心
惹
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

③
は
、
傍
線
部
「
た
だ
の
女
房
」
が
貴
人
の
乳
母
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
身
を
か
へ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
乳
母
と
な
る
と
、
貴

人
の
側
近
く
に
居
な
が
ら
も
、
授
乳
の
た
め
に
裳
や
唐
衣
な
ど
の
正
装
を
せ
ず
、
ほ
か
の
女
房
達
に
用
事
を
言
い
つ
け
る
こ
と
が
、
現
実
の

こ
と
と
な
る
。
そ
の
様
子
が
「
天
人
な
ど
」、
人
間
よ
り
も
上
位
の
存
在
に
、「
身
を
か
へ
」
る
よ
う
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
①
で
は
経
済
的
に
裕
福
に
な
る
こ
と
、
②
で
は
出
家
す
る
こ
と
、
③
で
は
貴
人
の
乳
母
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
身
を
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か
へ
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ど
の
例
も
「
身
を
か
へ
」
た
後
の
こ
と
を
表
現
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
③
の
「
身
を
か
へ
」
た
様
子

は
天
人
に
も
匹
敵
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
人
と
い
う
範
疇
を
越
え
た
想
像
も
な
さ
れ
て
い
る
。������������������

　

次
の
『
公
任
集）

（1
（

』
の
例
で
は
、
娑
竭
羅
竜
王
の
八
歳
の
娘
で
あ
る
竜
女
が
、
竜
身
か
ら
男
子
に
身
を
変
え
る
と
い
う
『
法
華
経
』
提
婆
達

多
品
（
巻
五
、
第
十
二
）
に
基
づ
い
た
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

提
婆
品

　
　

さ
は
り
お
ほ
み
波
を
分
け
こ
し
身
を
か
へ
て
蓮
の
上
に
入
る
と
こ
そ
み
れ�

（
二
七
一
）

　
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品）
（1
（

に
は
「
皆
見
竜
女
忽
然
之
間
変
成
男
子
、
具
菩
薩
行
、
即
往
南
方
無
垢
世
界
、
坐
宝
蓮
華
、
成
等
正
覚
、

三
十
二
相
、
八
十
種
好
、
普
為
十
方
、
一
切
衆
生
、
演
説
妙
法
（
皆
、
竜
女
の
忽
然
の
間
に
変
じ
て
男
子
と
成
り
、
菩
薩
行
を
具
し
て
、
即

ち
南
方
無
垢
世
界
に
往
き
、
宝
蓮
華
に
坐
し
て
、
等
正
覚
を
成
じ
、
三
十
二
相
、
八
十
種
好
あ
り
て
、
普
く
十
方
の
一
切
衆
生
の
為
に
、
妙

法
を
演
説
す
る
を
見
た
り
）」
と
あ
り
、
竜
女
が
た
ち
ま
ち
に
身
を
変
え
て
男
子
と
な
り
、
衆
生
の
た
め
に
妙
法
を
説
く
姿
を
見
た
と
あ
る
。

　

こ
こ
で
竜
女
は
悟
り
を
得
る
前
段
階
と
し
て
、
男
子
に
「
身
を
か
へ
」
て
お
り
、
こ
の
歌
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
「
身
を
か
へ
」
た
後
の

こ
と
の
み
で
あ
り
、
竜
女
か
ら
男
子
に
「
身
を
か
へ
」
る
前
の
竜
の
姿
形
か
ら
残
る
は
ず
の
痕
跡
に
つ
い
て
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
は
、
提
婆
品
の
傍
線
部
で
「
忽
然
の
間
に
変
じ
て
男
子
と
成
り
」
と
あ
り
、
た
ち
ま
ち
男
子
に
身
を
変
え
る
こ
と
の
み
が
書
か
れ
て
い
る

こ
と
と
も
対
応
し
て
い
る
。

　

こ
の
歌
の
「
身
を
か
へ
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
竜
女
と
い
う
「
身
」
を
男
子
と
い
う
「
身
」
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
男
子
の
「
身
」
を
得
た
と
い
う
結
果
が
、
こ
の
歌
で
は
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
竜
女
が
竜
身
、
年
少
、
女
性
と
い
う

悪
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悟
り
を
得
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り
、
提
婆
品
を
ふ
ま
え
る
こ
と
が
明
確
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
賀
茂
保
憲
女
集）
（1
（

』
の
歌
に
は
「
身
を
か
へ
」
の
例
は
見
ら
れ
な
い
が
、
序
文
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。
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…
…
は
か
な
い
鳥
と
い
へ
ど
、
生
ま
る
る
よ
り
か
ひ
あ
る
は
、
巣
立
つ
こ
と
久
し
か
ら
ず
。
は
か
な
い
虫
と
い
へ
ど
、
時
に
つ
け
て
声

を
唱
へ
、
身
を
変
へ
ぬ
な
し
。

　

こ
の
序
文
で
は
「
は
か
な
い
鳥
」
に
対
応
し
て
、「
は
か
な
い
虫
」
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
鳥
が
生
ま
れ
た
時
は
卵
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

す
ぐ
に
巣
立
つ
こ
と
と
、虫
が
そ
の
身
を
変
え
て
声
を
上
げ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は『
白

氏
文
集）
11
（

』
の
「
前
日
巣
中
卵　

化
作
雛
飛
去　

昨
日
穴
中
虫　

蛻
為
蟬
上
樹
」〔
前
日
巣
中
の
卵
、
化
し
て
雛
と
作
っ
て
飛
び
去
る
。
昨
日

穴
中
の
虫
、
蛻
し
て
蟬
と
為
っ
て
樹
に
上
る
〕（「
村
居
臥
病
」
巻
十
、0（7（

）
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

1（
（

。
こ
の
こ
と
を
前
提

に
考
え
る
と
、
こ
の
詩
の
「
穴
中
虫
」
が
「
蟬
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
序
文
に
お
け
る
「
は
か
な
い
虫
」
を
蟬
と
す
る
一
つ
の
根
拠
と
な

る
。

　

ま
た
、
こ
の
詩
の
「
穴
中
の
虫
、
蛻
し
て
蟬
と
為
っ
て
」
は
、
こ
の
序
文
の
「
身
を
変
」
え
る
と
い
う
表
現
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、こ
こ
で
大
切
な
の
は
、「
穴
中
の
虫
」
が
蛻
し
た
結
果
、「
蟬
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
蛻
」
を
残
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。『
賀

茂
保
憲
女
集
新
注）
11
（

』
は
、「
身
を
変
へ
ぬ
な
し
」
を
「
身
を
変
え
な
い
も
の
は
な
い
。
虫
が
幼
虫
か
ら
蛹
、
成
虫
に
変
態
す
る
こ
と
を
い
う
」

と
注
し
て
お
り
、
脱
皮
す
る
こ
と
に
は
触
れ
ず
、「
変
態
す
る
こ
と
」
に
の
み
着
目
し
て
い
る
。
前
掲
『
公
任
集
』
に
お
い
て
、「
身
を
か
へ
」

は
竜
女
が
男
子
に
身
を
変
え
る
こ
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
序
文
に
お
い
て
は
「
穴
中
の
虫
」（
幼
虫
）
が
「
蟬
」（
成
虫
）
に
身
を

変
え
る
こ
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
穴
中
の
虫
」（
幼
虫
）
が
抜
け
殻
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
は
、
当
該
歌
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

　

以
上
、『
源
氏
物
語
』
や
、
こ
の
物
語
と
同
時
代
に
成
立
し
た
文
学
作
品
に
お
け
る
「
身
」
を
「
変
ふ
」
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、「
身
を
か
へ
」
が
用
い
ら
れ
る
際
に
は
、「
身
を
か
へ
」
た
後
に
お
い
て
の
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、「
身
を
か
へ
」
る
前

の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
例
は
管
見
な
が
ら
見
出
せ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
検
討
し
た
諸
注
釈
書
の
よ
う
に
、
当
該
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歌
「
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
」
の
「
身
を
か
へ
」
を
、
幼
虫
が
そ
の
殻
を
脱
い
で
殻

を
残
す
と
い
う
よ
う
に
、「
身
を
か
へ
」
る
前
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
幼
虫
が
成
虫
に
変
わ
る
こ
と

と
し
て
解
釈
す
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
当
該
歌
「
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
」
の
「
身
を
か
へ
」
は
幼

虫
の
蟬
が
脱
皮
し
て
抜
け
殻
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
幼
虫
（
殻
を
か
ぶ
っ
た
身
）
か
ら
成
虫
（
羽
の
あ
る
身
）
に
変
わ
っ
た
こ
と
と
解
釈

す
る）
11
（

。
ま
た
、「
身
を
か
へ
て
け
る
」
の
助
動
詞
「
て
け
り
」
が
過
去
の
動
作
が
完
了
し
た
結
果
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
、

源
氏
が
空
蟬
の
君
が
居
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
所
（
当
該
歌
の
「
木
」）
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、既
に
「
う
つ
せ
み
」（
蟬
・
源
氏
が
知
っ

て
い
る
空
蟬
の
君
）
は
姿
を
変
え
て
お
り
、
そ
の
時
に
確
認
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、「
木
の
も
と
」
に
残
さ
れ
て
い
た
「
人
が
ら
」（
抜
け

殻
・
空
蟬
の
君
が
脱
ぎ
置
い
た
と
思
わ
れ
る
小
袿
）
だ
け
だ
っ
た
と
当
該
歌
の
状
況
を
理
解
で
き
る
。
源
氏
が
行
っ
た
時
に
は
、
源
氏
と
同

じ
く
、「
木
」
の
下
で
地
に
足
を
付
け
て
生
き
て
い
た
は
ず
の
幼
虫
（
空
蟬
の
君
）
は
、
既
に
「
木
」
の
上
に
居
て
、
人
が
関
与
し
な
い
場

で
生
き
る
成
虫
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
に
対
し
て
、
源
氏
は
自
分
を
避
け
て
逃
げ
て
い
っ
た
薄
情
な
人
の
仕
打
ち
と

感
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、「
な
ほ
」
と
、
一
人
に
さ
れ
て
も
や
は
り
、
そ
の
残
さ
れ
た
「
人
が
ら
」（
小
袿
）
か
ら
、
あ
の
人
（
空
蟬

の
君
）
の
「
人
柄
」
を
慕
わ
し
く
思
う
気
持
ち
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
心
情
を
歌
に
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
身
を
か
へ
」
を
空
蟬
の
君
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
彼
女
は
源
氏
が
接
近
す
る
気
配
を
察
知
し
て
、「
生す
ず
し絹
な
る
単ひ
と
へ衣
を
一
つ
着

て
」（
空
蟬
、
一
一
二
頁
）
そ
の
場
か
ら
逃
げ
て
い
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
「
小
袿
」
か
ら
「
単
衣
」
に
着
替
え
て
い
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
り
、
こ
れ
は
蟬
の
幼
虫
が
殻
を
脱
い
で
、
薄
い
羽
の
あ
る
成
虫
に
な
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、「
小
袿
」
が
「
か
の
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も
ぬ
け
を
」（
同
、
一
一
七
頁
）
と
、
蟬
の
抜
け
殻
で
あ
る
「
も
ぬ
け
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
夏
用
の
肌
着
で
あ
る
「
生
絹

な
る
単
衣
」
が
、
薄
い
蟬
の
羽
に
喩
え
ら
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
考
え
を
も
と
に
当
該
歌
を
現
代
語
訳
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

蟬
（
あ
の
人
）
が
（
幼
虫
か
ら
成
虫
に
な
っ
て
、木
の
上
で
（
小
袿
か
ら
着
替
え
て
、違
う
場
に
）
生
き
る
べ
く
）
身
を
変
え
て
し
ま
っ

て
い
た
木
の
下
で
、（
私
が
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
抜
け
殻0

（
小
袿
）
だ
け
だ
が
）、
そ
れ
で
も
や
は
り
（
身
を
変
え
た
あ
の
人

の
）
人
柄0

が
慕
わ
し
い
と
思
う
こ
と
だ
な
あ
。

　

こ
の
よ
う
に
現
代
語
訳
す
る
こ
と
で
、
第
一
・
二
句
「
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
」
を
、
抜
け
殻
と
の
関
連
で
は
な
く
、
姿
を
変
え

て
木
に
上
り
（
違
う
場
に
行
き
）、こ
れ
ま
で
と
は
違
う
生
き
方
を
す
る
蟬
（
空
蟬
の
君
）
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、「
木

の
も
と
」
に
ひ
と
り
で
居
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
源
氏
の
手
に
は
「
人
が
ら
」（
小
袿
）
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
な
ほ
」
慕
わ

し
く
思
う
と
い
う
心
情
が
く
っ
き
り
と
表
れ
て
く
る
。

　

当
該
歌
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、源
氏
が
当
該
歌
で
表
現
し
た
か
っ
た
の
は
、身
近
に
あ
る
「
小
袿
」
の
み
で
は
な
く
、去
っ

て
し
ま
い
、
手
の
届
か
な
い
存
在
と
な
っ
た
空
蟬
の
君
の
こ
と
を
思
い
や
る
気
持
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
空
蟬
の
君
は

源
氏
の
接
近
に
気
づ
き
、
自
ら
の
「
身
」
を
源
氏
か
ら
隔
て
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
源
氏
の
「
心
」
は
「
な
ほ
」
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
、

当
該
歌
を
こ
の
よ
う
な
源
氏
に
よ
る
意
思
の
表
明
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

注（
1
）　
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
源
氏
物
語
大
成
に
よ
る
。
私
に
表
記
を
改
め
、
句
読
点
な
ど
を
付
し
た
。
頁
数
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
。
傍
線

部
は
稿
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
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（
2
）　
『
花
鳥
余
情
』
の
引
用
は
『
松
永
本　

花
鳥
余
情
』（
源
氏
物
語
古
注
集
成
一
、
伊
井
春
樹
編
、
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

（
（
）　
『
倭
名
類
聚
抄
』
の
引
用
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン『
倭
名
類
聚
鈔
』（
元
和
三（
一
六
一
七
）年
、
那
波
道
円
が
校
訂
・
刊

行
し
た
二
十
巻
本
の
古
活
字
版
、
書
誌ID

000007（2（（0（

）
に
よ
る
。

（
（
）　
『
源
氏
物
語
新
釈
』
の
引
用
は
『
源
氏
物
語
新
釈
』（
賀
茂
真
淵
全
集
第
十
三
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
年
）
に
よ
る
が
、「
う

つ
せ
み
は
萬
葉
の
比
ま
で
は
顕ウ
ツ
ヽ

の
身
て
ふ
意
に
て
」
の
傍
線
部
は
「
哥ウ
タ

」
と
あ
り
、左
に
（
顕
カ
）
と
傍
書
さ
れ
て
い
る
。
引
用
本
文
は
「
顕
」

と
し
、『
源
氏
物
語
新
釈
』（
賀
茂
真
淵
全
集
第
五
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
〇
六
年
）
を
参
照
し
て
、「
ウ
ツ
ヽ
」
と
ル
ビ
を
ふ
っ
た
。

（
（
）　
『
源
氏
物
語
評
釈
』
の
引
用
は
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
国
文
註
釈
全
書
、
第
十
二
編
、
皇
学
書
院
、
一
九
〇
九
年
初
版
、
一
九
二
八
年
発
行
）

に
よ
る
。
私
に
句
読
点
を
付
し
た
。

（
（
）　

島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』（
名
著
普
及
会
発
行
、
一
九
八
三
年
）
よ
り
引
用
。

（
7
）　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
源
氏
物
語
（
小
学
館
、
一
九
七
〇
年
）
よ
り
引
用
。

（
（
）　

阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
源
氏
物
語
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
よ
り
引
用
。

（
（
）　

山
崎
良
幸
・
和
田
明
美
他
『
源
氏
物
語
注
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
よ
り
引
用
。

（
10
）　

倉
田
実
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
よ
り
引
用
。

（
11
）　

柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一
郎
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
源
氏
物
語
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
）
よ
り
引
用
。

（
12
）　

柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一
郎
『
源
氏
物
語
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
よ
り
引
用
。

（
1（
）　

津
島
知
明
「
歌
か
ら
読
む
帚
木
三
帖
─
「
帚
木
」「
空
蟬
」「
夕
顔
」
と
歌
の
鉱
脈
─
」（『
源
氏
物
語
の
歌
と
人
物
』
翰
林
書
房
、

二
〇
〇
九
年
）
の
注
八
に
お
い
て
、「
源
氏
の
歌
に
は
「
蟬
の
も
ぬ
け
に
な
っ
て
、
姿
か
た
ち
を
変
え
て
し
ま
っ
た
」（
新
大
系
）
と
い
う
解

が
あ
る
が
、「
蟬
が
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
た
」
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
女
自
身
は
蟬
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
」
と
、
新
大
系
の
解
釈
に
つ
い
て
、

批
判
が
な
さ
れ
る
が
、「
蟬
が
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
た
」
の
意
味
す
る
所
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
記
述
が
見
え
な
い
。

（
1（
）　
『
竹
取
物
語
』
の
引
用
は
、
片
桐
洋
一
校
注
『
竹
取
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。
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（
1（
）　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
、
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
』（
全
、
改
訂
版
、
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

（
1（
）　
『
枕
草
子
』
の
引
用
は
、
増
田
繁
夫
校
注
『
枕
草
子
』（
和
泉
古
典
叢
書
、
一
九
八
七
年
）
に
よ
る
。

（
17
）　
『
公
任
集
』
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
私
に
表
記
を
変
え
た
所
が
あ
る
。

（
1（
）　
『
法
華
経
』
の
引
用
は
、
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
』
中
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
初
版
、
一
九
八
四
年
発
行
）
に
よ
る
。

（
1（
）　
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
句
読
点
を
付
し
私
に
表
記
を
変
え
た
所
が
あ
る
。
な
お
、
引
用
本
文
に
は
「
は

か
な
き
と
り
と
い
へ
と
時
に
つ
け
て
こ
ゑ
と
な
へ
て
す
を
か
ゝ
ぬ
な
し
」（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
十
八
巻
『
平
安
私
家
集
五
』
所
収
「
賀

茂
女
集
」
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
の
異
文
が
あ
る
。

（
20
）　
『
白
氏
文
集
』
の
引
用
は
、
那
波
本
『
白
氏
文
集
歌
詩
索
引
』
下
冊
（
平
岡
武
夫
・
今
井
清
、
同
朋
出
版
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。

（
21
）　

久
保
木
寿
子
「
賀
茂
保
憲
女
集
試
論
─
初
期
百
首
と
暦
日
観
念
─
」（「
文
学
・
語
学
」
一
四
七
号
、一
九
九
五
年
）。
和
歌
文
学
大
系
の
『
賀

茂
保
憲
女
集
』（
武
田
早
苗
・
佐
藤
雅
代
・
中
周
子
、
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
も
『
白
氏
文
集
』
の
「
村
居
臥
病
」
を
注
す
。

（
22
）　
『
賀
茂
保
憲
女
集
新
注
』（
渦
巻
恵
、
新
注
和
歌
文
学
叢
書
十
五
、
青
簡
社
、
二
〇
一
五
年
）。

（
2（
）　

吉
見
健
夫
「
空
蟬
物
語
の
和
歌
─
歌
物
語
的
方
法
と
物
語
形
成
─
」（
中
野
幸
一
編
『
平
安
文
学
の
風
貌
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）

に
お
い
て
「
二
句
の
「
身
を
か
へ
て
け
る
」
と
い
う
特
異
な
表
現
は
、
蟬
が
殼
を
脱
い
で
飛
び
立
つ
さ
ま
に
空
蟬
が
小
袿
を
残
し
て
逃
げ
出

し
た
こ
と
を
喩
え
て
い
る
が
、
蟬
が
殼
を
脱
ぐ
こ
と
を
「
身
を
か
へ
て
」
な
ど
と
表
現
す
る
の
は
和
歌
で
は
例
が
な
く
、
源
氏
の
相
手
の
身

が
空
蟬
か
ら
軒
端
の
荻
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
掛
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
り
、「
身
を
か
へ
て
」
を
「
蟬
が
殼
を
脱
ぐ

こ
と
」
と
理
解
し
た
上
で
、
和
歌
に
用
例
が
な
い
と
す
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
「
身
を
か
へ
て
」
は
蟬
が
殻
を
脱
ぐ
こ
と
そ
の
も
の
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、蟬
と
し
て
は
、幼
虫
か
ら
成
虫
に
な
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
第
三
章
で
述
べ
た
。
ま
た
、こ
の
章
で
検
討
し
た
「
身

を
か
へ
て
」
の
用
例
か
ら
、
源
氏
の
相
手
が
空
蟬
の
君
か
ら
軒
端
の
荻
に
変
わ
る
と
い
う
考
え
に
も
首
肯
し
が
た
い
。�������

�

（
以
上
）




