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一　

女
性
が
「
立
つ
」
と
い
う
こ
と

　
『
源
氏
物
語
』
は
、
主
人
公
光
源
氏
の
誕
生
か
ら
死
、
そ
の
子
孫

た
ち
の
人
間
模
様
を
中
心
に
描
か
れ
、
作
品
内
に
は
藤
壺
や
紫
の
上

を
は
じ
め
、
光
源
氏
を
取
り
巻
く
多
く
の
女
性
た
ち
が
登
場
す
る
。

「
若
菜
上
」
巻
に
初
め
て
姿
を
現
す
女
三
の
宮
は
、
光
源
氏
が
一
途

に
思
い
続
け
る
藤
壺
の
姪
に
当
た
る
重
要
人
物
で
あ
っ
た
。

　

女
三
の
宮
登
場
前
夜
、
朱
雀
院
は
出
家
を
決
断
す
る
。
時
に
光
源

氏
三
十
九
歳
、
権
力
を
極
め
、
六
条
院
で
紫
の
上
と
共
に
人
生
の
絶

頂
期
を
過
し
て
い
た
。
し
か
し
朱
雀
院
か
ら
女
三
の
宮
降
嫁
を
打
診

さ
れ
る
と
、
今
は
亡
き
藤
壺
の
面
影
を
求
め
、
女
三
の
宮
を
「
正
妻
」

と
し
て
迎
え
入
れ
る
。

　

六
条
院
へ
と
移
り
住
ん
だ
女
三
の
宮
は
光
源
氏
と
夫
婦
と
し
て
の

生
活
を
始
め
る
が
、
女
三
の
宮
の
「
幼
さ
」
や
「
い
は
け
な
さ
」
に

触
れ
る
た
び
、光
源
氏
は
失
望
を
隠
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
「
幼
さ
」
は
、「
若
菜
下
」
巻
か
ら
後
の
柏
木
と
の
不
義
密
通
、

薫
の
出
産
、
並
び
に
自
身
の
出
家
を
招
い
て
し
ま
う
。
そ
の
き
っ
か

け
と
な
る
の
が
、
若
菜
上
巻
の
女
三
の
宮
の
「
立
ち
」
姿
で
あ
る
。

六
条
院
に
招
か
れ
た
若
い
公
達
が
蹴
鞠
の
興
じ
る
中
、
ま
だ
小
さ
い

唐
猫
に
よ
り
御
簾
が
巻
き
上
げ
ら
れ
、女
三
の
宮
の
「
立
ち
」
姿
が
、

柏
木
と
夕
霧
の
目
に
映
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
一

節
に
注
目
し
た
い
。

　

猫
は
、
ま
だ
よ
く
人
に
も
な
つ
か
ぬ
に
や
、
綱
い
と
長
く
つ

き
た
り
け
る
を
、
物
に
ひ
き
か
け
ま
つ
は
れ
に
け
る
を
、
逃
げ

む
と
ひ
こ
じ
ろ
ふ
ほ
ど
に
、
御
簾
の
そ
ば
い
と
あ
ら
は
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
る
を
と
み
に
引
き
な
ほ
す
人
も
な
し
。
こ
の
柱
の

人
が
立
つ
と
き
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も
と
に
あ
り
つ
る
人
々
も
心
あ
わ
た
た
し
げ
に
て
、
も
の
怖
ぢ

し
た
る
け
は
ひ
ど
も
な
り
。

　

几
帳
の
際
す
こ
し
入
り
た
る
ほ
ど
に
、
袿
姿
に
て
立
ち
た
ま

へ
る
人
あ
り
。
階
よ
り
西
の
二
の
間
の
東
の
そ
ば
な
れ
ば
、
紛

れ
ど
こ
ろ
も
な
く
あ
ら
は
に
見
入
ら
れ
る
。紅
梅
に
や
あ
ら
む
、

濃
き
薄
き
す
ぎ
す
ぎ
に
あ
ま
た
重
な
り
た
る
け
ぢ
め
は
な
や
か

に
、
草
子
の
つ
ま
の
や
う
に
見
え
て
、
桜
の
織
物
の
細
長
な
る

べ
し
。
御
髪
の
裾
ま
で
け
ざ
や
か
に
見
ゆ
る
は
、
糸
を
よ
り
か

け
た
る
や
う
に
な
び
き
て
、
裾
の
ふ
さ
や
か
に
そ
が
れ
た
る
、

い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
、七
八
寸
ば
か
り
ぞ
あ
ま
り
た
ま
へ
る
。

御
衣
の
裾
が
ち
に
、
い
と
細
く
さ
さ
や
か
に
て
、
姿
つ
き
、
髪

の
か
か
り
た
ま
へ
る
そ
ば
め
、
い
ひ
知
ら
ず
あ
て
に
ら
う
た
げ

な
り
。 

（
若
菜
上
、
四
―
一
四
〇
～
一
四
一
頁
）

（
１
）

　

そ
の
姿
を
見
た
柏
木
が
思
い
を
募
ら
せ
る
一
方
、
夕
霧
は
密
か
に

心
惹
か
れ
な
が
ら
も
「
野
分
」
巻
で
垣
間
見
た
紫
の
上
と
比
較
し
な

が
ら
、「
い
で
や
、
こ
な
た
の
御
あ
り
さ
ま
の
さ
は
あ
る
ま
じ
か
め

る
も
の
を
と
思
ふ
」（
若
菜
上
、
一
四
三
頁
）
と
、
光
源
氏
が
女
三

の
宮
を
軽
ん
じ
る
理
由
を
推
察
し
、
自
身
も
女
三
の
宮
を
「
思
い
お

と
」
す
の
で
あ
っ
た
。

　

現
代
生
活
の
中
の
女
性
と
は
異
な
り
、
平
安
時
代
の
女
性
は
「
立

つ
」の
で
は
な
く「
座
す
る
」姿
が
基
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
立

つ
」
動
作
も
現
代
と
は
違
う
受
け
取
ら
れ
方
を
す
る
。
更
に
は
、
不

用
意
な
「
歩
く
」「
走
る
」
も
同
様
に
不
作
法
な
振
る
舞
い
と
い
う

通
念
の
社
会
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
女
性
の
地
位
が
高
い
ほ
ど
、
そ

の
傾
向
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
女
三
の
宮
は
内
親
王
と
い
う
尊
貴
な
地

位
を
持
つ
女
性
で
あ
る
。
そ
の
女
三
の
宮
が
「
立
つ
」
女
性
と
し
て

書
か
れ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
ほ

か
、『
落
窪
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
な
ど
を
通
し
て
、

女
性
が
立
つ
場
面
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
考
察
し
、

女
三
の
宮
が
「
立
つ
」
意
味
、
並
び
に
そ
の
行
為
が
女
三
の
宮
の
人

物
造
型
に
与
え
る
影
響
を
考
え
て
い
き
た
い
。

二　
「
ゐ
ざ
る
」

　
「
立
つ
」
動
作
が
不
作
法
と
さ
れ
た
時
代
、
女
性
た
ち
が
室
内
を

移
動
す
る
時
の
動
作
が
「
ゐ
ざ
る
」、
つ
ま
り
膝
行
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
用
例
を
物
語
別
に
調
査
す
る
と
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
全

11
例
、
そ
の
う
ち
女
性
10
例
、
男
性
１
例
へ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。

『
落
窪
物
語
』
で
は
全
３
例
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
全
３
例
、
両
者
は

す
べ
て
女
性
の
例
。『
源
氏
物
語
』
で
は
全
36
例
、
そ
の
う
ち
女
性

34
例
、
男
性
２
例
。
や
は
り
「
ゐ
ざ
る
」
は
、
女
性
の
動
作
と
し
て

作
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』で「
ゐ
ざ
る
」人
物
は
、い
ぬ
宮
が
最
も
多
く
四
例
、
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次
に
俊
蔭
女
が
三
例
、
女
御
の
君
・
女
一
の
宮
・
宰
相
の
上
が
各
一

例
ず
つ
。
そ
の
一
例
と
し
て
俊
蔭
女
が
「
ゐ
ざ
る
」
場
面
を
挙
げ
る
。

そ
の
場
面
は
「
楼
の
上
の
上
」
巻
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

尚
侍
ゐ
ざ
り
寄
り
て
、
下
ろ
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
御
衣

引
き
繕
ひ
な
ど
し
た
ま
ひ
て
、
ゐ
ざ
り
入
り
た
ま
ふ
透
き
影
、

い
ぬ
宮
、
玉
虫
の
簾
よ
り
透
き
た
る
や
う
に
て
、
あ
な
め
で
た

し
と
見
え
た
り
。
小
さ
き
扇
さ
し
隠
し
た
ま
ひ
て
、
ゐ
ざ
り
入

り
た
ま
ふ
を
、
一
院
、
几
帳
の
ほ
こ
ろ
び
よ
り
御
覧
じ
て
、
い

と
う
つ
く
し
、
と
思
す
。
尚
侍
、
様
体
細
や
か
に
、
な
ま
め
か

し
う
、
あ
な
清
ら
の
人
や
、
と
見
え
た
り
。
た
だ
今
二
十
余
ば

か
り
に
て
、
裳
の
裾
に
た
ま
り
た
る
髪
、
艶
々
と
し
て
、
裾
細

か
ら
ず
、
ま
た
こ
ち
た
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
引
き
添
へ
ら
れ
て
、

ゐ
ざ
り
入
り
た
ま
ふ
を
、
左
の
お
と
ど
、
几
帳
さ
し
た
ま
ふ
ま

ま
に
見
た
ま
ひ
て
、
い
と
い
み
じ
か
り
け
る
人
か
な
。

（「
楼
の
上
上
」
三
―
五
八
四
～
五
八
五
頁
）

　

琴
の
伝
授
を
終
え
た
俊
蔭
女
が
い
ぬ
宮
と
共
に
楼
を
下
る
。
車
か

ら
降
り
て
室
内
に「
ゐ
ざ
り
入
」る
俊
蔭
女
の
姿
を
正
頼
が
見
て
、「
い

み
じ
か
り
け
る
人
か
な
」
と
述
べ
、
仲
忠
の
姉
妹
に
見
え
る
ほ
ど
若

く
見
え
、
自
分
の
娘
で
あ
る
仁
寿
殿
の
女
御
と
比
べ
て
も
そ
の
美
し

さ
や
雰
囲
気
が
勝
っ
て
い
る
と
続
け
る
。
俊
蔭
女
は『
う
つ
ほ
物
語
』

に
登
場
す
る
女
性
の
中
で
も
優
美
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
動

作
に
も
「
ゐ
ざ
る
」
が
用
い
ら
れ
る
。

　
『
落
窪
物
語
』
で
「
ゐ
ざ
る
」
人
物
は
、
落
窪
の
君
が
二
例
、
少

納
言
が
一
例
で
あ
る
。

　

少
納
言
は
、
元
々
中
納
言
の
北
の
方
付
き
の
女
房
で
あ
る
が
、
作

中
で
は
あ
こ
ぎ
の
他
に
唯
一
中
納
言
邸
に
落
窪
の
君
へ
の
好
意
を
明

確
に
語
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
「
ゐ
ざ
る
」
場
面
は
、
二
条

邸
に
参
上
す
る
場
面
、落
窪
の
君
が
あ
こ
ぎ
を
通
し
て
声
を
か
け
る
。

「
少
納
言
あ
さ
ま
し
く
な
り
て
、
扇
さ
し
か
く
し
た
り
つ
る
も
う
ち

お
き
て
、
ゐ
ざ
り
出
づ
る
心
地
も
た
が
ひ
て
、「
い
か
な
る
こ
と
ぞ
、

誰
が
の
た
ま
ふ
ぞ
」
と
言
へ
ば
」（
一
―
一
八
一
頁
）
と
あ
る
。
少

納
言
は
、
中
納
言
の
邸
を
出
た
あ
こ
ぎ
が
二
条
邸
に
居
る
こ
と
に
驚

き
、
戸
惑
い
な
が
ら
あ
こ
ぎ
の
前
に
「
ゐ
ざ
り
出
」
で
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
「
ゐ
ざ
る
」
人
物
は
、
大
君
・
玉
鬘
が
最
も
多

く
各
４
例
、
末
摘
花
が
３
例
、
藤
壺
・
朧
月
夜
・
明
石
の
君
・
落
葉

の
宮
・
浮
舟
が
各
２
例
、
六
条
御
息
所
・
花
散
里
・
紫
の
上
・
近
江

の
君
、
女
三
の
宮
・
雲
居
の
雁
・
中
の
君
・
弁
の
尼
が
１
例
ず
つ
、

女
房
が
３
例
、
尼
君
が
２
例
と
な
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
ゐ
ざ
る
」

に
つ
い
て
は
、
既
に
針
本
正
行
氏
が
女
君
の
「
ゐ
ざ
る
」
か
ら
光
源

氏
の
本
性
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
、「
賢
木
」
巻
で
「
ゐ
ざ
る
」

藤
壺
・
六
条
御
息
所
・
朧
月
夜
の
三
人
を
取
り
上
げ
て
、

「
ゐ
ざ
る
」
女
君
は
皇
族
の
血
脈
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、

王
権
の
祭
祀
権
を
象
徴
す
る
者
で
あ
っ
た
。「
ゐ
ざ
り
出
」
て
、

「
ゐ
ざ
る
入
」
る
女
君
を
光
源
氏
が
垣
間
見
た
時
、
藤
壺
思
慕
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に
つ
な
が
る
光
源
氏
の
本
性
の
内
実
化
が
は
か
ら
れ
、
象
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。「
賢
木
」
巻
で
、「
ゐ
ざ
る
」
行
為
が
語
ら

れ
る
、
六
条
御
息
所
・
藤
壺
・
朧
月
夜
の
君
た
ち
は
、
禁
忌
を

犯
し
、
王
権
を
侵
犯
す
る
と
い
う
光
源
氏
の
本
性
を
醸
成
し
て

い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

（
２
）

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、「
ゐ
ざ
る
」
女
君
と
し
て
は
、
末
摘
花
や

大
君
の
よ
う
に
天
皇
家
に
つ
な
が
る
人
物
に
対
し
て
も
使
わ
れ
て
い

る
が
、
明
石
の
君
・
玉
鬘
は
ど
う
な
の
か
。
血
脈
で
は
な
い
女
房
た

ち
に
も
そ
の
動
作
に
「
ゐ
ざ
る
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
用
例
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
確
か
に
光
源
氏
は
藤
壺
と
の
不
義
、
朧

月
夜
と
の
密
会
に
よ
り
桐
壷
院
・
朱
雀
院
両
名
の
王
権
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
明
確
な
根
拠
の
提
示
も

な
い
ま
ま
「
ゐ
ざ
る
」
と
い
う
一
つ
の
動
作
か
ら
光
源
氏
の
本
性
を

「
王
権
を
侵
犯
す
る
」
と
解
釈
す
る
の
は
お
お
げ
さ
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
ゐ
ざ
る
」
は
日
常
の
動
作
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
以
上

の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

　

明
石
の
君
が「
ゐ
ざ
る
」場
面
は
、「
松
風
」巻
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

な
か
な
か
も
の
思
ひ
乱
れ
て
臥
し
た
れ
ば
、
と
み
に
し
も
動
か

れ
ず
。
あ
ま
り
上
衆
め
か
し
と
思
し
た
り
。
人
々
も
か
た
は
ら

い
た
が
れ
ば
、
し
ぶ
し
ぶ
に
ゐ
ざ
り
出
で
て
、
几
帳
に
は
た
隠

れ
た
る
か
た
は
ら
目
、
い
み
じ
う
な
ま
め
い
て
よ
し
あ
り
、
た

を
や
ぎ
た
る
け
は
ひ
、皇
女
た
ち
と
言
は
む
に
も
足
り
ぬ
べ
し
。

（「
松
風
」
二
―
四
一
六
頁
）

光
源
氏
は
明
石
の
君
と
娘
に
逢
う
た
め
、
大
堰
の
邸
を
訪
ね
る
。
翌

朝
帰
ろ
う
と
す
る
と
明
石
の
君
は
別
れ
を
惜
し
み
す
ぐ
に
は
起
き
上

が
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
様
子
を
光
源
氏
は
「
上
衆
め
か
し
」

と
見
る
が
、
作
者
は
「
皇
女
た
ち
と
言
は
む
に
も
足
り
ぬ
べ
し
」
と

最
高
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
。

　

玉
鬘
の「
ゐ
ざ
る
」場
面
は
、四
度
書
か
れ
る
が
、そ
の
一
つ
が「
常

夏
」
巻
、
光
源
氏
が
玉
鬘
の
住
む
西
の
対
を
訪
れ
、
和
琴
を
弾
く
場

面

し
ば
し
も
弾
き
た
ま
は
な
む
、
聞
き
と
る
こ
と
も
や
、
と
心
も

と
な
き
に
、こ
の
御
こ
と
に
ろ
い
ぞ
、近
く
ゐ
ざ
り
寄
り
て
、「
い

か
な
る
風
の
吹
き
添
ひ
て
、
か
く
は
響
き
は
べ
る
ぞ
と
よ
」
と

て
う
ち
傾
き
た
ま
へ
る
さ
ま
、灯
影
に
い
と
う
つ
く
し
げ
な
り
。

（「
常
夏
」
三
―
二
三
二
頁
）

と
あ
る
。
和
琴
に
興
味
が
惹
か
れ
た
の
か
、
光
源
氏
の
側
に
「
ゐ
ざ

り
寄
」
り
耳
を
傾
け
る
玉
鬘
の
姿
は
可
憐
で
可
愛
ら
し
い
。
乳
母
に

よ
り
育
て
ら
れ
た
玉
鬘
は
、
田
舎
で
育
ち
な
が
ら
そ
の
容
姿
は
、
乳

母
や
女
房
た
ち
に
よ
り
「
気
高
く
き
よ
ら
な
る
」
と
い
う
最
上
級
の

美
称
で
書
か
れ
、
歌
の
贈
答
か
ら
教
養
の
豊
か
さ
も
窺
え
る
。

　

ま
た
、
作
中
で
最
も
多
く
「
ゐ
ざ
る
」
姿
が
描
か
れ
る
人
物
、
宇

治
の
大
君
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
『
狭
衣
物
語
』
で
「
ゐ
ざ
る
」
人
物
は
、
女
二
の
宮
が
二
例
、
母



― 50 ―

宮
・
飛
鳥
井
の
君
・
源
氏
の
宮
・
宰
相
姫
君
が
一
例
ず
つ
。
他
に
女

房
が
二
例
と
な
る
。
そ
の
内
の
一
人
女
二
の
宮
が
「
ゐ
ざ
る
」
場
面

は
、
巻
三
、
女
二
の
宮
の
作
っ
た
法
華
曼
荼
羅
を
嵯
峨
院
で
供
養
す

る
場
面
。

宮
、
こ
の
ほ
ど
、
百
万
遍
満
て
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。
仏
の
御
前

ば
か
り
は
、
御
格
子
も
い
ま
だ
参
ら
で
、
御
灯
明
の
明
か
き
方

に
は
、
御
几
帳
さ
し
遣
り
て
、
障
子
よ
り
少
し
い
ざ
り
出
で
て
、

脇
息
に
押
し
か
か
り
て
、
入
り
方
の
月
の
隈
な
き
に
、
小
倉
の

山
も
残
り
な
く
見
ゆ
る
を
、眺
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
お
は
し
ま
す
。

御
姿
、
様
体
、
御
髪
の
ゆ
ら
ゆ
ら
と
こ
ぼ
れ
か
か
る
よ
り
始
め
、

額
髪
の
た
だ
少
し
短
く
見
え
た
る
御
面
つ
き
、
あ
こ
だ
瓜
に
描

き
た
る
や
う
な
る
、
た
だ
、
こ
と
さ
ら
、
近
く
て
見
ま
ほ
し
き

さ
ま
の
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
月
影
を
、
…
… 
（
二
―
一
七
五
）

　

出
家
を
決
め
た
女
二
の
宮
は
、
百
万
遍
の
念
仏
を
満
た
そ
う
と
勤

行
を
し
て
い
る
。
仏
の
御
前
の
た
め
か
、
格
子
も
ま
だ
下
ろ
さ
ず
、

障
子
か
ら
「
い
ざ
り
出
で
」
て
、
脇
息
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
姿
の

美
し
さ
が
近
く
に
控
え
る
中
納
言
典
侍
の
視
線
か
ら
語
ら
れ
る
。
女

二
の
宮
は
嵯
峨
院
皇
女
で
、
狭
衣
の
君
が
横
笛
を
吹
い
た
折
に
降

嫁
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
源
氏
の
宮
に
思
い
を
寄
せ
る
狭
衣
の
君

は
本
意
で
な
く
、
返
事
を
返
し
て
い
な
か
っ
た
。
女
二
の
宮
の
母
后

の
も
と
に
出
入
り
し
て
い
た
大
弐
の
乳
母
の
妹
の
も
と
を
訪
れ
た
お

り
、
偶
然
女
二
の
宮
を
垣
間
見
、
そ
の
「
ら
う
た
げ
」
な
姿
に
強
引

に
関
係
を
結
び
、
若
宮
を
妊
娠
す
る
。
自
身
の
出
産
と
偽
り
、
疑
似

出
産
を
行
っ
た
母
后
は
亡
く
な
り
、四
九
日
後
に
自
身
も
出
家
す
る
。

女
二
の
宮
は
、
顔
立
ち
は
可
愛
ら
し
く
長
く
美
し
い
髪
を
持
つ
。
嵯

峨
帝
は
源
氏
の
宮
と
比
べ
て
も
劣
ら
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
、
娘
の
容

姿
を
自
慢
す
る
。
女
二
の
宮
の
「
ゐ
ざ
る
」
場
面
は
、
巻
三
に
そ
の

性
格
を
表
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

い
と
か
く
の
み
物
の
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、「
よ
し
見
た
ま
へ
。
…
…
」

と
語
ら
ひ
た
ま
ふ
を
、
げ
に
あ
さ
ま
し
き
こ
と
と
、
強
ひ
て
省

き
き
こ
え
ん
御
仲
の
契
り
と
は
見
た
て
ま
つ
ら
ね
ど
、
昔
物
語

の
姫
君
な
ど
の
や
う
に
、
中
の
人
の
言
ふ
に
従
ひ
て
、
し
ぶ
し

ぶ
ゐ
ざ
り
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。（

二
―
九
六
頁
）

　

中
納
言
典
侍
は
、
狭
衣
の
君
に
文
を
託
さ
れ
、
女
二
の
宮
は
女
房

の
言
葉
に
従
っ
て
「
ゐ
ざ
り
出
で
」
る
よ
う
な
軽
薄
な
性
格
で
は
な

い
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

人
が
「
立
つ
」
と
き

　

人
が「
立
つ
」と
表
記
さ
れ
る
場
面
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』で
は
108
例
、

そ
の
う
ち
女
性
が
「
立
つ
」
の
は
14
例
、男
性
が
「
立
つ
」
の
は
94
例
。

『
落
窪
物
語
』
で
は
40
例
、
う
ち
女
性
が
14
例
、
男
性
は
26
例
。『
源

氏
物
語
』
で
は
全
71
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
女
性
は
12
例
、
男
性
は
59
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例
。『
狭
衣
物
語
』
で
は
24
例
あ
り
、
女
性
７
例
、
男
性
17
例
（「
た

た
ず
む
」
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
が
、「
立
ち
止
ま
る
」「
立
ち
聞
く
」

「
立
ち
聞
く
」「
立
ち
去
る
」
な
ど
の
複
合
動
詞
は
含
ま
な
い
）。

　

男
性
が
「
立
つ
」
行
動
は
日
常
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
用
例
も

多
く
見
ら
れ
る
が
、「
立
つ
」
が
印
象
的
な
場
面
が
あ
る
。
そ
の
一

つ
が
「
須
磨
」
巻
に
見
ら
れ
る
光
源
氏
の
「
立
ち
」
姿
で
あ
る
。

　

朱
雀
院
に
入
内
予
定
で
あ
っ
た
朧
月
夜
と
関
係
を
持
ち
、
右
大
臣

方
に
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
る
光
源
氏
は
、
自
分
が
後
見
を
務
め
て
い

る
東
宮
（
後
の
冷
泉
院
）
と
そ
の
母
で
あ
る
藤
壺
へ
の
影
響
を
恐
れ
、

自
ら
須
磨
に
て
謫
居
生
活
を
送
っ
て
い
る
。物
寂
し
い
須
磨
の
夕
方
、

海
の
見
え
る
廊
に
出
て
、
景
色
を
眺
め
て
い
る
場
面
、

　

前
栽
の
花
い
ろ
い
ろ
咲
き
乱
れ
、
お
も
し
ろ
き
夕
暮
に
、
海

見
や
ら
る
る
廊
に
出
で
た
ま
ひ
て
、
た
た
ず
み
た
ま
ふ
御
さ
ま

の
ゆ
ゆ
し
う
き
よ
ら
な
る
こ
と
、
所
が
ら
は
ま
し
て
こ
の
世
の

も
の
と
見
え
た
ま
は
ず
。 

（「
須
磨
」
二
―
二
〇
〇
頁
）

光
源
氏
の
「
た
た
ず
」
む
姿
は
、「
こ
の
世
の
も
の
」
と
も
思
え
な

い
ほ
ど
美
し
い
も
の
と
供
人
た
ち
の
称
美
の
対
象
と
し
て
書
か
れ
て

い
る
。
光
源
氏
の
「
立
ち
」
姿
は
「
松
風
」
巻
に
も
あ
り
、
大
堰
の

明
石
の
君
と
娘
に
会
い
に
来
た
光
源
氏
の
姿
を
見
た
尼
君
が
そ
の

「
立
ち
た
ま
ふ
姿
」
や
容
姿
を
「
世
に
知
ら
ず
と
の
み
」
思
う
と
称

美
し
て
い
る
よ
う
に
、
男
性
の
「
立
ち
」
姿
は
時
と
し
て
称
美
の
対

象
と
し
て
も
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
穢
れ
を
避
け
る
た
め
に
男
性
が
「
立
つ
」
場
面
、
例
え
ば
、

『
落
窪
物
語
』で
は
、老
中
納
言
の
亡
く
な
っ
た
後
に
、三
条
院
に
戻
っ

て
い
る
落
窪
の
君
に
逢
う
た
め
に
毎
日
三
条
院
に
向
う
。

大
将
殿
は
、
若
君
た
ち
に
添
ひ
た
ま
ひ
て
、
わ
が
御
殿
に
お
は

す
。
日
々
に
立
ち
な
が
ら
お
は
し
つ
つ
、
泣
き
あ
は
れ
が
り
、

か
つ
は
、
後
の
御
事
、
あ
る
べ
き
や
う
の
御
沙
汰
も
、
み
づ
か

ら
〈
入
り
ゐ
な
む
〉
と
し
て
の
た
ま
ひ
け
れ
ど
…
…

（「
巻
之
二
」、
二
八
七
頁
）

　

そ
の
時
も
「
立
ち
な
が
ら
」
対
面
し
、「
あ
る
べ
き
や
う
の
御
沙
汰
」

を
受
け
て
で
も
中
に
入
ろ
う
と
す
る
。「
御
沙
汰
」
と
い
う
の
は
死

の
穢
れ
の
こ
と
で
あ
る
。

　

女
性
が
「
立
つ
」
姿
は
一
般
に
不
作
法
な
振
る
舞
い
と
さ
れ
る
も

の
の
、「
立
つ
」
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
女
性
た
ち
も
存
在
す
る
。

そ
れ
は
女
房
・
女
官
な
ど
の
階
級
で
あ
る
。

「
立
つ
」
女
性
た
ち
の
各
物
語
の
用
例
は
以
下
の
と
お
り
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』

あ
て
宮
・
中
の
君
・
い
ぬ
宮
各
２
例
、
あ
や
き
・
仲
頼
妻
・

使
用
人
（
複
数
）・
女
一
の
宮
・
中
の
君
・
涼
の
姫
・
女
の
子
（
使

用
人
）各
１
例
。ま
た
、使
用
人
の
男
と
女
と
い
う
形
で
１
例
。

　
『
落
窪
物
語
』

あ
こ
ぎ
６
例
、北
の
方
５
例
、女
房
１
例
、北
の
方
一
行
（
男

女
含
む
）
２
例
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『
源
氏
物
語
』

右
近
４
例
、
中
の
君
２
例
、
女
房
・
紫
の
上
・
少
納
言
・
女

三
の
宮
・
中
将
の
君
・
浮
舟
各
１
例
。

　
『
狭
衣
物
語
』

飛
鳥
井
の
君
乳
母
２
例
、
飛
鳥
井
の
君
・
今
姫
君
・
飛
鳥
井

の
君
の
遺
児
・
弁
・
女
房
各
１
例
。

　

女
房
階
級
、
ま
た
は
そ
れ
以
下
の
身
分
の
女
性
が
「
立
つ
」
場
面

を
挙
げ
る
と
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、「
若
紫
」
巻
に
紫
の
上
の
乳
母

で
あ
る
少
納
言
が
、
雀
が
逃
げ
た
こ
と
で
泣
い
て
い
る
紫
の
上
を
宥

め
、
探
し
に
行
こ
う
と
す
る
場
面

こ
の
ゐ
た
る
大
人
、「
例
の
、
心
な
し
の
か
か
る
わ
ざ
を
し
て

さ
い
な
ま
る
る
こ
そ
い
と
心
づ
き
な
け
れ
。
い
づ
方
へ
か
ま
か

り
ぬ
る
、
い
と
を
か
し
う
や
う
や
う
な
り
つ
る
も
の
を
。
烏
な

ど
も
こ
そ
見
つ
く
れ
」
と
て
立
ち
て
行
く
。
髪
ゆ
る
る
か
に
い

と
長
く
、
め
や
す
き
人
な
め
り
。
少
納
言
の
乳
母
と
ぞ
人
言
ふ

め
る
は
、
こ
の
子
の
後
見
な
る
べ
し
。

（「
若
紫
」
一
―
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
）

そ
の
動
作
は
「
立
ち
」
て
行
く
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
光
源
氏
は
そ

の
姿
を
「
髪
ゆ
る
る
か
に
い
と
長
く
、
め
や
す
き
人
な
め
り
」
と
好

意
的
に
捉
え
て
い
る
。

　
『
落
窪
物
語
』
で
は
、
落
窪
の
君
の
女
童
で
あ
る
あ
こ
ぎ
が
、
夫

の
帯
刀
と
共
に
落
窪
の
君
と
道
頼
と
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た

し
、

北
の
方
い
ま
し
て
、「
あ
り
つ
る
袋
は
い
と
よ
く
縫
ひ
た
り
。

遣
戸
あ
け
た
り
と
て
、お
と
ど
さ
い
な
む
」と
て
、引
き
た
て
て
、

錠
さ
さ
む
と
す
れ
ば
、「
い
か
で
、『
あ
な
た
に
侍
り
し
箱
と
り

て
』
と
、
あ
こ
き
に
告
げ
は
べ
ら
む
」
と
言
へ
ば
、
た
て
さ
し

て
、「
あ
の
櫛
の
箱
得
む
と
あ
め
り
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
ま
ど

ひ
持
て
来
て
、
さ
し
入
る
る
手
に
入
れ
た
れ
ば
、
引
き
隠
し
て

立
ち
ぬ
。 

（「
巻
之
二
」
一
一
九
頁
）

と
機
転
を
利
か
せ
落
窪
の
君
と
道
頼
の
手
紙
を
仲
介
し
、
二
条
邸
に

移
っ
た
後
は
、多
く
の
女
房
た
ち
を
率
い
る
頼
も
し
い
存
在
と
な
る
。

女
房
階
級
や
そ
れ
以
下
の
身
分
の
女
性
た
ち
が
「
立
つ
」
こ
と
に
は

何
の
批
判
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、『
源
氏
物
語
』
の
少
納

言
や
、『
落
窪
物
語
』
の
あ
こ
ぎ
の
よ
う
に
、
物
語
の
重
要
な
役
割

を
果
た
す
女
性
た
ち
が
「
立
つ
」
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
が
進
ん
で
行

く
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
更
に
言
え
ば
あ
こ
ぎ
の
よ
う
に
物
語
前

半
で
は
ま
だ
一
人
の
女
童
で
し
か
な
い
女
性
は
、
立
ち
歩
か
な
け
れ

ば
仕
事
に
も
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
女
房
、
そ
れ
以
下
の
人
々

に
と
っ
て
「
立
つ
」
動
作
は
、
男
性
と
同
様
に
日
常
動
作
の
一
部
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

で
は
、
高
貴
な
身
分
の
女
性
た
ち
が
「
立
つ
」
動
作
は
ど
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
四
章
に
て
、先
に
述
べ
た「
ゐ

ざ
る
」
女
性
と
の
関
連
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
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四　
「
立
つ
」
女
性
と
「
ゐ
ざ
る
」
女
性

　

今
回
調
査
の
対
象
と
し
た
四
つ
の
物
語
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
落
窪

物
語
』『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
な
ど
が
成
立
し
た
時
代
、
高
貴

な
女
性
た
ち
は
室
内
で
は
「
ゐ
ざ
る
」
こ
と
が
基
本
的
動
作
で
あ
り
、

「
立
つ
」
こ
と
は
不
作
法
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
そ
の
中
で
も
「
ゐ
ざ
る
」
女
性
と
「
立
つ
」
女
性
の

二
種
類
が
存
在
す
る
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
な
か
で
は
「
立
つ
」
女
性
と
し
て
特
筆
す
べ

き
な
の
が
式
部
卿
の
娘
・
中
の
君
で
あ
る
。
中
の
君
は
、「
蔵
開
中
」

に
登
場
す
る
。
兼
雅
に
よ
り
一
条
殿
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、

俊
蔭
の
娘
と
仲
忠
を
う
つ
ほ
か
ら
三
条
殿
に
引
き
取
る
と
、
他
の
妻

妾
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
零
落
し
て
い
っ
た
が
、
仲
忠
の
助
言
に
よ

り
三
条
殿
の
東
角
の
家
に
引
き
取
ら
れ
た
。

　

中
の
君
は
、
俊
蔭
女
と
仲
忠
の
繁
栄
の
犠
牲
者
で
あ
る
。
兼
雅
が

久
し
ぶ
り
に
一
条
殿
を
訪
れ
た
時
、
そ
の
貧
窮
ぶ
り
は
ひ
ど
い
も
の

で
あ
っ
た
。
破
れ
た
屏
風
、
一
つ
二
つ
の
几
帳
、
貧
相
な
食
事
、
周

り
に
は
乳
母
と
そ
の
娘
や
孫
と
、
下
仕
え
が
一
人
い
る
だ
け
の
生
活

ぶ
り
、
兼
雅
は
思
わ
ず
涙
を
流
す
。
中
の
君
が
「
立
つ
」
の
は
、
兼

雅
が
文
を
残
し
て
そ
の
場
を
去
る
場
面
、

い
か
で
や
ら
む
と
思
せ
ど
、
出
で
走
る
べ
き
姿
し
た
る
人
も
な

け
れ
ば
、
押
し
揉
み
て
、
手
に
握
り
て
、
寝
殿
に
向
か
ひ
た
る

柱
も
と
に
立
ち
て
見
た
ま
へ
ば
、
左
大
将
下
り
か
か
り
て
、
東

の
一
の
対
の
方
へ
お
は
し
ぬ
。 

（「
蔵
開
中
」
二
―
五
五
〇
頁
）

文
に
気
付
い
た
中
の
君
が
返
事
を
渡
し
た
い
と
思
う
が
、
き
ち
ん
と

し
た
身
な
り
の
者
が
い
な
い
た
め
、諦
め
兼
雅
を
柱
の
下
に
「
立
ち
」

て
見
送
る
。
更
に
、
も
う
一
箇
所
女
三
の
宮
が
車
に
乗
せ
ら
れ
三
条

殿
へ
向
か
う
の
を
中
の
君
が
見
て
い
る
場
面
。

中
の
君
、「
さ
は
か
く
す
る
な
り
け
り
。
わ
が
い
か
さ
ま
に
あ

ら
む
と
す
ら
む
。
こ
の
文
だ
に
見
せ
ず
な
り
ぬ
る
こ
と
」
と
泣

く
泣
く
持
ち
、
か
く
思
ひ
、
立
ち
た
ま
へ
り
。

（「
蔵
開
中
」
二
―
五
五
六
頁
）

中
の
君
は
こ
こ
で
も
「
立
ち
た
ま
へ
り
」
と
立
っ
た
ま
ま
そ
の
様
子

を
見
て
い
る
様
が
書
か
れ
る
。
中
の
君
の
生
い
立
ち
や
容
姿
は
深
く

描
写
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
貧
窮
し
た
生
活
ぶ
り
が
書
か
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
が
、
兼
雅
が
去
っ
た
後
の
生
活
ぶ
り
を
見
る
に
、
兼
雅

以
外
頼
り
と
な
る
も
の
が
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
俊
蔭

女
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　
「
蔵
開
上
」
巻
、
文
を
渡
せ
ず
に
立
ち
つ
く
し
て
い
た
中
の
君
の

も
と
を
兼
雅
が
訪
れ
、
文
を
渡
す
場
面
「
こ
の
文
投
げ
出
し
た
ま
へ

れ
ば
」（「
蔵
開
上
」
二
―
五
五
七
頁
）
と
あ
る
。
本
来
、
文
の
や
り

取
り
は
女
房
を
通
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
の
君
は
自
ら

文
を
投
げ
渡
す
。『
新
編
全
集
』
頭
注
に
は
「
自
ら
文
を
投
げ
や
る

中
の
君
の
行
為
は
、
た
し
な
み
に
欠
け
て
い
る
」
と
あ
る
。
俊
蔭
女
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の
理
想
的
な
女
性
像
と
比
べ
、
中
の
君
を
嗜
み
に
欠
け
る
人
物
と
し

て
書
く
こ
と
で
、
兼
雅
が
俊
蔭
女
を
愛
し
、
他
の
妻
た
ち
を
蔑
ろ
に

す
る
行
為
を
正
当
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
中
の
君
が

「
立
つ
」
女
性
、
俊
蔭
女
を
「
ゐ
ざ
る
」
女
性
と
し
て
書
き
分
け
る

こ
と
で
、
俊
蔭
女
の
理
想
性
を
高
め
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
『
落
窪
物
語
』
で
は
、
継
母
中
納
言
の
北
の
方
と
継
子
落
窪
の
君

は
否
応
な
し
に
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
北
の
方
は
落
窪
の
君

を
女
房
以
下
の
扱
い
と
し
て
「
寝
殿
の
放
出
の
、
ま
た
一
間
な
る
落

窪
な
る
所
の
、
二
間
な
る
」
場
所
に
住
ま
わ
せ
、
劣
悪
な
環
境
で
縫

い
物
な
ど
の
雑
用
を
押
し
付
け
て
い
る
。
そ
の
容
貌
は
、
道
頼
に
よ

る
と
、う

ち
む
つ
か
り
て
行
く
後
手
、
子
多
く
生
み
た
る
に
落
ち
て
、

わ
づ
か
に
十
す
じ
ば
か
り
に
て
、居
丈
な
り
。〈
う
ち
ふ
く
れ
て
、

い
と
を
こ
が
ま
し
〉
と
、
少
将
つ
く
づ
く
と
か
い
ば
み
臥
し
た

り
。 

（「
巻
之
八
四
頁
）

と
あ
り
、
お
よ
そ
腰
ま
で
し
か
な
い
短
い
髪
と
、
太
っ
た
体
つ
き
の

醜
さ
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
落
窪
の
君
に
対
し
て
は
、

粗
末
な
身
な
り
だ
が
、
髪
か
た
り
、
髪
の
か
か
り
具
合
の
美
し
さ
が

書
か
れ
る
。
そ
ん
な
北
の
方
の
「
立
つ
」
場
面
は
、
落
窪
の
君
の
持

つ
鏡
箱
を
借
り
る
た
め
に
や
っ
て
来
る
場
面
、

げ
に
入
り
た
れ
ば
、「
か
し
こ
き
物
を
も
、
買
ひ
て
け
る
か
な
。

こ
の
箱
の
や
う
に
今
の
世
の
蒔
絵
こ
そ
さ
ら
に
か
く
せ
ね
」
と

て
、
か
き
撫
で
た
ま
へ
ば
、
あ
こ
ぎ
、〈
い
と
憎
し
〉
と
見
て
、

「
こ
の
御
鏡
の
箱
も
な
く
て
や
」
と
言
へ
ば
、「
今
ま
た
求
め
て

奉
ら
む
」
と
て
、
立
ち
た
ま
ふ
。 

（「
巻
之
一
」
七
二
頁
）

　

落
窪
の
君
の
母
の
形
見
で
あ
る
鏡
箱
を
北
の
方
が
奪
い
、「
立
ち

た
ま
ふ
」
時
、
あ
こ
ぎ
は
「
い
と
憎
し
」
と
そ
の
心
内
を
漏
ら
す
。

他
に
も
落
窪
の
君
に
言
い
つ
け
た
縫
い
物
が
ま
だ
手
が
付
け
ら
れ
て

お
ら
ず
、
い
ら
だ
ち
を
ぶ
つ
け
る
場
面
、

「
お
ど
ろ
き
馬
の
や
う
に
手
な
触
れ
た
ま
ひ
そ
。
人
だ
ね
の
絶

え
た
る
ぞ
か
し
。
か
う
う
け
が
へ
な
る
人
に
の
み
言
ふ
は
。
こ

の
下
襲
も
た
だ
今
縫
ひ
た
ま
は
ず
は
、
こ
こ
に
も
な
お
は
し

そ
」
と
て
、
腹
立
ち
て
、
投
げ
か
け
て
立
ち
た
ま
ふ
に
、
少
将

の
直
衣
の
、後
の
か
た
よ
り
出
で
た
る
を
、ふ
と
見
つ
け
て
「
い

で
、
こ
の
直
衣
は
い
づ
こ
の
ぞ
」
ち
立
ち
と
ま
り
て
の
た
ま
へ

ば
…
… 

（「
巻
之
一
」
八
三
～
八
四
頁
）

　

落
窪
の
君
に
縫
い
物
を
投
げ
つ
け
、
そ
の
場
を
「
立
ち
」
去
る
。

自
然
な
動
作
で
あ
る
は
ず
の
「
立
」
っ
て
の
移
動
も
、
北
の
方
に
は

特
に
強
調
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
あ
こ
ぎ
が
少
し
の

間
落
窪
の
君
の
元
を
離
れ
、
道
頼
と
二
人
に
な
っ
た
時
、
縫
い
物
の

様
子
を
気
に
し
た
北
の
方
が
落
窪
の
君
を
訪
れ
る
場
面
、

〈
男
し
た
る
け
し
き
は
見
れ
ど
、《
よ
ろ
し
き
者
に
や
あ
ら
む
》

と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
は
た
だ
者
に
は
あ
ら
ず
。
か



― 55 ―

く
ば
か
り
添
ひ
ゐ
て
、
め
め
し
く
も
ろ
と
も
に
す
る
は
、
お
ぼ

ろ
け
の
志
に
は
あ
ら
じ
。
い
と
い
み
じ
き
わ
ざ
か
な
。
よ
く
な

り
て
、
我
次
第
に
は
、
か
な
ふ
ま
じ
き
な
め
り
〉
な
ど
思
ふ
に
、

物
縫
ひ
の
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
、
ね
た
う
て
、
な
ほ
し
ば
し
立
て

れ
ば
、「
知
ら
ぬ
わ
ざ
し
て
、
ま
ろ
も
困
じ
に
た
り
。
そ
こ
も

寝
ぶ
た
げ
に
思
ほ
し
た
め
り
。
な
ほ
縫
ひ
さ
し
て
臥
し
た
ま
ひ

て
、
北
の
方
、
例
の
腹
立
て
た
ま
へ
」
と
言
へ
ば
、「
腹
立
ち

た
ま
ふ
を
見
る
が
、
い
と
苦
し
き
な
り
」
と
て
、
な
ほ
縫
ふ
に
、

あ
や
に
く
が
り
て
、
灯
を
あ
ふ
ぎ
消
ち
つ
。

（「
巻
之
一
」
九
六
頁
）

道
頼
が
い
る
こ
と
に
気
付
き
、二
人
の
会
話
を
「
立
ち
」
聞
き
す
る
。

　
『
落
窪
物
語
』
で
は
こ
の
よ
う
な
二
人
の
性
格
の
違
い
を
表
す
と

同
時
に
、
継
子
虐
め
の
加
害
者
で
あ
る
北
の
方
の
動
作
に
「
立
つ
」

と
い
う
不
作
法
な
動
作
を
す
る
人
物
と
し
て
貶
め
、
被
害
者
で
あ
る

落
窪
の
君
を
「
ゐ
ざ
る
」
女
性
と
し
て
比
較
す
る
こ
と
で
、
落
窪
の

君
の
優
れ
た
人
間
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
最
も
多
く
「
ゐ
ざ
る
」
女
性
の
一
人
、
大
君
と

そ
の
妹
で
あ
る
「
立
つ
」
中
の
君
が
対
照
的
に
表
現
さ
れ
る
。
椎
本

の
巻
、

　

薫
が
八
の
宮
亡
き
後
の
宇
治
を
訪
れ
、
二
人
の
姿
を
垣
間
見
る
場

面
、
部
屋
を
移
動
し
よ
う
と
、
姿
を
見
ら
れ
な
い
た
め
に
几
帳
が
立

て
ら
れ
て
い
た
が
、
風
に
よ
り
簾
が
吹
き
上
げ
ら
れ
、
二
人
の
姿
が

あ
ら
わ
に
な
る
。

　

ま
ず
一
人
た
ち
出
で
て
、
几
帳
よ
り
さ
し
の
ぞ
き
て
、
こ
の
御
供

の
人
々
の
と
か
う
行
き
ち
が
ひ
、
涼
み
あ
へ
る
を
見
た
ま
ふ
な
り
け

り
。
濃
き
鈍
色
の
単
衣
に
萱
草
の
袴
の
も
て
は
や
し
た
る
、
な
か
な

か
さ
ま
か
は
り
て
は
な
や
か
な
り
と
見
ゆ
る
は
、
着
な
し
た
ま
へ
る

人
か
ら
な
め
り
。
帯
は
か
な
げ
に
し
な
し
て
、
数
珠
ひ
き
隠
し
て
持

た
ま
へ
り
。
い
と
そ
び
や
か
に
様
体
を
か
し
げ
な
る
人
の
、
髪
、
袿

に
す
こ
し
足
ら
ぬ
ほ
ど
な
ら
む
と
見
え
て
、
末
ま
で
塵
の
ま
よ
ひ
な

く
、
艶
々
と
こ
ち
た
う
つ
く
し
げ
な
り
。

…
…
ま
た
、
ゐ
ざ
り
出
で
て
、「
か
の
障
子
は
あ
ら
は
に
も
こ

そ
あ
れ
」
と
見
お
こ
せ
た
ま
へ
る
用
意
、
う
ち
と
け
た
ら
ぬ
さ

ま
に
て
、
よ
し
あ
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
。
頭
つ
き
、
髪
ざ
し
の
ほ
ど
、

い
ま
す
こ
し
あ
て
に
な
ま
め
か
し
さ
ま
さ
り
た
り
。

　
　
　
　
　
（「
椎
本
」
五
―
二
一
七
～
二
一
八
頁
）

こ
の
後
も
大
君
の
嗜
み
深
さ
と
、「
ゐ
ざ
る
」
様
子
の
優
美
さ
や
容

姿
の
気
高
さ
へ
の
称
美
が
続
く
。
薫
が
二
人
の
姿
を
垣
間
見
た
の
は

こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
引
用
を
省
略
す
る
が
、
姉

妹
と
薫
の
出
会
い
の
有
名
な
場
面
、「
橋
姫
」
巻
で
も
二
人
の
姿
を

垣
間
見
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
に
ほ
や
か
」

と
い
う
中
の
君
と
「
重
り
に
よ
し
づ
き
た
り
」
と
い
う
大
君
と
い
い
、

中
の
君
が
「
た
ち
出
で
」
て
、
大
君
が
「
ゐ
ざ
り
出
で
」
る
の
は
、

二
人
の
こ
の
よ
う
な
性
格
の
違
い
を
表
す
も
の
と
し
て
作
中
で
「
立
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つ
」
と
「
ゐ
ざ
る
」
が
対
比
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
宇
治
十
帖
に
は
、
も
う
一
人
の
「
立
つ
」
女
性
で
あ
る
浮

舟
が
い
る
。
浮
舟
が
「
立
つ
」
場
面
は
、
宇
治
川
で
自
殺
を
計
る
が

横
川
の
僧
都
に
助
け
ら
れ
る
。
横
川
の
僧
都
の
妹
で
あ
る
尼
の
懸
命

な
世
話
に
よ
り
一
命
を
取
り
留
め
、
意
識
を
回
復
し
た
の
ち
、
小
野

の
庵
で
暮
ら
し
始
め
る
。そ
こ
へ
尼
の
娘
婿
で
あ
っ
た
中
将
が
訪
れ
、

浮
舟
の
姿
を
垣
間
見
た
こ
と
を
弟
の
禅
師
の
君
に
語
る
。

「
風
の
吹
き
上
げ
た
り
つ
る
隙
よ
り
、
髪
い
と
長
く
、
を
か
し

げ
な
る
人
こ
そ
見
え
つ
れ
。
あ
ら
は
な
り
と
や
思
ひ
つ
ら
ん
、

立
ち
て
あ
な
た
に
入
り
つ
る
後
手
、
な
べ
て
の
人
と
は
見
え
ざ

り
つ
…
…
」 

（「
手
習
」
六
―
三
一
一
頁
）

「
立
ち
て
」
奥
へ
入
っ
て
い
く
浮
舟
の
長
い
髪
の
様
子
を
見
て
、
心

惹
か
れ
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ゐ
ざ
る
」
は
、
室
内

で
の
移
動
動
作
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
簾
近
く
か
ら
奥
へ
と
入
っ
て

い
く
場
合
、「
立
ち
て
」
歩
い
て
い
く
こ
と
は
許
容
の
範
囲
な
の
だ

ろ
う
。
む
し
ろ
私
が
気
に
な
る
の
は
同
巻
三
〇
八
頁
で
同
様
に
中
将

が
尼
君
に
浮
舟
の
こ
と
を
垣
間
見
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
尼
君
は
、「
姫
君
の
立
ち
出
で
た
ま
へ
り
つ
る
後
手
を
見
た

ま
へ
り
け
る
な
め
り
」（「
手
習
」
六
―
三
〇
八
頁
）
と
思
い
、
一
人

心
の
内
で
浮
舟
と
中
将
が
結
び
つ
く
の
を
願
う
。
こ
の
場
面
、
尼
君

は
浮
舟
が
端
近
く
に
「
立
ち
出
で
」
て
外
を
見
て
い
た
と
推
察
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
、先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ゐ
ざ
り
出
づ
」
と
「
立

ち
出
づ
」
で
二
人
の
性
格
の
違
い
を
表
し
て
い
た
。
同
様
に
こ
の
場

面
で
も
大
君
と
浮
舟
の
性
格
の
違
い
を
表
す
も
の
と
し
て
「
立
ち
出

づ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

浮
舟
は
、亡
き
大
君
と
容
姿
が
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、

異
母
姉
中
の
君
が
「
あ
や
し
き
ま
で
昔
人
の
御
け
は
ひ
に
通
ひ
た
り

し
」（「
宿
木
」
五
―
四
五
一
頁
）
と
思
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
大
君
を

失
く
し
憔
悴
す
る
薫
に
中
の
君
は
、
浮
舟
を
愛
人
に
勧
め
る
。
薫
も

ま
た
宇
治
で
偶
然
浮
舟
を
垣
間
見
て
、「
こ
れ
を
見
る
に
つ
け
て
、

た
だ
そ
れ
と
思
ひ
出
で
ら
る
る
に
、
例
の
、
涙
落
ち
ぬ
。
尼
君
の
答

へ
う
ち
す
る
声
け
は
ひ
、
宮
の
御
方
に
も
い
と
よ
く
似
た
り
と
聞
こ

ゆ
」（「
宿
木
」
五
―
四
九
三
頁
）
と
涙
す
る
。
し
か
し
実
際
に
浮
舟

を
宇
治
へ
と
連
れ
て
く
る
と
、
浮
舟
が
少
々
田
舎
じ
み
て
い
る
の
に

対
し
て
、
大
君
の
「
あ
て
に
な
ま
め
か
し
か
り
し
」
姿
が
思
い
起
こ

さ
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
の
性
格
も
高
貴
な
薫
の
姿
に
気
後
れ
し
、「
た

だ
い
と
つ
つ
ま
し
げ
に
て
、
ひ
た
み
ち
に
恥
ぢ
た
る
」（「
東
屋
」
五

―
九
八
頁
）
様
子
が
薫
に
は
物
足
り
な
く
感
じ
ら
れ
る
。

　

浮
舟
は
大
君
と
容
姿
は
似
通
っ
て
い
て
も
、
そ
の
身
分
と
性
格
と

が
大
き
く
異
な
る
人
物
と
し
て
作
中
に
登
場
し
て
い
る
。大
君
が「
ゐ

ざ
り
出
で
」、
浮
舟
が
「
立
ち
出
で
」
る
と
い
う
二
人
の
違
い
は
や

は
り
そ
の
性
格
の
違
い
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、「
立
つ
」
と
「
ゐ
ざ
る
」
動
作
が
両
方
用
い
ら
れ
て
い
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る
女
性
も
い
る
。
そ
れ
は
「
中
の
君
」
で
あ
る
。
中
の
君
は
、
先
に

挙
げ
た
よ
う
に
、「
立
ち
出
で
」
て
移
動
す
る
場
面
が
書
か
れ
て
い

る
が
、「
ゐ
ざ
る
」
場
面
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
宿
木
」
巻
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

女
君
、
ま
こ
と
に
心
地
も
い
と
苦
し
け
れ
ど
、
人
の
か
く
言
ふ

に
、
掲
焉
な
ら
む
も
、
ま
た
、
い
か
が
と
つ
つ
ま
し
け
れ
ば
、

も
の
う
な
が
ら
す
こ
し
ゐ
ざ
り
出
で
て
、
対
面
し
た
ま
へ
り
。

（「
宿
木
」
五
―
四
四
五
頁
）

　

匂
宮
の
妻
と
な
っ
た
中
の
君
を
薫
は
後
見
役
と
し
て
支
え
て
い

る
。
し
か
し
、
薫
は
大
君
の
面
影
を
中
の
君
に
求
め
る
。
そ
れ
が
中

の
君
に
苦
し
く
思
え
、
薫
を
避
け
て
い
る
。
し
か
し
、
事
情
を
し
ら

な
い
新
参
の
女
房
は
気
を
利
か
せ
二
人
を
御
簾
ご
し
に
対
面
さ
せ

る
。
中
の
君
は
既
に
匂
宮
の
子
ど
も
を
妊
娠
し
て
い
る
。
母
親
と
し

て
自
分
を
愛
し
ん
で
き
た
姉
の
死
に
よ
り
、
中
の
君
は
精
神
的
な
成

長
を
見
せ
る
。「
立
ち
出
で
」
る
女
性
か
ら
「
ゐ
ざ
り
出
で
」
る
こ

の
変
化
は
そ
の
一
つ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

五　
『
源
氏
物
語
』
女
三
の
宮

　

こ
れ
ま
で
「
立
つ
」
女
性
と
「
ゐ
ざ
る
」
女
性
と
を
挙
げ
て
見
て

き
た
が
、
そ
の
性
格
の
違
い
が
「
立
つ
」
と
「
ゐ
ざ
る
」
に
よ
り
表

さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
女
性
の
動
作
は
そ
の
女
性
の
持
つ
、
個
性

が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
女
三
の
宮

と
い
う
人
物
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
。

　

若
菜
上
巻
、
朱
雀
院
の
病
気
も
重
く
な
る
ば
か
り
、
朱
雀
院
は
自

分
の
出
家
後
の
女
三
の
宮
の
進
退
を
心
配
し
、
婿
を
取
る
こ
と
に
決

め
た
。
し
か
し
、
朱
雀
院
を
含
め
女
三
の
宮
の
乳
母
は
「
皇
女
た
ち

は
、
独
り
お
は
し
ま
す
こ
そ
は
例
の
こ
と
な
れ
ど
」
と
左
中
弁
に
述

べ
る
な
ど
、
女
三
の
宮
の
臣
下
へ
の
降
嫁
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
今

井
氏
は
、「
女
三
の
宮
の
降
嫁
」
に
お
い
て
そ
の
理
由
を

…
…
ま
ず
皇
女
が
結
婚
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
軽
々
し
く

身
苦
し
い
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
る
。
…
…
継
嗣
令

で
は
天
皇
妃
は
内
親
王
に
限
り
、
ま
た
内
親
王
以
下
四
世
王
女

ま
で
は
臣
下
に
降
嫁
し
得
な
い
と
い
う
き
び
し
い
規
定
が
あ

る
。
こ
の
制
限
は
、
延
暦
二
年
に
や
や
ゆ
る
め
ら
れ
、
三
世
四

世
の
王
女
の
み
は
現
任
大
臣
お
よ
び
良
家
の
子
弟
に
嫁
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
（
藤
原
氏
へ
は
と
く
に
二
世

王
女
ま
で
）、
な
お
内
親
王
は
許
さ
れ
ず
、
皇
女
の
降
嫁
は
源

性
を
賜
っ
た
差
が
皇
女
潔
姫
の
良
房
へ
の
そ
れ
が
最
初
で
あ
っ

た
。
し
か
も
こ
の
こ
と
が
い
か
に
破
格
の
こ
と
で
あ
っ
た
か

…
…
…
…
皇
女
の
結
婚
は
い
よ
い
よ
困
難
と
な
り
、
人
間
的
解

決
を
計
る
か
ぎ
り
、
律
令
は
崩
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
そ
れ

ゆ
え
に
、
朱
雀
院
が
、
女
三
の
宮
の
独
身
を
好
ま
し
い
と
思
っ

た
の
は
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
…
…（

３
）
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と
述
べ
て
お
り
、
朱
雀
院
や
乳
母
が
女
三
の
宮
の
降
嫁
を
渋
る
姿
は

当
時
の
社
会
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
朱
雀

院
が
女
三
の
宮
の
結
婚
を
決
め
た
の
は
、
朱
雀
院
に
後
ろ
盾
の
な
い

こ
と
を
不
安
視
し
た
た
め
で
あ
る
。
朱
雀
院
は
、
女
三
の
宮
の
も
と

を
訪
れ
、
乳
母
と
と
も
に
婿
選
び
を
始
め
る
。

姫
宮
の
い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
、
若
く
何
心
な
き
御
あ
り
さ
ま

な
る
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
も
、「
見
は
や
し
た
て
ま
つ

り
、
か
つ
は
片
生
ひ
な
ら
む
こ
と
を
ば
見
隠
し
教
え
き
こ
え
つ

べ
か
ら
む
人
の
う
し
ろ
や
す
か
ら
む
に
、
預
け
き
こ
え
ば
や
」

な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。 
（「
若
菜
上
」
四
―
二
七
頁
）

朱
雀
院
の
目
に
映
る
女
三
の
宮
の
姿
は
、
ま
だ
ま
だ
可
愛
ら
し
く
、

あ
ど
け
な
い
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
朱
雀
院
は
、
そ
ん
な
女
三
の
宮
の

姿
を
見
る
に
つ
け
て
も
や
は
り
、
し
っ
か
り
と
し
た
婿
（
後
見
役
）

が
必
要
だ
と
考
え
る
。
朱
雀
院
が
女
三
の
宮
を
ど
う
見
て
い
た
か
、

本
文
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。

①　

姫
宮
の
い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
、
若
く
何
心
な
き
御
あ
り
さ

ま
な
る
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
も
」

（
二
七
頁
）

②　
「
見
は
や
し
た
て
ま
つ
り
、
か
つ
は
ま
た
片
生
ひ
な
ら
ん
こ

と
を
ば
見
隠
し
教
へ
き
こ
え
つ
べ
か
ら
む
人
の
う
し
ろ
や
す
か

ら
む
に
、
預
け
き
こ
え
ば
や
」 

（
二
七
頁
）

③　
「
姫
宮
は
、
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
つ
か
な
く
心
も
と
な
く
の
み

見
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
は
、
仕
う
ま
つ
る
限
り

こ
そ
は
べ
ら
め
。」 

（
三
二
頁
）

④　
「
…
…
思
ふ
心
よ
り
外
に
人
に
も
見
え
、
宿
世
の
ほ
ど
定
め

ら
れ
む
な
む
、
い
と
軽
々
し
く
、
身
の
も
て
な
し
あ
り
さ
ま
推

し
は
か
ら
る
る
こ
と
な
る
を
。
こ
れ
か
れ
の
心
に
ま
か
せ
て
も

て
な
し
き
こ
ゆ
る
、
さ
や
う
な
る
こ
と
の
世
に
漏
り
出
で
む
こ

と
、
い
と
う
き
こ
と
な
り
」」
な
ど
、
見
棄
て
た
て
ま
つ
り
た

ま
は
む
後
の
世
を
う
し
ろ
め
た
げ
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ

れ
ば
、
い
よ
い
よ
わ
づ
ら
は
し
く
思
ひ
あ
へ
り
。 

（
二
七
頁
）

⑤ 　

さ
れ
ど
、
あ
は
れ
に
う
し
ろ
め
た
く
、
幼
く
お
は
す
る
を
思

ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
け
り
。

 

　

紫
の
上
に
も
、
御
消
息
こ
と
に
あ
り
。「
幼
き
人
の
、
心
地

な
き
さ
ま
に
て
移
ろ
ひ
も
の
す
ら
ん
を
、
罪
な
く
思
し
ゆ
る
し

て
、
後
見
た
ま
へ
」 

（
七
五
頁
）

⑥　

院
御
覧
じ
て
、
何
ご
と
も
い
と
恥
づ
か
し
げ
な
め
る
あ
た
り

に
、
い
は
け
な
く
て
見
え
た
ま
ふ
ら
む
こ
と
い
と
心
苦
し
う
思

し
た
り
。 

（
七
六
頁
）

⑦　

あ
ま
り
に
何
心
も
な
き
御
あ
り
さ
ま
を
見
あ
ら
は
さ
れ
む

も
、
恥
づ
か
し
く
あ
ぢ
き
な
け
れ
ど
、
さ
の
た
ま
は
ん
を
心
隔

て
む
も
あ
い
な
し
と
思
す
あ
り
け
り
。 

（
八
八
頁
）

一
方
、
光
源
氏
は
、
女
三
の
宮
に
対
し
て
、

　

①　

姫
宮
は
、
げ
に
ま
だ
い
と
小
さ
く
片
な
り
に
お
は
す
る
中
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に
も
、
い
と
い
は
け
な
き
気
色
し
て
、
ひ
た
み
ち
に
若
び
た
ま

へ
り
。
か
の
紫
の
う
か
り
尋
ね
と
り
た
ま
へ
り
し
を
り
思
し
出

づ
る
に
、
か
れ
は
さ
れ
て
言
ふ
か
ひ
あ
り
し
を
、
こ
れ
は
い
と

い
は
け
な
く
の
み
見
え
た
ま
へ
ば
、 

（
六
三
頁
）

②　

い
と
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
乳
母
た
ち
近
く
さ

ぶ
ら
ひ
け
り
。 

（
六
八
～
六
九
頁
）

③　

女
宮
は
、
い
と
ら
う
た
げ
に
幼
き
さ
ま
に
て
、
御
し
つ
ら
ひ

な
ど
の
こ
と
ご
と
し
く
、
よ
だ
け
く
、
う
る
は
し
き
に
、
み
づ

か
ら
は
何
心
も
な
く
も
の
は
か
な
き
御
ほ
ど
に
て
、
い
と
御
衣

が
ち
に
、
身
も
な
く
あ
え
か
な
り
。
こ
と
に
恥
ぢ
な
ど
も
し
た

ま
は
ず
、
た
だ
児
の
面
嫌
ひ
せ
ぬ
心
地
し
て
、
心
や
す
く
う
つ

く
し
き
さ
ま
し
た
ま
へ
り 

（
七
三
頁
）

④　

た
だ
聞
こ
え
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
な
よ
な
よ
と
な
び
き
た
ま
ひ

て
、
御
答
へ
な
ど
を
も
、
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
る
こ
と
は
、
い
は

け
な
く
う
ち
に
の
た
ま
ひ
出
で
て
、え
見
放
た
ず
見
え
た
ま
ふ
。

 
 

（
七
四
頁
）

⑤　

あ
ま
り
に
何
心
も
な
き
御
あ
り
さ
ま
を
見
あ
ら
は
さ
れ
む

も
、
恥
づ
か
し
く
あ
ぢ
き
な
け
れ
ど
、
さ
の
た
ま
は
ん
を
心
隔

て
む
も
あ
い
な
し
と
思
す
あ
り
け
り
。 

（
八
八
頁
）

⑥　

姫
宮
の
み
ぞ
、同
じ
さ
ま
に
若
く
お
ほ
ど
き
て
お
は
し
ま
す
。

女
御
の
君
は
、
今
は
、
公
ざ
ま
に
思
ひ
放
ち
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、

こ
の
宮
を
ば
い
と
心
苦
し
く
、幼
か
ら
む
御
む
す
め
の
や
う
に
、

思
ひ
は
ぐ
く
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

 
 

（「
若
菜
下
」
四
―
一
七
八
頁
）

⑦　

二
十
一
二
ば
か
り
に
な
り
た
ま
へ
ど
、
な
ほ
い
と
い
み
じ
く

片
な
り
に
き
び
は
な
る
心
地
し
て
、
細
く
あ
え
か
に
う
つ
く
し

く
の
み
見
え
た
ま
ふ
。 

（「
若
菜
下
」
四
―
一
八
四
頁
）

⑧　

宮
も
う
ち
は
へ
て
、
も
の
は
つ
つ
ま
し
く
、
い
と
ほ
し
と
の

み
思
し
嘆
く
け
に
や
あ
ら
む
、月
多
く
重
な
り
た
ま
ふ
ま
ま
に
、

い
と
苦
し
げ
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
院
は
、
心
憂
し
と
思
ひ
き
こ

え
た
ま
ふ
方
こ
そ
あ
れ
、
い
と
ら
う
た
げ
に
あ
え
か
な
る
さ
ま

し
て
、
か
く
な
や
み
わ
た
り
た
ま
ふ
を
、
い
か
に
お
は
せ
む
と

嘆
か
し
く
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
し
嘆
く
。

 
 

（「
若
菜
下
」
四
―
二
六
六
～
七
頁
）

⑨　

い
と
い
た
う
青
み
痩
せ
て
、
あ
さ
ま
し
う
は
か
な
げ
に
て
う

ち
臥
し
た
ま
へ
る
御
さ
ま
、
お
ほ
ど
き
う
つ
く
し
げ
な
れ
ば
、

い
み
じ
き
過
ち
あ
り
と
も
、
心
弱
く
ゆ
る
し
つ
べ
き
御
あ
り
さ

ま
か
な
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。 （「
柏
木
」四
―
三
〇
三
頁
）

さ
ら
に
、
紫
の
上
の
目
に
映
っ
た
女
三
の
宮
は
、
こ
う
描
か
れ
る
。

①　

御
手
、
げ
に
い
と
若
く
幼
げ
な
り
。
さ
ば
か
り
の
ほ
ど
に
な

り
ぬ
る
人
は
い
と
か
く
は
お
は
せ
ぬ
も
の
を
と
目
と
ま
れ
ど
、

見
ぬ
や
う
に
紛
ら
は
し
て
や
み
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
七
二
頁
）

②　

い
と
幼
げ
に
の
み
見
え
た
ま
へ
ば
心
や
す
く
て
、
お
と
な
お

と
な
し
く
親
め
き
た
る
さ
ま
に
、
昔
の
御
筋
を
も
尋
ね
き
こ
え
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た
ま
ふ
。 

（
九
〇
頁
）

③　

背
き
た
ま
ひ
に
し
上
の
御
心
向
け
も
、
た
だ
か
く
な
む
御
心

隔
て
き
こ
え
た
ま
は
ず
、ま
だ
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
を
も
、

は
ぐ
く
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
べ
く
ぞ
は
べ
め
り
し
。

 
 

（
九
一
頁
）

夕
霧
は
女
三
の
宮
の
「
立
ち
姿
」
を
見
て
し
ま
っ
た
ひ
と
り
で
あ
り
、

光
源
氏
の
前
に
朱
雀
院
か
ら
宮
の
降
嫁
を
打
診
さ
れ
て
い
た
人
物
で

も
あ
る
。
夕
霧
は
野
分
の
巻
で
紫
の
上
の
姿
も
垣
間
見
て
お
り
、
そ

の
姿
と
女
三
の
宮
と
比
較
し
て
い
る
。
夕
霧
は
女
三
の
宮
と
そ
の
周

り
の
女
房
た
ち
を
見
て
、

①　

お
の
づ
か
ら
御
け
は
ひ
あ
り
さ
ま
も
見
聞
き
た
ま
ふ
に
、
い

と
若
く
お
ほ
ど
き
た
ま
へ
る
一
筋
に
て
、
上
の
儀
式
は
い
か
め

し
く
、
世
の
例
に
し
つ
ば
か
り
も
て
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た

ま
へ
れ
ど
、
を
さ
を
さ
け
ざ
や
か
に
も
の
深
く
は
見
え
ず
、
女

房
な
ど
も
、
お
と
な
お
と
な
し
き
は
少
な
く
、
若
や
か
な
る
容

貌
人
の
ひ
た
ぶ
る
に
う
ち
は
な
や
ぎ
さ
れ
ば
め
る
は
い
と
多

く
、
数
知
ら
ぬ
ま
で
集
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
つ
つ
、
も
の
思
ひ
な
げ
な

る
御
あ
た
り
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
何
ご
と
も
の
ど
や
か
に
心
し

づ
め
た
る
は
、 

（
一
三
三
頁
）

②　

大
将
は
、
心
知
り
に
、
あ
や
し
か
り
つ
る
御
簾
の
透
影
思
ひ

出
づ
る
こ
と
や
あ
ら
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
。
い
と
端
近
な
り
つ
る

あ
り
さ
ま
を
、
か
つ
は
軽
々
し
と
思
ふ
ら
む
か
し
、
い
で
や
、

こ
な
た
の
御
あ
り
さ
ま
の
さ
は
あ
る
ま
じ
か
め
る
も
の
を
と
思

ふ
に
、
か
か
れ
ば
こ
そ
世
の
お
ぼ
え
の
ほ
ど
よ
り
は
、
内
々
の

御
心
ざ
し
ぬ
る
き
や
う
に
は
あ
り
け
れ
と
思
ひ
あ
は
せ
て
、
な

ほ
内
外
の
用
意
多
か
ら
ず
い
は
け
な
き
は
、
ら
う
た
き
や
う
な

れ
ど
う
し
ろ
め
ら
き
や
う
な
り
や
と
思
ひ
お
と
さ
る
。

 
 

（
一
四
三
～
一
四
四
頁
）

一
度
は
、
自
分
に
降
嫁
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
姫
君
で
あ
る
。

夕
霧
も
気
に
な
り
用
事
に
託
け
て
六
条
院
を
訪
れ
る
。
そ
れ
で
聞
こ

え
て
く
る
の
は
世
間
で
名
高
い
女
三
の
宮
の
高
貴
さ
で
は
な
く
、
若

く
華
や
か
な
女
房
た
ち
に
囲
ま
れ
、
軽
は
ず
み
な
態
度
を
取
る
女
三

の
宮
の
姿
で
あ
っ
た
。
垣
間
見
た
紫
の
上
の
姿
と
比
較
し
、
紫
の
上

な
ら
あ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
え
ば
、
女
三
の
宮
を
軽
ん

じ
る
光
源
氏
の
姿
も
納
得
で
あ
っ
た
。

　
「
若
菜
上
・
下
」
巻
で
、
女
三
の
宮
に
対
す
る
好
意
的
な
見
方
は
、

そ
の
「
立
ち
姿
」
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
柏
木
の
目
か

ら
見
た
女
三
の
宮
の
姿
で
あ
ろ
う
。
女
三
の
宮
に
恋
心
を
寄
せ
て
い

た
柏
木
の
目
に
は
、
女
三
の
宮
の
欠
点
は
映
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
垣

間
見
た
喜
び
に
よ
り
、
そ
の
姿
が
一
層
神
秘
的
な
も
の
と
し
て
偶
像

化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
柏
木
の
例
を
除
く
と
、
女

三
の
宮
に
対
す
る
印
象
を
人
物
ご
と
に
見
て
き
た
が
、
全
体
的
に
見

て
も
、「
い
は
け
な
し
」「
幼
し
」「
何
心
な
し
」「
も
の
深
く
は
見
え

ず
」「
至
り
少
な
く
」「
う
し
ろ
め
た
し
」
な
ど
の
表
現
が
多
く
使
わ
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れ
、
容
姿
面
で
も
「
片
な
り
」「
う
つ
く
し
」
な
ど
の
表
現
が
使
わ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
年
齢
や
身
分
に
釣
り
合
わ
な
い
ほ
ど
の
性
格

の
未
熟
さ
が
各
所
で
書
か
れ
、
幼
稚
な
内
親
王
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
性
格
は
大
人
に
な
っ
て
も
変

わ
る
こ
と
が
な
い
。息
子
で
あ
る
薫
の
目
か
ら
見
て
も
そ
の
姿
は「
い

と
何
心
な
く
」
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六　
『
源
氏
物
語
』
女
三
の
宮
の
原
点

　
『
源
氏
物
語
』
の
女
三
の
宮
が
当
該
物
語
内
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

の
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
人
物
造
型
に
は
先
蹤
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
比
較
対
照

し
て
み
た
い
人
物
が
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
女
一
の
宮
で
あ
る
。

　

二
人
に
は
共
通
し
た
「
立
つ
」
場
面
が
あ
っ
た
。
女
三
の
宮
の
場

合
は
、本
稿
の
発
端
と
な
っ
た
若
菜
上
巻
で
あ
っ
た
。『
う
つ
ほ
物
語
』

の
女
一
の
宮
の
場
合
は
こ
う
だ
っ
た
。

　

鳥
の
舞
を
見
よ
う
と
立
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
仲
忠
が
現
れ
る
。

中
納
言
入
り
お
は
し
て
、
宮
の
鳥
の
舞
見
た
ま
ふ
と
て
、
御
帳

の
柱
を
押
さ
へ
て
立
ち
た
ま
へ
る
を
、「
あ
な
見
苦
し
。
何
ぞ

の
破
れ
子
持
ち
か
も
の
は
見
る
」
と
て
、
引
き
据
ゑ
た
て
ま
つ

り
て
、
…
… 

（「
蔵
開
上
」
二
―
三
七
〇
頁
）

　

一
方
は
蹴
鞠
、
も
う
一
方
は
鳥
の
舞
を
見
る
た
め
に
端
近
に

「
立
」
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
姿
を
男
性
に
見
咎
め
ら
れ
て
い
る
。

他
に
も
二
人
に
は
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
見
い
だ
せ
る
。

①　

女
御
腹
の
皇
女

②　
「
朱
雀
院
」
の
鍾
愛
の
娘

③　

身
代
わ
り
と
し
て
の
結
婚
（
仲
忠
→
あ
て
宮
）（
光
源
氏
→

藤
壺
）

④　

正
妻
と
い
う
地
位

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
見
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
女
三
の
宮
が
『
う

つ
ほ
物
語
』
の
女
一
の
宮
を
先
蹤
と
し
て
造
型
さ
れ
た
人
物
で
あ
る

可
能
性
が
非
常
に
高
い
、
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

二
人
が
「
立
つ
」
場
面
で
違
う
の
は
、
周
囲
の
反
応
で
あ
る
。
女

一
の
宮
の
場
合
、
夫
で
あ
る
仲
忠
が
女
一
の
宮
を
引
っ
張
っ
て
座
ら

せ
て
い
る
が
、
女
三
の
宮
の
場
合
、
夕
霧
が
「
急
き
立
て
」
女
三
の

宮
自
身
が
中
に
入
る
ま
で
、
周
り
の
女
房
た
ち
は
立
っ
て
い
る
こ
と

に
も
気
づ
か
ず
、
ま
た
、
御
簾
が
捲
り
あ
げ
ら
れ
る
不
測
の
事
態
に

騒
ぐ
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
女
三
の
宮
と
周
り
の
女
房
に
対
し
て
、

そ
の
「
若
や
か
な
る
容
貌
人
の
ひ
た
ぶ
る
に
う
ち
は
な
や
ぎ
さ
れ
ば

め
る
」
女
房
た
ち
が
多
い
こ
と
を
夕
霧
は
不
安
に
思
っ
て
い
た
し
、

朱
雀
院
も
乳
母
た
ち
も
し
き
り
に
女
三
の
宮
の
「
幼
さ
」
を
心
配
す

る
様
子
も
繰
り
返
し
書
か
れ
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
共
通
点
に
挙
げ
た
④
で
は
、
結
婚
後
に
そ
の
違
い

が
見
ら
れ
る
。
光
源
氏
は
、
朱
雀
院
の
手
前
女
三
の
宮
を
正
妻
と
し
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て
遇
し
な
が
ら
も
、
心
の
内
で
は
紫
の
上
と
比
較
し
な
が
ら
失
望
を

覚
え
、「
ゆ
か
り
」
像
か
ら
脱
落
さ
せ
た
。
し
か
し
、
女
一
の
宮
は
、

長
年
あ
て
宮
に
心
を
寄
せ
て
い
た
仲
忠
は
結
婚
生
活
の
中
で
、
次
第

に
女
一
の
宮
へ
と
心
を
移
し
て
い
き
、「
身
代
わ
り
」
か
ら
の
脱
出

を
果
し
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
の
二
人
の
違
い
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
二
人
の
違
い
は
、
そ
の
養
育
環
境
の
違
い
に
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。
女
一
の
宮
の
母
親
、
仁
寿
殿
の
女
御
は
ま
だ
存
命
で

あ
り
、
右
大
臣
一
族
に
よ
っ
て
多
く
の
女
房
を
つ
け
ら
れ
、
養
育
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
女
三
の
宮
は
、
母
親
の
死
後
も
朱
雀
院
に
養

育
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
母
方
の
親
族
は
い
な
い
の
だ

ろ
う
。
朱
雀
院
は
多
く
の
女
房
た
ち
を
つ
け
て
養
育
さ
せ
て
い
た
の

だ
ろ
う
が
、
朱
雀
院
は
こ
れ
ま
で
の
反
応
か
ら
見
て
、
始
め
は
女
三

の
宮
を
降
嫁
さ
せ
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
女
性
が
身
に

着
け
る
べ
き
教
養
の
欠
如
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
女
一
の
宮
は

祖
父
に
よ
っ
て
将
来
の
東
宮
妃
候
補
で
あ
る
あ
て
宮
と
と
も
に
養
育

さ
れ
、
母
親
も
と
も
に
住
ん
で
い
た
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
大
宮

と
正
頼
の
例
を
見
て
も
、
皇
女
の
結
婚
は
避
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。
女
一
の
宮
も
大
宮
同
様
に
、
将
来
は
有
力
な
貴
族
に
降

嫁
す
る
た
め
に
養
育
さ
れ
た
と
も
推
察
で
き
る
。

　
『
養
老
律
令
』
に
よ
る
と
、
内
親
王
が
持
つ
乳
母
の
数
は
三
人
ま

で
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
女
一
の
宮
の
場
合
は
不
明
だ
が
、
女
三
の

宮
の
場
合
は
三
人
の
乳
母
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
左
中
弁
の
妹
、

小
侍
従
の
母
、
弁
の
尼
で
あ
る
。
乳
母
と
養
子
と
い
う
の
は
特
別
な

関
係
で
あ
り
、
時
に
は
自
分
の
母
以
上
の
存
在
で
あ
っ
た
。
吉
海
直

人
氏
は
『
源
氏
物
語
の
乳
母
学
―
乳
母
の
い
る
風
景
を
読
む
』
に
お

い
て
乳
母
の
重
要
性
に
つ
い
て
、

も
と
も
と
上
流
階
級
の
場
合
、
父
親
は
元
服
以
前
の
子
供
の
養

育
に
は
ほ
と
ん
ど
関
与
し
な
い
の
だ
し
（
通
い
婚
）、
肝
心
の

母
親
に
し
て
も
授
乳
を
含
め
て
子
供
の
養
育
に
は
一
切
か
か
わ

ら
ず
、
全
て
を
乳
母
達
に
任
せ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
当
時
の
衛
生
・
医
療
事
情
か
ら
し
て
、
出
産
に
よ
る
母

親
の
死
亡
率
は
極
め
て
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
必
然
的
に

母
親
の
手
を
借
り
な
く
て
も
子
供
の
養
育
が
可
能
な
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
は
確
率
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
う
な
る
と
、
た
と
え
孤
児
あ
る
い
は
片
親
で
あ
っ
て
も
、

し
っ
か
り
し
た
後
見
人
や
乳
母
が
居
る
場
合
は
、
子
供
に
と
っ

て
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
致
命
的
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

（
４
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
「
し
っ
か
り
と
し
た
乳
母
」
の
不
在

は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、『
狭
衣
物
語
』
の
今
姫
君
で
あ
る
。
今
姫
君
は
母
と
乳

母
を
早
く
に
亡
く
し
、
洞
院
の
上
に
引
き
取
ら
れ
る
。
洞
院
の
上
は

三
人
い
る
堀
川
の
大
臣
の
妻
の
中
で
最
年
長
で
あ
る
が
、
他
の
北
の

方
と
は
違
い
、
子
ど
も
に
も
恵
ま
れ
ず
、
源
氏
の
宮
の
よ
う
な
養
女
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を
迎
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
「
后
の
宮
に
あ
り
け
る
伯

督
の
女
」
が
貧
し
い
生
活
を
し
て
い
た
の
で
「
つ
れ
づ
れ
の
慰
め
」

に
し
よ
う
と
養
女
と
し
て
迎
え
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
今
姫

君
は
二
〇
歳
、
世
間
で
は
堀
川
の
大
臣
の
娘
と
も
噂
さ
れ
、
容
貌
は

「
お
ほ
ら
か
に
こ
ま
か
に
」
で
、
人
柄
は
「
児
め
か
し
き
さ
ま
」
な

の
で
、
洞
院
の
上
は
、
長
年
の
願
い
が
叶
っ
た
と
し
て
喜
ぶ
。

　

こ
の
君
は
、
年
に
な
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ど
、
御
心
ば
へ
は
、

あ
ま
り
お
ぼ
め
き
す
ぎ
て
、
心
幼
く
、
も
の
は
か
な
げ
に
お
は

し
け
る
。
限
り
な
く
思
ひ
か
し
づ
き
け
る
御
目
に
だ
に
、
う
し

ろ
め
た
う
、
心
苦
し
き
こ
と
を
、
明
け
暮
れ
嘆
き
け
る
に
、
母

に
も
乳
母
に
も
、
う
ち
続
き
後
れ
た
ま
ひ
て
、
い
と
ど
思
ひ
や

る
片
な
う
ほ
れ
ぼ
れ
し
き
に
、に
は
か
に
知
ら
ぬ
所
に
渡
り
て
、

あ
り
つ
か
ず
、
は
な
ば
な
と
も
て
か
し
づ
か
せ
た
ま
へ
る
あ
り

さ
ま
の
、
我
は
我
と
も
お
ぼ
え
ず
、
…
…

 

（「
巻
一
」
一
―
一
〇
一
頁
）

　

し
か
し
、今
姫
君
は
、洞
院
の
上
に
ど
ん
な
に
、「
か
し
づ
か
」
れ
、

「
は
な
ば
な
と
」
大
切
に
育
て
ら
れ
よ
う
と
、「
お
ぼ
め
き
」「
心
幼

く
」、「
は
か
な
げ
」
な
今
姫
君
の
性
格
は
、
洞
院
の
上
の
華
や
か
な

生
活
ぶ
り
や
、
そ
の
性
格
に
順
応
す
る
こ
と
が
出
来
ず
苦
し
む
。
そ

ん
な
今
姫
君
を
こ
れ
ま
で
育
て
て
い
た
の
が
、
母
代
で
あ
る
。
こ
の

女
性
は
今
姫
君
の
母
の
遠
縁
で
あ
る
が
、
貴
族
の
女
性
と
し
て
の
嗜

み
は
ま
っ
た
く
身
に
つ
い
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
ん
な
母
代
に
育
て

ら
れ
た
今
姫
君
が
優
れ
た
女
性
の
は
ず
も
な
く
、
ま
る
で
『
源
氏
物

語
』
の
近
江
の
君
の
よ
う
な
女
性
で
あ
る
。
例
え
ば
、
字
数
の
合
わ

な
い
歌
を
母
代
に
言
わ
れ
る
ま
ま
に
狭
衣
の
君
に
詠
み
か
け
、
琵
琶

を
弾
き
な
が
ら
「
い
た
ち
笛
吹
く
、
猿
奏
づ
」
と
う
た
い
、
母
代
も

「
い
な
ご
ま
ち
は
拍
子
う
ち
、
き
り
ぎ
り
す
は
」
と
唱
和
し
た
り
と
、

狭
衣
の
君
の
失
笑
を
買
う
。
し
か
し
、
今
姫
君
が
「
立
つ
」
場
面
で

は
、
意
外
と
そ
の
評
価
は
悪
く
な
い
。

几
帳
ど
も
も
倒
れ
な
ど
し
て
、
も
の
騒
が
し
け
れ
ば
、
つ
く
づ

く
と
見
入
れ
て
、
と
み
に
入
り
た
ま
は
ぬ
に
、
姫
君
も
端
つ
方

に
お
は
し
け
る
な
る
べ
し
、
今
ぞ
立
ち
て
入
り
た
ま
ふ
。

　

色
々
ど
も
に
、
濃
き
擣
ち
た
る
桜
の
小
袿
着
た
ま
へ
る
う
し

ろ
で
を
か
し
く
、
髪
は
少
し
色
に
て
、
さ
は
ら
か
な
る
下
が
り

ば
な
ど
あ
て
や
か
に
て
、
小
袿
と
等
し
う
ぞ
見
ゆ
る
。
う
ち
見

返
り
て
、
顔
は
赤
う
な
り
な
が
ら
、
と
み
に
居
ず
、
あ
き
れ
た

れ
ど
、
さ
る
方
に
て
う
つ
く
し
げ
な
る
さ
ま
ぞ
し
た
ま
へ
る
。

 

（「
巻
三
」
二
―
四
〇
～
四
一
頁
）

　

狭
衣
の
君
が
今
姫
君
の
元
を
訪
れ
る
と
、
几
帳
が
倒
れ
、
そ
れ
を

直
す
は
ず
の
女
房
た
ち
も
共
に
倒
れ
て
し
ま
う
。
端
近
く
に
座
っ
て

い
た
今
姫
君
は
、
狭
衣
に
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
よ
う
や

く
奥
へ
と
入
っ
て
い
く
。そ
の
間
も
今
姫
君
は
立
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

し
か
し
、
狭
衣
の
君
は
、
今
姫
君
の
育
ち
な
ら
ば
し
ょ
う
が
な
い
と

一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
や
は
り
問
題
な
の
は
、
こ
の
母
代
と
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い
う
人
物
な
の
で
あ
る
。
母
代
は
、
物
語
中
三
度
「
立
ち
走
る
」
人

物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
入
内
予
定
の
今
姫
君
の
元
に
宰
相
中
将
が
忍

び
入
る
の
を
見
つ
け
た
場
面
で
、「「
し
ば
し
。
逃
が
し
や
り
た
ま
ふ

な
、
人
々
。
ま
づ
上
の
御
前
に
申
さ
ん
」
と
て
、
立
ち
走
り
行
く
足

音
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
。」（「
巻
三
」
二
―
六
八
頁
）
更
に
続
け
て
、

ま
た
「
立
ち
走
り
、
ま
た
、
君
の
臥
し
た
ま
へ
る
か
た
は
ら
に
来
て
、

床
よ
り
引
き
下
ろ
し
つ
つ
、」（「
巻
」三
七
〇
頁
）最
後
に
も
う
一
度
、

「
せ
ち
に
心
地
の
お
ぼ
え
て
、ま
た
、立
ち
走
り
、北
面
に
行
き
て
、「
誰

も
誰
も
、
む
げ
に
け
し
き
知
る
人
な
く
て
、
入
り
来
る
人
あ
ら
じ
。」

（「
巻
三
」
七
二
頁
）
こ
の
よ
う
に
六
八
～
七
二
頁
に
か
け
て
繰
り
返

し
三
度「
立
ち
走
」る
様
が
書
か
れ
る
。「
走
る
」と
い
う
の
は
、「
立
つ
」

動
作
以
上
に
平
安
時
代
、醜
い
行
為
と
さ
れ
て
い
た
。「
立
ち
走
」り
、

詰
問
す
る
母
代
に
耐
え
ら
れ
ず
、
今
姫
君
泣
き
な
が
ら
髪
を
切
り
落

と
す
。
一
連
の
出
来
事
を
聞
い
た
堀
川
の
大
臣
は
笑
い
、
洞
院
の
大

臣
は
そ
の
よ
う
な
二
人
を
邸
へ
迎
え
入
れ
入
内
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ

と
が
情
け
な
く
、
恥
ず
か
し
く
て
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。
今
姫

君
の
一
連
の
悲
劇
な
母
と
乳
母
、
特
に
乳
母
の
不
在
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
乳
母
が
近
く
に
い
れ
ば
、
お
そ
ら
く
今
姫
君
は
普
通

の
姫
君
と
し
て
教
養
を
与
え
ら
れ
、
し
か
る
べ
き
時
に
し
か
る
べ
き

相
手
と
の
結
婚
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
実
際
に
は
乳
母

は
亡
く
な
り
、
母
代
の
身
の
丈
に
合
わ
な
い
い
上
昇
志
向
の
犠
牲
者

と
な
っ
た
。

　

乳
母
と
い
う
の
は
養
子
に
と
っ
て
両
親
以
上
の
影
響
力
を
持
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
も
光
源
氏
は
乳
母
の
見
舞
い
を

行
っ
て
い
る
し
、現
実
世
界
で
も
紫
式
部
の
娘
で
あ
る
藤
原
賢
子
は
、

後
冷
泉
天
皇
に
乳
母
と
し
て
仕
え
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
影
響
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
女
三
の
宮
の
乳
母
子
と
女
三
の
宮

の
性
格
の
関
連
に
つ
い
て
は
、清
水
好
子
氏
が
『
源
氏
物
語
の
女
君
』

に
、

女
三
宮
と
、
柏
木
の
密
通
事
件
も
両
方
の
乳
人
子
が
通
じ
合
っ

て
、
恋
文
の
取
り
次
ぎ
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
女
三
宮
方
の
乳

人
子
が
思
慮
が
な
く
て
、
柏
木
を
あ
ま
り
に
内
親
王
の
お
側
近

く
案
内
し
た
た
め
に
、
男
の
思
わ
ざ
る
激
情
を
刺
激
し
、
不
幸

が
起
こ
っ
た
と
い
う
風
に
こ
と
を
運
ん
で
あ
る
。
女
三
宮
の
乳

人
子
が
そ
う
だ
か
ら
乳
人
の
教
育
よ
ろ
し
か
ら
ず
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
女
三
宮
の
未
熟
さ
や
い
た
ら
な
さ
を
も
納
得
さ
せ
て

く
れ
る
。

（
５
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
三
の
宮
の
乳
母
た
ち
の
い

た
ら
な
さ
が
女
三
の
宮
と「
立
つ
」女
性
と
し
て
育
て
、周
囲
か
ら「
い

は
け
な
」
く
、
幼
い
内
親
王
と
し
て
侮
ら
れ
る
性
格
が
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
女
三
の
宮
と
し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
る
の
が
紫
の

上
で
あ
る
。
女
三
の
宮
は
紫
の
上
と
比
べ
る
と
軽
々
し
く
慎
み
が
な

い
と
批
判
さ
れ
る
。
年
齢
に
似
合
わ
な
い
「
幼
さ
」
に
よ
っ
て
、
貶
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め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
紫
の
上
の
登
場
巻
「
若
紫
」
を
見
る
と
、
幼

少
期
の
紫
の
上
に
対
し
て
も
「
ら
う
た
し
」「
い
は
け
な
し
」
と
い

う
語
を
多
く
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
紫
の
上
の
登
場
場

面
が
、「
立
ち
」
姿
で
あ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

十
ば
か
り
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど
の
萎
え

た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ
る
子
ど
も
に
似

る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
ひ
先
見
え
て
う
つ
く
げ
な
る

容
貌
な
り
。
髪
は
扇
を
ひ
ろ
げ
た
や
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
、

顔
は
い
と
赤
く
す
り
な
し
て
立
て
り
。

 
（「
若
紫
」
一
―
二
〇
五
頁
）

　

こ
の
時
の
紫
の
上
は
、
ま
だ
裳
着
前
の
子
ど
も
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、「
立
ち
」
姿
は
と
く
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
が
、
紫
の
上
の
祖

母
で
あ
る
尼
は
、
紫
の
上
の
幼
さ
に
対
し
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
泣

き
な
が
ら
走
り
寄
っ
て
き
た
紫
の
上
を
尼
は
「
つ
ゐ
た
り
」
て
話
を

聞
か
せ
る
。
つ
ま
り
、
立
っ
て
い
た
紫
の
上
を
「
座
ら
せ
て
」
か
ら

話
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
今
は
亡
き
、
娘
（
紫
の
上
の

母
）
と
比
較
し
て
、
紫
の
上
の
幼
さ
を
嘆
き
、
自
分
の
亡
き
後
の
去

就
へ
の
心
配
で
あ
っ
た
。
尼
は
、
そ
の
後
亡
く
な
り
、
紫
の
上
は
父

で
あ
る
兵
部
卿
の
宮
に
引
き
取
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
光
源
氏

に
浚
わ
れ
、強
引
に
二
条
院
に
連
れ
て
行
か
れ
る
。
そ
の
場
面
で
も
、

紫
の
上
の
「
幼
さ
」
が
強
調
さ
れ
る
。

　

も
う
一
箇
所
、
紫
の
上
が
立
っ
た
こ
と
を
予
想
で
き
る
場
面
が
あ

る
。
複
合
語
で
あ
っ
た
た
め
に
用
例
に
は
入
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

は
「
紅
葉
賀
」
巻
の
元
旦
の
朝
拝
に
参
内
す
る
前
に
紫
の
上
の
部
屋

を
除
く
場
面
に

人
々
端
に
出
で
て
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
姫
君
も
立
ち
出
で
て
見

た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
雛
の
中
の
源
氏
の
君
つ
く
ろ
ひ
た
て

て
、
内
裏
に
参
ら
せ
な
ど
し
た
ま
ふ
。

 

　
（「
紅
葉
賀
」
一
―
三
二
一
頁
）

女
房
た
ち
の
動
作
が
「
出
で
て
」
と
書
い
て
あ
る
の
に
対
し
、
紫
の

上
の
動
作
は
わ
ざ
わ
ざ
「
立
ち
出
で
」
て
、
と
書
く
の
は
紫
の
上
が

ま
だ
「
立
つ
」
子
供
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
紫
の
上
は
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
養
育
さ
れ
る
中
で
、
少
し
ず

つ
大
人
の
女
性
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
女
三
の
宮
は
裳

着
後
に
そ
の
「
立
ち
」
姿
が
書
か
れ
て
い
る
。
紫
の
上
に
使
わ
れ
て

い
る
形
容
詞
を
見
る
に
、
女
三
の
宮
と
紫
の
上
の
幼
少
期
は
ひ
ど
く

似
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。「
い
は
け
な
し
」「
幼
し
」
と

言
わ
れ
た
二
人
の
性
格
、
そ
の
庇
護
者
、
つ
ま
り
光
源
氏
と
朱
雀
院

の
違
い
に
求
め
る
の
は
少
々
行
き
過
ぎ
た
考
え
方
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
光
源
氏
を
物
語
の
主
人
公
と
し
、
こ
れ
ま
で
幾
度
も
朱
雀

院
は
光
源
氏
の
敗
北
者
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

朱
雀
院
の
娘
で
あ
る
女
三
の
宮
が
光
源
氏
に
養
育
さ
れ
た
紫
の
上
よ

り
も
優
れ
た
存
在
と
し
て
書
か
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
二
人
の
違
い
は
、
父
親
の
存
在
で
あ
る
。
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ど
ち
ら
に
も
確
か
に
父
親
は
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
紫
式
部
の

父
親
兵
部
卿
の
宮
は
、
紫
の
上
に
対
し
て
非
常
に
冷
淡
で
あ
る
。
北

の
方
の
手
前
母
親
が
亡
く
な
っ
て
も
紫
の
上
を
引
き
取
る
こ
と
な

く
、
紫
の
上
が
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
た
後
も
ほ
と
ん
ど
交
流
が
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
女
三
の
宮
と
朱
雀
院
は
、
何
度
も
述
べ
て
い

る
よ
う
に
非
常
に
親
密
で
あ
っ
た
。
女
三
の
宮
は
朱
雀
院
を
頼
み
と

し
て
生
き
、
朱
雀
院
は
そ
ん
な
女
三
の
宮
を
こ
の
上
な
く
溺
愛
し
て

い
る
。
つ
ま
り
女
三
の
宮
は
朱
雀
院
と
い
う
絶
対
的
な
庇
護
者
の
下

に
生
き
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
光
源
氏
の
妻
と
な
っ
て
も
変
わ
る

こ
と
は
な
い
。
朱
雀
院
、
東
宮
と
い
う
二
人
の
庇
護
の
下
、
女
三
の

宮
の
「
い
は
け
な
さ
」
は
今
ま
で
許
容
さ
れ
、
そ
し
て
光
源
氏
か
ら

も
許
容
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。
朱
雀
院
は
女
三
の
宮
の
幼
稚
で
、

深
く
考
え
ず
物
事
を
口
に
出
す
性
格
の
欠
点
を
補
う
た
め
、
地
位
を

与
え
続
け
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
な
庇
護
者
と
自
ら
に
与
え
ら
れ
た

地
位
に
よ
り
女
三
の
宮
は
変
化
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
紫

の
上
は
違
う
。
光
源
氏
は
紫
の
上
を
二
条
院
の
主
人
と
し
て
遇
し
、

大
切
に
育
て
て
い
た
が
、
決
し
て
父
親
で
は
な
い
。
藤
壺
の
変
わ
り

と
し
て
、
将
来
の
自
分
の
妻
と
し
て
、
育
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
紫

の
上
は
光
源
氏
の
望
む
ま
ま
に
美
し
く
、
教
養
深
く
理
想
の
女
性
と

し
て
成
長
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
紫
の
上
の
意
志
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
藤
壺
の
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
し
て
引
き
取
ら
れ
た
紫
の
上
が

光
源
氏
の
望
み
に
反
し
て
成
長
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
紫
の
上
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
考
え
が
あ
っ
た

か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、「
い
は
け
な
」
い
少
女
だ
っ
た
紫
の

上
が
光
源
氏
の
思
う
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
た
の
は
、
そ
う
光
源
氏
に

求
め
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
父
親
と
言
う
絶
対
的
な
庇

護
者
の
い
な
い
紫
の
上
は
、
光
源
氏
の
求
め
る
ま
ま
に
、
光
源
氏
に

愛
さ
れ
る
た
め
に
自
分
の
内
面
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

七　

お
わ
り
に

　

女
三
の
宮
が
産
み
落
と
し
た
薫
の
存
在
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
自

分
の
過
去
の
過
ち
を
思
い
起
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
に
女
三
の
宮
は
形

成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』

本
文
中
で
は
、
柏
木
と
の
密
通
の
気
付
い
た
光
源
氏
が
、
今
は
亡
き

父
に
対
し
て
、

故
院
の
上
も
、
か
く
、
御
心
に
は
知
ろ
し
め
し
て
や
、
知
ら
ず

顔
を
つ
く
ら
せ
た
ま
ひ
け
む
、
と
思
へ
ば
、
そ
の
世
の
こ
と
こ

そ
は
、
い
と
恐
ろ
し
く
あ
る
ま
い
き
過
ち
な
り
け
れ
、
と
近
き

例
を
思
に
ぞ
、
恋
の
山
路
は
え
も
ど
く
ま
じ
き
御
心
ま
じ
り
け

る
。 

（「
若
菜
下
」
四
―
二
五
五
頁
）

と
、
回
想
し
て
お
り
、
更
に
女
三
の
宮
が
出
産
し
た
時
に
は
、

さ
て
も
あ
や
し
や
、
わ
が
世
と
と
も
に
恐
ろ
し
と
思
ひ
し
事
の
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報
い
な
め
り
、
こ
の
世
に
て
、
か
く
思
ひ
か
け
ぬ
こ
と
に
む
か

は
り
ぬ
れ
ば
、
後
の
世
の
罪
も
す
こ
し
軽
み
な
ん
や
、
と
思
す
。

 

（「
柏
木
」
四
―
二
九
九
頁
）

と
光
源
氏
の
心
中
が
書
か
れ
て
い
る
。「
恐
ろ
し
と
思
ひ
し
事
」と
は
、

藤
壺
と
の
不
義
密
通
の
こ
と
で
あ
り
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
不
義
密

通
は
そ
の
「
報
い
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
契
機
と

な
っ
た
の
は
女
三
の
宮
の
「
立
ち
」
姿
で
あ
る
。
柏
木
と
女
三
の
宮

が
不
義
密
通
を
犯
す
た
め
に
姿
を
見
ら
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
ら

ば
、
何
も
「
立
ち
」
姿
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
例
え
ば
「
野
分
」
巻

で
夕
霧
が
垣
間
見
た
紫
の
上
は
き
ち
ん
と
座
っ
て
い
た
。
や
は
り
、

女
三
の
宮
の
姿
が
「
立
ち
」
姿
で
書
か
れ
る
の
に
は
何
か
理
由
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。　

　
「
立
つ
」
動
作
が
女
性
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
理
由

は
様
々
で
あ
っ
た
。
時
に
は
「
ゐ
ざ
る
」
女
性
と
比
較
し
、
そ
の
明

る
く
快
活
な
性
格
を
表
し
、
時
に
は
性
格
の
醜
さ
を
際
立
た
せ
る
。

そ
し
て
、
女
三
の
宮
は
そ
の
幼
い
性
格
を
表
す
象
徴
的
な
動
作
と
し

て
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
い
は
け
な
し
」「
幼
し
」
と
語
ら

れ
る
性
格
は
、
周
り
か
ら
容
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
生
ま
れ
な

が
ら
「
き
よ
ら
な
る
」
な
美
し
さ
を
持
ち
、
不
憫
な
身
の
上
で
あ
っ

た
女
三
の
宮
は
、
朱
雀
院
の
父
性
を
掻
き
立
て
る
。
ど
ん
な
に
そ
の

性
格
に
欠
点
が
あ
ろ
う
と
、
朱
雀
院
は
無
理
に
矯
正
さ
せ
よ
う
と
は

せ
ず
、
そ
れ
を
補
っ
て
く
れ
る
人
物
を
求
め
た
。
そ
し
て
朱
雀
院
自

身
も
女
三
の
宮
の
欠
点
を
地
位
に
よ
り
補
お
う
と
し
た
。
む
し
ろ
朱

雀
院
に
と
っ
て
女
三
の
宮
の
可
愛
ら
し
い
子
ど
も
っ
ぽ
さ
は
、
女
三

の
宮
の
魅
力
の
一
つ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
女
三
の
宮
自
身
が

動
か
な
く
と
も
、
朱
雀
院
は
女
三
の
宮
の
為
に
動
い
て
く
れ
る
。
彼

女
は
そ
こ
に
存
在
す
る
だ
け
幸
せ
に
な
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

後
宮
と
言
う
保
護
下
を
離
れ
る
と
、
六
条
院
の
中
で
は
そ
の
幼
さ
は

仇
と
な
っ
た
。

　

女
三
の
宮
は
そ
の
幼
さ
故
に
「
立
ち
」、
そ
の
姿
を
柏
木
と
夕
霧

に
見
ら
れ
て
し
ま
う
。そ
れ
は
女
三
の
宮
の
悲
劇
の
始
ま
り
で
あ
る
。

柏
木
と
密
通
が
光
源
氏
に
知
ら
れ
、
自
身
は
懐
妊
し
て
し
ま
う
。
そ

の
幼
さ
故
に
彼
女
は
光
源
氏
に
取
り
繕
う
こ
と
も
、
ご
ま
か
す
こ
と

も
で
き
な
い
。
彼
女
は
た
だ
泣
く
ば
か
り
、
い
つ
も
は
朱
雀
院
が
良

い
よ
う
に
計
ら
っ
て
く
れ
て
い
た
た
め
、
彼
女
が
考
え
、
行
動
す
る

必
要
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
幼
さ
こ
そ
、
女
三
の
宮
が
唯
一
持

つ
個
性
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。こ
の
個
性
は
朱
雀
院
に
よ
り
守
ら
れ
、

乳
母
た
ち
に
よ
り
育
て
ら
れ
た
。彼
女
た
ち
も
ま
た
朱
雀
院
と
同
様
、

女
三
の
宮
を
彼
女
が
思
う
ま
ま
に
育
て
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

　

多
く
の
女
性
た
ち
が
登
場
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
女
三
の

宮
は
唯
一
光
源
氏
を
振
り
回
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
紫
の
上
を
始
め

多
く
の
女
性
た
ち
が
光
源
氏
へ
の
思
慕
と
、
他
の
女
性
た
ち
へ
の
嫉

妬
に
苛
ま
れ
る
中
、
女
三
の
宮
は
光
源
氏
を
終
ぞ
愛
す
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
い
や
女
三
の
宮
は
そ
の
感
情
が
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
る
こ
と
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の
な
い
、
人
形
の
よ
う
な
女
性
で
あ
る
。
唯
一
慕
っ
た
の
は
父
で
あ

る
朱
雀
院
だ
け
、
自
分
を
恋
死
に
す
る
ま
で
愛
し
た
柏
木
に
も
、
そ

の
思
い
を
返
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
え
主
人
公
光
源
氏
で
あ
っ
て

も
彼
女
の
本
質
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
女
は
朱
雀
院

の
鍾
愛
の
皇
女
と
し
て
生
ま
れ
そ
の
庇
護
下
の
も
と
で
生
き
続
け
る

永
遠
の
子
ど
も
の
よ
う
な
女
性
な
の
で
あ
る
。
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付
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。
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