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第
一
講
・「
文
学
」
と
「
効
用
」
の
問
題

　
　
　

口
上

　
　

一　

孝
標
女
に
お
け
る
「
影
響
」
の
か
た
ち

　
　

二　
「
文
学
」
に
お
け
る
「
効
用
」
の
問
題

　
　

三　
『
源
氏
物
語
』
の
「
効
用
」  

（
以
上
、
本
誌
第
82
号
）

第
二
講
・
紫
式
部
と
孝
標
女
の
距
離

　
　

一　

平
安
中
期
女
性
作
家
関
係
系
図

　
　

二　

関
係
系
図
を
読
む

　
　

三　
「
中
の
君
」
の
物
語   

 （
以
上
、
本
誌
第
84
号
）

第
三
講
・
藤
原
定
家
と
い
う
存
在

　
　

一　
『
源
氏
物
語
』
の
場
合

　
　

二　
『
狭
衣
物
語
』
の
場
合

　
　

三　

そ
の
他
、
平
安
時
代
成
立
の
作
品
の
場
合

　
　

四  「
藤
原
定
家
」
と
い
う
存
在  

（
以
上
、
本
誌
第
87
号
）

一　
「
第
四
講
」
の
位
置
づ
け

 　

本
稿
は
連
載
の
第
四
回
目
な
の
で
表
題
の
ご
と
く
に
な
る
が
、
実

際
の
「
講
義
」
の
展
開
と
し
て
は
、

第
四
講
・『
無
名
草
子
』
と
『
狭
衣
物
語
』

第
五
講
・『
狭
衣
物
語
』
の
話
型

第
六
講
・
寝
覚
学
入
門

第
七
講
・『
夜
の
寝
覚
』
と
『
源
氏
物
語
』

第
八
講
・『
夜
の
寝
覚
』
の
欠
け
た
環

と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
う
続
か
な
け
れ
ば
、
論
の
展
開

が
な
め
ら
か
で
は
な
い
は
ず
だ
、
と
稿
者
自
身
が
認
識
し
て
い
る
。

少
な
く
と
も
、
本
稿
の
も
と
と
な
っ
た
か
つ
て
の
講
座
は
そ
の
よ
う

に
展
開
し
た
。
し
か
し
、
右
の
「
第
四
講
」
に
つ
い
て
は
、
稿
者
は
、

講
義
　
源
氏
と
源
氏
以
後

― 
第
四
講　

平
安
後
期
物
語
の
可
能
性 

―

横　

井　
　

孝
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▽ 
鈴
木
弘
道『
無
名
草
子
論

―「
女
性
論
」を
中
心
と
し
て

―
』

（
大
学
堂
書
店
、
一
九
八
一
年
一
一
月
刊
）

   

▽ 
久く

げ下
裕ひ
ろ
と
し利
『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』（
新
典
社
、一
九
九
三 

年
一
月
刊
）

   

▽ 

後
藤
康
文
「
も
う
ひ
と
り
の
薫

―
『
狭
衣
物
語
』
試
論
」（『
語

文
研
究
』
六
八
号
、
一
九
八
九
年
一
二
月
→
王
朝
物
語
研
究
会

編
『
研
究
講
座
狭
衣
物
語
の
視
界
』
新
典
社
、
一
九
九
八
年
四

月
刊
、
所
収
）

   

▽ 

堀
口
悟
「
狭
衣
即
位
の
意
義

―
『
狭
衣
物
語
』
の
主
人
公
の

天
皇
即
位
を
考
え
る

―
」（
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
論
叢
狭

衣
物
語
２ 

―
歴
史
と
の
往
還
―
』
新
典
社
、
二
〇
〇
一
年
四

月
刊
）

な
ど
の
諸
論
（
右
は
『
狭
衣
』
研
究
に
お
け
る
基
本
文
献
の
一
部
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
）
に
依
存
し
て
い
て
、
特
に
異
見different 

opinion

や
独
自
性originality

を
持
た
な
い
た
め
、
こ
こ
で
あ
ら

た
め
て
発
表
す
る
材
料
が
な
い
。

　

ま
た
、右
の
「
第
五
講
」
か
ら
「
第
八
講
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
関
連
す
る
論
考
を
お
お
や
け
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

   

① 「『
寝
覚
』
論

―
「
女
の
物
語
」
と
し
て
・
序
説
」（『〈
女
の

物
語
〉
の
な
が
れ

―
古
代
後
期
小
説
史
論
』
加
藤
中
道
館
、

一
九
八
四
年
一
〇
月
刊
、
所
収
）

   

② 「
母
性
論
と
し
て
の
『
寝
覚
物
語
』」（
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
論

集　

源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
１
』
新
典
社
、
一
九
九
〇
年
五
月

刊
、
所
収
）

   

③ 「『
寝
覚
』
の
風
貌

―
「
源
氏
以
後
」
の
世
界
へ

―
」（
秋

山
虔
編
『
平
安
文
学
史
論
考

―
武
蔵
野
書
院
創
立
90
周
年
記

念
論
集
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
刊
、
所
収
）

   

④ 「
物
語
・
終
焉
の
か
た
ち

―
『
狭
衣
物
語
』
結
尾
の
位
相

―
」

（
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
編
『
物
語
史
研
究
の
方
法

と
展
望
（
論
文
篇
）』、
一
九
九
九
年
三
月
刊
、
所
収
）

   

⑤ 「
物
語
か
ら
日
記
へ
、
日
記
か
ら
物
語
へ
」（
王
朝
物
語
研

究
会
編
『
研
究
講
座　

王
朝
女
流
日
記
の
視
界
』
新
典
社
、

一
九
九
九
年
六
月
刊
、
所
収
）

   

⑥ 「『
寝
覚
』（
夜
の
寝
覚
）結
尾
の
風
景
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

第
七
五
巻
三
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）

   

⑦ 「『
夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
断
簡
の
出
現

―
伝
後
光
厳
院
筆

物
語
切
の
正
体

―
」（
横
井
孝
・
久
下
裕
利
編『
考
え
る
シ
リ
ー

ズ
Ⅱ　

知
の
挑
発
①
王
朝
文
学
の
古
筆
切
を
考
え
る

―
寝
覚

と
浜
松
を
考
え
る

―
』
武
蔵
野
書
院
、二
〇
一
四
年
五
月
刊
、

所
収
）

な
ど
が
そ
れ
で
、
そ
れ
ら
は
「
講
義
」
と
一
部
も
し
く
は
ほ
と
ん
ど

が
同
一
の
内
容
な
の
で
あ
る
。
重
複
す
る
も
の
を
公
表
す
る
わ
け
に

も
ゆ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
既
成
稿
に
譲
っ
て
、
右
の
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（
本
来
あ
る
べ
き

―
あ
っ
た
は
ず
の
）「
第
四
講
」
～
「
第
八
講
」

を
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

右
に
初
出
で
あ
げ
た
も
の
の
う
ち
、
②
は
旧
著
『
円
環
と
し
て
の

源
氏
物
語
』（
新
典
社
、
一
九
九
九
年
五
月
刊
）
に
、
③
～
⑥
は
『
源

氏
物
語
の
風
景
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
三
年
五
月
刊
）
に
そ
れ

ぞ
れ
お
さ
め
た
の
で
、
そ
ち
ら
の
方
で
の
参
照
を
是
非
と
も
お
願
い

し
た
い（

１
）。

二　

平
安
後
期
物
語
と
古
代
説
話
の
型
①

　
　
　
　

― 

鈴
木
一
雄
論
を
め
ぐ
っ
て 

―

　

平
安
後
期
物
語
を
論
じ
よ
う
と
す
る
際
、
か
な
ら
ず
俎
上
に
載
せ

ら
れ
る
の
が
『
源
氏
物
語
』
受
容
の
問
題
で
あ
る
。
正
面
か
ら
論
じ

ら
れ
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
つ
ね
に
そ
れ
を
直
接
あ
る
い
は
間
接
に

意
識
し
た
議
論
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
れ
も
道
理
以
前
の
問
題
で
、
作
品
自
体
が
そ
の
よ
う
な
観
点
を

要
請
し
て
い
る
、
と
も
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。『
狭
衣
物
語
』
冒
頭

部
に
は
、
す
で
に
、

…
…
中
島
の
藤
は
、
松
に
と
の
み
も
思
は
ず
さ
き
か
ゝ
り
て
、

山
ほ
と
ゝ
ぎ
す
待
ち
が
ほ
な
る
に
、
池
の
汀
の
八
重
山
吹
は
、

井
手
の
わ
た
り
に
や
と
見
え
た
り
。
光
源
氏
の
、
身
も
投
げ
つ

べ
き
、
と
の
給
け
ん
も
か
く
や
、
と
、
独
り
見
た
ま
ふ
も
あ
か

ね
ば
…
… 

（
岩
波
旧
大
系
本
、
二
九
頁
）

と
い
う
明
記
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
つ
づ
く
人
物
紹
介
の
定
型
部

分
に
も
、「
堀
川
の
大お

と
ど殿

と
聞
え
さ
せ
て
、
関
白
し
給
ふ
は
、
一
条

の
院
・
当た

う
だ
い帝
な
ど
の
、一
つ
后
腹
の
二
の
御
子
」「
何
の
罪
に
か
、た
ゞ

人う
ど

に
な
り
給
ひ
に
け
れ
ば
、
故
院
の
御
遺
言
の
ま
ゝ
に
、
帝
、
た
ゞ

こ
の
人
の
御
心
に
世
を
任
せ
聞
え
さ
せ
て
」「
二
条
堀
川
の
わ
た
り

を
四よ

ま
ち町

築つ

き
こ
め
て
、
心
々
に
隔
て
つ
ゝ
、
造
り
磨
か
せ
給
へ
る
玉

の
台う

て
なに

、
北
の
方
三
人
を
住
ま
せ
た
て
ま
つ
る
」（
三
九
頁
）
な
ど
、

容
易
に
『
源
氏
物
語
』
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
、あ
る
い
は
『
源

氏
物
語
』
と
は
不
即
不
離
の
距
離
感
と
も
い
う
べ
き
叙
述
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。

　
『
夜
の
寝
覚
』
冒
頭
も
ま
た
、

…
…
そ
の
こ
ろ
太
政
大
臣
と
き
こ
ゆ
る
は
、
朱
雀
院
の
御
は
ら

か
ら
の
源
氏
に
成な

り

給
へ
り
し
に
な
む
あ
り
け
る
。
こ
と
笛
の
道

に
も
、
ふ
み
の
か
た
に
も
、
す
ぐ
れ
て
、
い
と
か
し
こ
く
も
の

し
給
ひ
け
れ
ど
、
女
御
ば
ら
に
て
、
は
か
〴
〵
し
き
御
う
し
ろ

み
も
な
か
り
け
れ
ば
、
中
〳
〵
た
ゞ
人
に
て
、
お
ほ
や
け
の
御

う
し
ろ
み
と
お
ぼ
し
お
き
て
け
る
な
る
べ
し
。

 

（
尊
経
閣
文
庫
本
に
よ
る
）

と
い
う
ぐ
あ
い
に
『
源
氏
物
語
』
の
設
定
を
敷
衍
す
る
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
と
い
う
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
平
安
後
期
物
語
は
、
表
現
な
り
構
造
な
り
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『
源
氏
物
語
』
を
「
本
説

0

0

」
と
し
て
引
く
こ
と
が
「
源
氏
以
後
」
に

座
標
を
得
る
方
法
と
な
っ
て
ゆ
く
。

―
ち
な
み
に
、
和
歌
技
法
に

お
け
る
「
本
歌
取
り
」
に
倣
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
「
物
語
取

り
」
と
か
「
源
氏
取
り
」
と
称
す
る
論
も
あ
る
。
し
か
し
、
平
安
時

代
物
語
の
研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィcom

m
unity

に
お
け
る
ス
ラ
ン

グslang

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
熟
さ
ぬ
用
語
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
古
く
よ
り
「
本
説
」
と
い
う
歴
史
的
伝
統
的
な
適
語
が
あ
る
。

む
し
ろ
、
こ
れ
を
用
い
る
べ
き
だ

―
と
は
、
野
村
精
一
よ
り
面
識

を
え
た
四
半
世
紀
も
前
に
教
え
を
受
け
て
い
る
。
以
来
、
稿
者
は
こ

の
語
を
用
い
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
、「
本
説

0

0

」と
し
て
の

0

0

0

0

『
源
氏
物
語

0

0

0

0

』が
平
安
後
期
物
語
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
位
相
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

鈴
木
一
雄
に
明
解
な
論
が
あ
っ
た（

２
）。

…
…
物
語
は
も
と
も
と
、
多
く
の
先
行
文
学
を
取
り
込
む
と
こ

ろ
に
成
立
す
る
。
こ
の
点
も
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

後
期
物
語
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
取
り
込
み
も
ま
た
、
物
語

に
許
さ
れ
た
作
法
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
を
物
語
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
以

前
と
は
際
立
っ
た
相
異
を
見
せ
て
い
る
。
前
期
物
語
に
あ
っ
て

は
、
天
人
女
房
譚
と
か
、
貴
種
流
離
譚
と
か
、
継
子
虐
め
譚
と

い
っ
た
古
伝
承
「
話
型
」
の
枠
組
み
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
内

側
に
あ
っ
て
物
語
の
取
り
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
先
行
物
語

の
取
り
込
み
と
い
っ
て
も
、
け
っ
し
て
伝
承
「
話
型
」
の
枠
は

崩
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
期
物
語
に
お
い

て
は
、伝
承
「
話
型
」
の
枠
が
は
ず
さ
れ
、そ
の
代
わ
り
に
『
源

氏
物
語
』
の
取
り
込
み
が
、
ほ
と
ん
ど
第
二
の
基
層
部
と
も
い

う
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
る
。
前
期
物
語
か
ら
見
れ
ば
関
係
位

置
の
逆
転
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
物
語
文
学
に
と
っ

て
た
し
か
に 

大
き
い
転
換
な
の
で
あ
る
。

　

後
期
物
語
の
伝
承
性
は
、
ほ
と
ん
ど
基
層
と
は
言
え
な
い
。

そ
れ
は
、
物
語
内
部
に
お
け
る
必
然
性
を
失
い
な
が
ら
断
片
的

に
残
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
古
伝
承
的
基
層
の
断
片
化
に
代

わ
っ
て
、
大
き
い
拠
り
所
に
な
っ
た
の
が
『
源
氏
物
語
』
と
い

う
目
前
に
輝
く
先
行
の
物
語
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
は
以

後
の
物
語
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
第
二
の
基
層
部
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
こ
れ
こ
そ
『
源
氏
物
語
』
の
影

響
と
い
わ
れ
る
も
の
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

 

（
傍
線

―
引
用
者
私
意
）

　

長
め
の
引
用
に
な
っ
た
が
、
論
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
の
作
業
な

の
で
諒り

よ
うと
せ
ら
れ
た
い
。

　

鈴
木
の
い
う
と
こ
ろ
は
明
瞭
で
あ
る
。
平
安
後
期
物
語
に
お
い
て

は
、「
伝
承
性
」
は
「
基
層
」
た
り
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
直
後
の
後
文
に
、『
無
名
草
子
』
の
『
狭
衣
』『
浜

松
』『
と
り
か
へ
ば
や
』
等
々
の
物
語
評
に
「
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
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き
事
ど
も
」「
そ
の
事
な
か
ら
ま
し
か
ば
と
覚
ゆ
る
ふ
し
ぶ
し
」「
ま

こ
と
し
か
ら
ぬ
事
ど
も
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
内
容
を
継
承
し
、
平

安
後
期
物
語
の
傾
向
性
と
し
て
「
現
実
か
ら
遊
離
し
た
超
自
然
、
非

現
実
的
要
素
」
が
目
立
ち
、
そ
れ
は
「
古
伝
承
的
基
層
」
つ
ま
り
古

代
説
話
の
型
が
「
断
片
」
化
し
た
結
果
と
し
て
、
物
語
内
部
で
の
必

然
性
を
失
っ
た
た
め
で
あ
る
、と
説
く
。「
源
氏
以
前
」に
お
い
て「
基

層
」
で
あ
っ
た
部
分
が
形
骸
化
し
、「
源
氏
以
後
」
は
そ
っ
く
り
『
源

氏
物
語
』
が
基
層
と
し
て
象
嵌
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
ほ
と

ん
ど
図
式
的
で
は
あ
る
が
、
右
に
概
観
し
た
よ
う
な
作
品
状
況
の
も

と
で
、
理
解
し
や
す
い
言
述
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
研
究

者
た
ち
に
も
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

対
す
る
際
だ
っ
た
反
論
や
批
判
は
、
こ
れ
ま
で
に
ほ
ぼ
な
か
っ
た
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
鈴
木
一
雄
本
人
に
と
っ
て
も
、
自
信
の
あ
る

見
解
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
折
に
ふ
れ
て
は
同
様
の
主
張

を
く
り
返
し
展
開
し
て
い
る（

３
）。

　

一
方
で
鈴
木
は
、
右
の
よ
う
な
平
安
後
期
物
語
に
対
し
て
、
そ
れ

ら
が
受
容
し
た
、
当
の
『
源
氏
物
語
』
の
方
は
、「
古
伝
承
的
基
層
」

つ
ま
り
古
代
説
話
の
型
が
失
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
物
語
内

部
の
必
然
性
に
よ
っ
て
、
伝
承
性
は
自
家
の
虚
構
世
界
に
み
ご
と
に

吸
収
さ
れ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
伝
承
性
」
が
非
現
実
的
な
要
素

と
し
て
目
立
っ
て
し
ま
う
後
期
の
物
語
群
と
は
際
だ
っ
た
差
異
を
示

し
て
い
る
、
と
評
価
す
る
。

後
期
物
語
文
学
に
お
け
る
必
然
性
を
持
た
ぬ
、
浮
き
あ
が
っ
た

超
自
然
超
現
実
的
現
象
の
点
綴
は
、
一
方
で
、
伝
承
性
が
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
物
語
文
学
に
と
っ
て
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
本
来

あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
つ
い
に
消
滅
す
る
こ
と
が
な
い
事
実
を

証
明
す
る
と
と
も
に
、も
う
一
方
で
、物
語
内
部
の
必
然
に
よ
っ

て
取
り
込
む
の
で
な
い
限
り
、
伝
承
性
は
現
実
性
の
基
調
と
相

容
れ
ず
、
物
語
全
体
か
ら
見
る
と
き
、
不
協
和
音
を
生
じ
る
と

こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
も
の
が
た
る
。

　

鈴
木
が
こ
こ
で
い
う
よ
う
に
、「
伝
承
性
」
が
「
物
語
文
学
に
と
っ

て
固
有
の
も
の
」
で
あ
る
以
上
、『
源
氏
物
語
』
も
ま
た
古
代
物
語

の
一
員
と
し
て
、
古
代
説
話
の
型
を
踏
襲
す
る
の
は
「
必
然
」
で
あ

る
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
史
は
積
み
か
さ
ね
ら

れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
後
篇
の

ほ
と
ん
ど
を
費
や
し
た
貴
種
流
離
譚
の
構
造
分
析
の
ご
と
き
ス
ケ
ー

ル
の
大
き
い
論
が
あ
り
、
そ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
ま
た
の
先
例

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

な
か
で
も
、
稿
者
の
印
象
に
深
い
の
が
、
以
下
に
あ
げ
る
中
西
進

の
論（

４
）で

あ
る
。
中
西
は
、
王
権
争
奪
に
巻
き
こ
ま
れ
て
辺
境
の
地
に

落
命
し
た
悲
劇
の
主
人
公
た
ち

―
倭
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
・
軽か
る
の
太み

こ子
・
有あ
り
ま
の間

皇み

こ子
・
大お
お
つ
の津
皇み

こ子
と
い
っ
た
人
び
と
が
、
い
ず
れ
も
卜ぼ
く
せ
ん占
（
予
言
）

に
関
わ
り
を
も
ち
、
か
つ
美
貌
の
持
ち
主
と
い
う
共
通
点
の
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
古
代
で
は
「
醜し

こ

」
と
同
様
に
、
異
様
な
美
は
異
常
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な
力
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。「
美
な
る
も
の
が
流
離
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
古
代
説
話
に
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
、
美
な
る
も
の
は
、
延
長
線
上
に
『
伊
勢
物
語
』
の

主
人
公
が
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

そ
し
て
か
く
美
貌
者
の
運
命
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、『
源
氏

物
語
』
の
作
り
手
は
、こ
の
話
型
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え
ま
い
。

主
人
公
を
「
光
る
君
」
と
い
う
の
も
高
麗
の
者
が
つ
け
た
の
だ

と
い
う
。そ
の
高
麗
の
人
相
見
は
光
源
氏
の
人
相
を
判
じ
て「
国

の
親
と
な
り
て
、
帝
王
の
上
な
き
位
に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し

ま
す
人
の
、
そ
な
た
に
て
見
れ
ば
、
乱
れ
憂
ふ
る
こ
と
や
あ
ら

む
。
お
ほ
や
け
の
か
た
め
と
な
り
て
、
天
の
下
を
補
弼
く
る
方

に
て
見
れ
ば
、
そ
の
相
違
ふ
べ
し
」
と
い
っ
た
と
す
る
。
渡
来

僧
が
占
う
と
い
う
の
ま
で
大
津
と
ひ
と
し
い
が
、
そ
の
骨こ

っ
そ
う相

を

王
者
た
る
か
否
か
に
か
け
て
述
べ
る
の
で
あ
る
。
源
氏
は
…
…

い
り
く
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
が
、
私
の
関
心
は
、
こ
ん
な

に
巧
み
に
造
型
さ
れ
な
が
ら
、
源
氏
の
骨
格
を
な
す
話
型
に
お

い
て
作
者
が
古
代
説
話
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

あ
る
。
私
は
こ
れ
を
、
む
し
ろ
利
用
し
た
な
ど
と
い
う
も
の
で

は
な
い
と
考
え
る
。
話
の
一
つ
の
必
然
と
し
て
、
こ
の
型
が
要

求
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

 

（
傍
線

―
引
用
者
私
意
）

　

こ
こ
で
中
西
の
強
調
す
る
点

―
「
話
型
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え

（
な
い
）」「
古
代
説
話
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」「
利
用
し
た

な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」「
話
の
一
つ
の
必
然
」
と
畳
み
か
け

て
い
る
と
こ
ろ
を
、
稿
者
も
強
調
し
て
お
き
た
い
。
物
語
が
物
語
で

あ
る
た
め
に
、
作
者
が
物
語
作
者
た
ろ
う
と
し
た
時
に
「
必
然
」
的

に「
自
由
で
は
あ
り
え
」な
く
な
る
、と
い
う
事
実
を
凝
視
す
べ
き
だ
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。中
西
の
文
中
、鈴
木
一
雄
の
論
に
も
あ
っ

た
「
必
然
」
が
、（
お
そ
ら
く
、こ
の
件
に
関
し
て
は
）
交
渉
の
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
相
互
に
、
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で

は
な
い
。
物
語
と
い
う
構
造
体
は
、
い
い
換
え
れ
ば
「
話
型
」
そ
の

も
の
と
指
摘
し
う
る
も
の
で
あ
り
、「
話
型
」
は
趣
向
と
し
て
選
ば

れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
「
必
然
」
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
必
然
」
は
「
源
氏
以
前
」
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。
鈴
木
も
、「
源
氏
以
後
」
に
お
い
て
も
「
必
然
性

を
失
い
な
が
ら
」
と
は
い
い
な
が
ら
も
「
断
片
的
に
残
存
す
る
」
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
右
に
ふ
れ
た
ご
と
く
、
物
語
と
い
う
構
造
体

は
「
伝
承
性
」
＝
古
代
説
話
の
型
と
、
い
わ
ば
ほ
ぼ
同
体
だ
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、鈴
木
の
い
う
よ
う
に
、「
断
片
」
化
し
た
「
伝
承
性
」

と
『
源
氏
物
語
』
の
基
層
だ
け
で
物
語
は
存
立
し
う
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
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三　

平
安
後
期
物
語
と
古
代
説
話
の
型
②

　
　

― 

久
下
裕
利
・
稲
賀
敬
二
論
を
め
ぐ
っ
て 

―

　

久
下
裕
利
は
、
平
安
後
期
物
語
と
は
い
え
、
そ
こ
に
あ
る
物
語
的

な
趣
向
は
す
で
に
『
源
氏
物
語
』
後
篇
（
久
下
は
「
第
三
部
」
と
い

う
）
に
萌
芽
が
あ
る
と
い
い
、「
境
界
」
な
ど
存
し
な
い
、
と
い
う

立
場
を
と
っ
て
お
り（

５
）、

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
享
受
の
実
状
が
、
次
世
代
の
物
語

作
者
に
よ
っ
て
濃
密
な
関
係
と
し
て
均
一
に
創
作
へ
と
転
換
さ

れ
る
時
、
ま
ず
も
っ
て
一
線
を
画
す
る
徴
候
と
な
る
の
で
あ
っ

て
、現
存
の
『
夜
の
寝
覚
』『
狭
衣
物
語
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』

を
比
較
し
て
み
る
限
り
で
も
、そ
れ
は
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
中
長
篇
物
語
が
『
源
氏
物
語
』
と
の
一
体
化

現
象
を
強
烈
に
内
包
し
て
い
る
こ
と
で
、
近
代
の
物
語
文
学
史

観
が
、
そ
れ
と
峻
別
す
る
た
め
に
蔑
ろ
に
し
た
視
点
と
は
異

な
っ
て
、〈
後
期
〉
と
い
う
呼
称
で
の
認
定
が
旺
盛
な
物
語
産

出
の
起
点
を
得
て
い
た
時
期
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
三
作
品
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
後
期

物
語
が
「『
源
氏
物
語
』
と
の
一
体
化
現
象
」

―
鈴
木
一
雄
の
い

う
「『
源
氏
物
語
』（
が
）
…
…
第
二
の
基
層
部
」
と
な
っ
た
と
見
な

さ
れ
る
こ
と

―
に
よ
っ
て
、「
後
期
」
が
蔑
称
の
語
と
評
価
さ
れ

て
い
る
現
状
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
久
下
は
、
む
し
ろ
「
後
期
」
と
呼

ば
れ
る
時
期
こ
そ
が
、そ
れ
以
前
に
も
ま
し
て
「
旺
盛
な
物
語
産
出
」

を
ほ
こ
る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
評
価
す
べ
き
だ
と
い
い
、
鈴
木
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
後
期
物
語
の
貶
価
を
逆
転
し
て
み
せ
た
の
で

あ
る
。
近
年
、
久
下
裕
利
編
『
狭
衣
物
語
の
新
研
究

―
頼
通
の
時

代
を
考
え
る
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
三
年
七
月
刊
）、
和
田
律
子
『
藤

原
頼
通
の
文
化
世
界
と
更
級
日
記
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
八
年
一
二

月
刊
）
な
ど
「
頼
通
の
時
代
」
を
標
榜
す
る
論
著
が
輩
出
す
る
ゆ
え

ん
で
あ
ろ
う
。

　

平
安
後
期
物
語
の
評
価
は
、
古
く
藤
岡
作
太
郎
の
、

た
ゞ
因い

ん
じ
ゅ
ん
こ
ろ
う

循
固
陋
、
毫ご
う

も
根
本
的
革
新
を
企
つ
べ
き
意
気
な
し
。

…
…
こ
の
時
代
の
小
説
と
し
て
評
論
す
べ
き
も
の
殆
ど
存
せ
ず（

６
）。

と
あ
っ
た
ご
と
き
印
象
批
評

0

0

0

0

に
い
ま
だ
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
忖
度
さ
れ
る
。
特
に
、
こ
と
さ
ら
『
源
氏
物
語
』
と
後
期
物

語
を
比
較
し
、
前
者
を
「『
源
氏
物
語
』
が
獲
得
し
た
真
の
意
味
で

の
現
実
性
」
と
高
ら
か
に
歌
い
あ
げ
る
か
た
わ
ら
、
後
者
を
「
現
実

か
ら
遊
離
し
た
超
自
然
、
非
現
実
的
要
素
」（
鈴
木
著
）
と
こ
と
さ

ら
に
貶
称
す
る
の
は
、『
源
氏
』
に
足
場
を
お
く
研
究
者
に
よ
る
「
我

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
仏
尊
し
」
の
心
情
吐
露

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　

久
下
は
、
平
安
後
期
物
語
再
評
価
の
先
陣
を
つ
と
め
る
一
人
と
し

て
、『
源
氏
』
の
影
響
と
い
う
一
言
で
す
ま
せ
て
し
ま
い
が
ち
な
問

題
を
、
再
点
検
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
源
氏
取
り
」
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と
い
う
創
作
態
度
が
、
岩
波
旧
大
系
本
（
内
閣
文
庫
本
）
と
朝
日
古

典
全
書
本
（
元
和
九
年
版
古
活
字
本
）
の
間
で
様
相
を
異
に
す
る
こ

と
を
挙
げ
、「『
源
氏
物
語
』
の
世
界
に
そ
の
ま
ま
似
せ
て
い
く
の
で

は
な
く
、
変
型
し
て
い
く
…
…
享
受
者
に
イ
メ
ー
ジ
の
先
行
を
与
え

て
お
い
て
、そ
れ
を
逆
転
す
る
方
法
」（

７
）が

あ
る
こ
と
を
『
狭
衣
物
語
』

冒
頭
「
光
源
氏
の
、
身
も
投
げ
つ
べ
き
、
と
の
給
け
ん
も
か
く
や
」

な
ど
の
実
例
に
沿
っ
て
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
、別
の
論
稿
で
は
、『
源
氏
』『
狭
衣
』『
浜
松
』
に
お
け
る
「
ゆ

か
り
」「
形
代
」「
転
生
」、宇
治
十
帖
・『
寝
覚
』『
浜
松
』
の
姉
妹
譚
・

尼
姿
、『
と
り
か
へ
ば
や
』『
堤
中
納
言
』
な
ど
の
変
装
な
ど
、
後
期

物
語
の
お
も
な
モ
チ
ー
フ
を
、

⑴ 

ゆ
か
り
・
形
代

⑵ 

姉
妹
・
尼
姿

⑶ 

変
装
・
変
身

と
分
類
し
た
う
え
で
、

『
源
氏
物
語
』
を
頂
点
と
す
る
そ
れ
以
後
の
物
語
文
学
史
の
中

で
、⑴
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
達
成
か
ら
の
変
形
、⑵
で
は
『
源

氏
物
語
』の
未
開
拓
へ
の
創
造
、と
い
う
意
義
を
荷
っ
た
モ
チ
ー

フ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
は
物
語
を
構
成
し
て

い
く
主
動
的
な
方
法
素
材
で
あ
っ
て
、
テ
ー
マ
形
成
の
中
核
と

な
る
。
男
の
物
語
と
言
っ
た
り
、
女
の
物
語
と
言
っ
た
り
す
る

だ
け
で
は
漠
然
と
し
た
把
握
に
過
ぎ
な
く
、
個
々
の
作
品
に
か

え
し
て
テ
ー
マ
を
探
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
っ
て
…
…（

８
）

と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
分
類
に
は
、
あ
き
ら
か
に
久
下
が
私
淑
す
る

稲
賀
敬
二（

９
）
の
論
に
あ
る
「
輪
廻
・
変
形
・
晩
年
執
筆
型
な
ど
の
視

点
」「
隠
身
」
等
々
の
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
一

方
、
文
末
あ
た
り
の
「
男
の
物
語
と
言
っ
た
り
、
女
の
物
語
と
言
っ

た
り
す
る
…
…
」
と
い
う
の
は
、
拙
著
『〈
女
の
物
語
〉
の
な
が
れ

―
古
代
後
期
小
説
史
論
』（
加
藤
中
道
館
、一
九
八
四
年
一
〇
月
刊
）

な
ど
に
対
す
る
揶
揄
で
あ
る
ら
し
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
対
す
る
コ

メ
ン
トcom

m
ent

は
い
ま
は
措
く
と
し
て
、
⑴
～
⑶
に
分
類
さ
れ

た
モ
チ
ー
フ
群
が
、『
源
氏
物
語
』
を
含
む
「
源
氏
以
前
」
の
そ
れ

の
単
な
る
模
倣
な
の
で
は
な
く
、「
変
形
」「
創
造
」
を
担
っ
た
拡
大

再
生
産
な
の
だ
、
と
指
摘
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
稲
賀
敬
二
の
衣
鉢

を
継
い
で）

（1
（

、
藤
岡
作
太
郎
以
来
の
評
価

―
こ
れ
は
商
業
世
界
に
お

け
る
、
一
種
の
貶
価negative ad.cam

paign

に
似
て
い
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か

―
に
対
抗
す
る
と
ら
え
か
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

稲
賀
敬
二
に
は
「
後
期
物
語
は
『
源
氏
物
語
』
の
亜
流
か
」
と
い

う
ス
ト
レ
ー
ト
な
問
い
か
け
を
題
目
と
す
る
論
が
あ
る
。
サ
ブ
・
タ

イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
「
寝
覚
の
広
沢
の
准
后
」
と
「
源
氏
の
准
太

上
天
皇
」
を
対
比
し
、

　

男
女
両
主
人
公
の
間
柄
は
長
く
世
間
に
は
公
表
さ
れ
ぬ
秘
密

の
関
係
だ
っ
た
し
、
そ
れ
だ
け
に
石
山
の
姫
君
の
母
が
誰
で
あ
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る
か
は
、
一
部
の
人
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、

東
宮
の
外
祖
母
と
い
っ
て
も
、
直
接
の
血
の
つ
な
が
り
は
な
い

継
母
子
の
関
係
で
あ
る
。
か
つ
、
准
后
の
資
格
を
満
た
す
条
件

は
巻
五
で
は
じ
め
て
揃
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
細
い
糸
を
つ
な

ぎ
あ
わ
せ
、
皇
女
で
も
な
く
天
皇
の
配
偶
者
で
も
な
い
女
主
人

公
に
准
后
の
地
位
を
極
め
さ
せ
、
読
者
も
納
得
す
る
構
想
を
展

開
さ
せ
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
模
倣
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は

不
可
能
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
亜
流
と
い
う
の
は
当
た
ら

な
い
。）

（（
（

と
実
例
を
通
し
た
指
摘
が
あ
る
。
い
ち
い
ち
、
こ
の
よ
う
な
、
亜
流

か
否
か
な
ど
と
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
二
〇
一
六
年
の
現

在
、今
さ
ら
な
が
ら
の
感
が
な
く
も
な
い
結
論
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、

長
ら
く
平
安
後
期
物
語
を
貶
価
さ
せ
て
き
た
視
点
は
、
藤
岡
作
太
郎

を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
強
固
な
も
の
だ
っ
た
し
、
現
在
で
す
ら

「
我
が
仏
尊
し
」
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
者
た
ち
に
は
、
払
拭
し
き

れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
観
念
な
の
で
あ
る
。

―「
源
氏
以
後
」

と
い
う
く
く
り
方
自
体
が
、
そ
う
し
た
観
念
を
包
含
す
る
も
の
で
は

あ
る
の
だ
が
。

四　

平
安
後
期
物
語
に
お
け
る
古
代
説
話
の
型

　
『
狭
衣
物
語
』
冒
頭
部
、
定
型
で
あ
る
と
こ
ろ
の
主
人
公
の
身
辺

紹
介
記
事
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。

か
ゝ
る
御
中
に
も
、
斎
宮
を
ば
親
ざ
ま
に
あ
づ
か
り
聞
こ
え
給

ひ
に
し
か
ば
、
や
ん
ご
と
な
く
か
た
じ
け
な
き
方
に
は
、
心
ば

へ
よ
り
は
じ
め
て
す
ぐ
れ
給
へ
る
に
し
も
、
か
く
世
に
有
難
き

此
世
の
も
の
と
も
見
え
給
は
ぬ
お
と
こ
君
さ
へ
、
た
ゞ
一
人
も

の
し
給
へ
る
を
、
い
か
で
か
は
、
世
の
常
に
思
ひ
聞
え
さ
せ
給

は
ん
。
…
…
母
宮
な
ど
は
、「
天
人
な
ど
の
、
は
じ
め
て
天
降

り
給
ひ
た
る
に
や
」
と
、
い
と
恐
ろ
し
く
…
…

 

（
岩
波
旧
大
系
本
、
三
三
頁
）

　

狭
衣
の
出
生
の
場
面
、「
か
く
世
に
有
難
き
此
世
の
も
の
と
も
見

え
給
は
ぬ
お
と
こ
君
さ
へ

0

0

、
た
ゞ
一
人
も
の
し
給
へ
る
」
と
は
、
後

半
に
注
目
す
れ
ば
、
光
源
氏
誕
生
の
場
面
、

さ
き
の
世
に
も
御
ち
ぎ
り
や
ふ
か
ゝ
り
け
ん
、
世
に
な
く
き
よ

ら
な
る
た
ま
の
を
の
こ
み
こ
さ
へ

0

0

う
ま
れ
給
ひ
ぬ
。
い
つ
し
か

と
心
も
と
な
が
ら
せ
給
て
、い
そ
ぎ
ま
い
ら
せ
て
御
覧
ず
る
に
、

め
づ
ら
か
な
る
ち
ご
の
御
か
た
ち
な
り
。 

（
桐
壺
、
六
頁
）
（1
（

）

の
影
の
も
と
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
物

語
の
主
人
公
の
出
生
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、添
え
物
の
「
さ
へ
」

が
用
い
ら
れ
る
の
は
特
異
な
か
た
ち
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、『
源

氏
物
語
』冒
頭
記
事
は
光
源
氏
の
登
場
が
第
一
目
的
な
の
で
は
な
く
、

ま
ず
両
親
の
悲
恋
の
物
語
が
先
行
し
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
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て
の
男
児
出
生
が
描
か
れ
る
と
こ
ろ
に
「
さ
へ
」
が
用
い
ら
れ
る
の

だ

―
と
は
益ま
す
だ田
勝か
つ
み実
が
喝か
っ
ぱ破
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る）

（1
（

。だ
か
ら
こ
そ
、

当
該
『
狭
衣
』
の
『
源
氏
』
引
用
が
明
瞭
な
箇
所
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
一
方
、
そ
の
前
半
「
か
く
世
に
有
難
き
、
此こ

の

世
の
も
の
と

も
見
え
給
は
ぬ
お
と
こ
君
」
と
い
う
仰
々
し
い
表
現
は
、
光
源
氏
に

は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
右
に
は
明
融
本
で
示
し
た

が
、
諸
本
異
同
な
く
、『
源
氏
』
本
来
の
表
現
と
い
う
に
近
い
本
文

で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
に
は
、
つ
い
ぞ
こ
の
類
の
あ
か
ら
さ
ま
な
表
現

は
使
わ
れ
な
か
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
右
に
見
た
よ
う
に
、
光
源
氏
誕

生
で
は
「
世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
た
ま
の
を
の
こ
み
こ
」「
め
づ
ら

か
な
る
ち
ご
の
御
か
た
ち
」
で
十
分
に
主
人
公
の
資
格
が
あ
た
え
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
場
合
、
俊と

し
か
げ蔭
の
巻
冒
頭
の
俊
蔭
登
場
場
面
、

む
か
し
、
式し

き
ぶ
の部

大た
い
ふ輔

・
左さ

大だ
い
べ
ん弁

か
け
て
、
清
原
の
大お
お
き
み君

、
御
子

ば
ら
に
を
の
こ
子
一
人
も
た
り
。
そ
の
子
、
心
の
さ
と
き
こ
と

か
ぎ
り
な
し
。
ち
ゝ
は
ゝ
、「
い
と
あ
や
し
き
子
な
り
。
お
ひ

い
で
む
や
う
を
み
む
」
と
て
、
ふ
み
も
よ
ま
せ
ず
、
い
ひ
を
し

ふ
る
こ
と
も
な
く
て
お
ほ
し
た
つ
る
に
、
年
に
も
あ
は
ず
、
た

け
た
か
く
、
心
か
し
こ
し
。

 

（
明
治
・
校
注
古
典
叢
書
、
⑴
七
頁
）

ま
た
、
同
巻
の
仲な

か
た
だ忠

誕
生
の
場
面
、

か
く
て
六
月
六
日
、
こ
の
子
む
ま
る
べ
く
な
り
ぬ
。
け
し
き
ば

み
て
な
や
め
ば
、
お
ん
な
、
き
も
こ
ゝ
ろ
を
ま
ど
は
し
て
、「
た

ひ
ら
か
に
」
と
申
し
ま
ど
ふ
ほ
ど
に
、
こ
と
に
な
や
む
こ
と
も

な
く
て
、
た
ま
ひ
か
り
か
ゞ
や
く
を
の
こ
を
う
み
つ
。

 

（
⑴
四
四
頁
）

な
ど
の
本
文
を
見
て
も
、『
源
氏
物
語
』
桐
壺
の
巻
の
表
現
が
格
別

簡
略
に
過
ぎ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
え
る
。と
こ
ろ
が
、

同
じ
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
も
、
顕
在
化
す
る
の
は
光
源
氏
の
生

涯
を
お
え
た
あ
と
の
後
篇
に
入
っ
て
、
匂
宮
の
巻
冒
頭
部
の
人
物
紹

介
の
一
節
、
薫
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
本
文
が
あ
る
。

こ
の
君
は
、
ま
だ
し
き
に
世
の
お
ぼ
え
い
と
す
ぎ
て
、
思
ひ
あ

が
り
た
る
こ
と
こ
よ
な
く
な
ど
ぞ
も
の
し
た
ま
ふ
。
げ
に
、
さ

る
べ
く
て
、
い
と
こ
の
よ
（
世
）
の
人
と
は
つ
く
り
い
で
ざ
り

け
る
、
か
り
に
や
ど
れ
る
か
と
も
見
ゆ
る
こ
と
そ
ひ
給
へ
り
。

か
ほ
か
た
ち
も
、
そ
こ
は
か
と
、
い
づ
こ
な
む
す
ぐ
れ
た
る
、

あ
な
き
よ
ら
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
も
な
き
が
、
た
だ
い
と
な
ま
め

か
し
う
は
づ
か
し
げ
に
、
心
の
お
く
お
ほ
か
り
げ
な
る
け
は
ひ

の
、
人
に
に
ぬ
な
り
け
り
。
か
（
香
）
の
か
う
ば
し
さ
ぞ
、
こ

の
世
の
に
ほ
ひ
な
ら
ず
、
あ
や
し
き
ま
で
、
う
ち
ふ
る
ま
ひ
給

へ
る
あ
た
り
、
と
を
く
へ
だ
ゞ
る
程
の
お
ひ
風
も
、
ま
こ
と
に

百
ぶ
の
ほ
か
も
か
ほ
り
ぬ
べ
き
心
ち
し
け
る
。 （
一
四
三
五
頁
）

　

い
ま
仮
に
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
箇
所
は
、
直
前
に
「
む
か
し
、
光

君
と
聞
こ
え
し
は
…
…
」
と
あ
り
、
光
源
氏
と
の
対
比
で
生
じ
た
一
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節
な
の
で
あ
る
。
源
氏
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
や
や
大
仰

―

印
象
批
評
で
は
あ
る
が

―
と
も
思
え
る
表
現
が
す
で
に
こ
こ
に
出

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
久
下
裕
利
が
、

平
安
後
期
物
語
に
あ
る
趣
向
は
す
で
に
『
源
氏
』
の
い
わ
ゆ
る
第
三

部
に
萌
芽
す
る
と
指
摘
し
た
、
そ
の
ゆ
え
ん
で
も
あ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
源
氏
以
後
」
は
決
し
て
特
別
な
も
の
で
な
く
、

「
源
氏
以
前
」
の
物
語
構
造
や
『
源
氏
物
語
』
に
も
包
含
さ
れ
る
古

代
説
話
の
型
が
「
断
片
化
」
し
て
な
ど
い
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
あ

き
ら
か
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
安
後
期
物
語
が
『
源
氏
物
語
』
は
も
と
よ
り
、「
本

説
」
と
し
て
先
行
の
物
語
を
吸
収
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
手
垢

の
つ
い
た
問
題
で
は
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て『
夜
の
寝
覚
』

の
冒
頭
部
が
あ
る
。
そ
の
概
略
は
次
の
と
お
り
。

―
朱
雀
院
の
弟
で
あ
る
源
氏
の
太
政
大
臣
に
は
、
大
君
と
中

の
君
と
い
う
二
人
の
姉
妹
が
い
た
。
姉
妹
の
母
は
早
く
に
亡
く

な
り
、
父
大
臣
が
姉
に
は
琵
琶
、
妹
に
は
箏
を
教
え
る
な
ど
し

て
、
大
事
に
育
て
て
い
た
が
、
中
君
が
十
三
歳
の
八
月
十
五
夜
、

彼
女
の
夢
に
天
人
が
降
り
来
た
っ
て
、
琵
琶
の
奏
法
を
伝
授
す

る
。
さ
ら
に
翌
年
の
八
月
、
再
び
夢
に
天
人
が
現
れ
、
琵
琶
の

秘
曲
を
教
え
る
と
と
も
に
「
あ
は
れ
、
あ
た
ら
人
の
、
い
た
く

も
の
を
思
ひ
、心
を
乱
し
た
ま
ふ
べ
き
宿
世
の
お
は
す
る
か
な
」

と
い
う
言
葉
を
残
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。

―

　

つ
た
な
い
要
約
で
は
あ
る
が
、「
朱
雀
院
の
弟
で
あ
る
源
氏
の
太

政
大
臣
」「
大
君
と
中
の
君
と
い
う
二
人
の
姉
妹
」
な
ど
の
設
定
が
、

『
源
氏
物
語
』
へ
の
連
想
を
う
な
が
す
こ
と
は
先
に
も
ふ
れ
た
と
お

り
で
、
特
に
波
線
を
ほ
ど
こ
し
た
と
こ
ろ
が
、
橋
姫
の
巻
と
重
な
り

あ
う
こ
と
も
ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

Ａ　

は
る
の
う
ら
ゝ
か
な
る
日
か
げ
に
、
池
の
水
と
り
ど
も
の
は

ね
う
ち
か
は
し
つ
ゝ
、
を
の
が
じ
ゝ
さ
え
づ
る
こ
ゑ
な
ど
を
、

つ
ね
は
ゝ
か
な
き
こ
と
に
み
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、つ
が
ひ
（
番
）

は
な
れ
ぬ
を
う
ら
や
ま
し
く
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
君
た
ち
に
御

こ
と（
琴
）ゞ
も
を
し
へ
き
こ
え
給
…
…
ひ
め
ぎ
み
に
び
は（
琵

琶
）、
わ
か
ぎ
み
に
さ
う
（
箏
）
の
御
こ
と
。
ま
だ
お
さ
な
け

れ
ど
、
つ
ね
に
あ
は
せ
つ
ゝ
な
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
き
ゝ
に
く
ゝ

も
あ
ら
で
、
い
と
お
か
し
く
き
こ
ゆ
。

 
 

（
一
五
一
〇
～
一
五
一
二
頁
）

　

と
こ
ろ
が
、
薫
が
宇
治
の
八
の
宮
邸
を
訪
れ
る
、
こ
れ
ま
た
有
名

な
垣
間
見
の
場
面
に
出
て
く
る
姉
妹
の
す
が
た
は
、

　

Ｂ　

あ
な
た
に
か
よ
ふ
べ
か
め
る
す
い
が
い
（
透
垣
）
の
と
（
戸
）

を
、
す
こ
し
を
し
あ
け
て
見
た
ま
へ
ば
、
月
お
か
し
き
ほ
ど
に

き
り
わ
た
れ
る
を
な
が
め
て
、
す
だ
れ
を
み
じ
か
く
ま
き
あ
げ

て
、
ひ
と
〴
〵
ゐ
た
り
。
…
…
①
内
な
る
人
一
人
は
し
ら
に
す

こ
し
ゐ
か
く
れ
て
、
び
は
を
ま
へ
に
を
き
て
、
ば
ち
を
て
ま
さ

ぐ
り
に
し
つ
ゝ
ゐ
た
る
に
、
く
も
が
く
れ
た
り
つ
る
月
の
、
に
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は
か
に
い
と
あ
か
く
さ
し
い
で
た
れ
ば
、「
あ
ふ
ぎ
な
ら
で
、

こ
れ
し
て
も
月
は
ま
ね
き
つ
べ
か
り
け
り
」
と
て
さ
し
の
ぞ
き

た
る
か
ほ
、
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
ゝ
ほ
ひ
や
か
な
る
べ
し
。

②
そ
ひ
ふ
し
た
る
人
は
、
こ
と
の
う
へ
に
か
た
ぶ
き
き
か
ゝ
り

て
、「
い
る
日
を
か
へ
す
ば
ち
こ
そ
あ
り
け
れ
。
さ
ま
こ
と
に

も
お
も
ひ
を
よ
び
給
御
心
か
な
」
と
て
、
う
ち
わ
ら
ひ
た
る
け

は
ひ
、
い
ま
す
こ
し
お
も
り
か
に
よ
し
づ
き
た
り
。「
を
よ
ば

ず
と
も
、
こ
れ
も
月
に
は
な
る
ゝ
物
か
は
」
な
ど
、
は
か
な
き

事
を
う
ち
と
け
の
た
ま
ひ
か
は
し
た
る
け
は
ひ
ど
も
、
さ
ら
に

よ
そ
に
思
ひ
や
り
し
に
は
に
ず
…
…

 
 

（
橋
姫
、
一
五
二
二
～
一
五
二
三
頁
）

と
あ
り
、
三
条
西
家
流
の
古
注
釈
類
（『
弄
花
抄
』『
細
流
抄
』『
岷

江
入
楚
』）
な
ど
は
、
①
「
内
な
る
人
」
を
大
君
、
②
「
そ
ひ
ふ
し

た
る
人
」
を
中
の
君
と
し
、
ひ
と
り
古
注
か
ら
は
『
孟
津
抄
』
の
み

と
現
行
諸
注
釈
と
が
①
中
の
君
、
②
大
君
と
す
る
。
古
注
は
Ａ
の
場

面
と
の
整
合
性
を
も
と
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
交
わ
さ
れ

る
会
話
と
態
度
・
所
作
か
ら
類
推
す
る
か
ぎ
り
、『
孟
津
抄
』
お
よ

び
現
行
注
の
示
す
人
物
比
定
が
穏
当
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

　

Ａ
の
場
面
に
対
応
さ
せ
る
な
ら
ば
、
Ｂ
の
場
面
は
古
注
釈
流
の
解

釈
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
か
し
、
物
語
の
展
開
か
ら
す
れ

ば
、
Ａ
の
「
大
君
（
ひ
め
ぎ
み
）
＝
琵
琶
／
中
の
君
（
わ
か
ぎ
み
）

＝
箏
」
に
反
し
て
、
Ｂ
の
場
面
は
「
中
の
君
（
内
な
る
人
）
＝
琵
琶

／
大
君
（
そ
ひ
ふ
し
た
る
人
）
＝
大
君
」
と
充
て
た
い
と
こ
ろ
な
の

で
あ
る
。
Ａ
・
Ｂ
両
者
の
関
係
は
、
矛
盾contradiction

で
あ
り
、

ま
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
スparadox

な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
楽
器
の
入
れ
替
わ
り
に
よ
る
矛
盾
と
お
ぼ
し
き
事
態

は
、『
源
氏
物
語
』
本
文
の
伝
来
過
程
に
問
題
が
あ
っ
た
か
、
作
者

に
な
ん
ら
か
の
錯
誤
が
あ
っ
た
か
と
思
え
る
が
、
現
存
諸
本
の
本
文

に
は
異
同
が
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
本
来
的
な
と
こ
ろ
に
由

来
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
一
方
で
、
そ
れ
ほ
ど
騒
ぎ
た
て

る
こ
と
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
、
と
も
思
え
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
片

桐
洋
一
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
説
話
・
伝
承
の
語
り
か
え
」
で
あ
る
。）

（1
（

　
『
夜
の
寝
覚
』
の
作
者
は
、
こ
の
「
語
り
か
え
」
を
理
解
し
た
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、『
寝
覚
』
作
者
は
、『
う
つ
ほ

物
語
』
に
あ
る
よ
う
な
「
天
人
に
よ
る
秘
曲
伝
授
」
を
組
み
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
楽
器
の
入
れ
替
わ
り
の
矛
盾
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
乗

り
越
え
よ
う
と
し
た
、
あ
る
い
は
乗
り
越
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
操

作
は
、
単
に
『
源
氏
物
語
』
を
基
層
部
と
し
て
組
み
入
れ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

　

天
人
が
降
臨
し
て
主
人
公
に
秘
曲
や
秘
技
を
伝
授
す
る
と
い
う
話

型
は
、
物
語
の
先
蹤
と
し
て
『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
か
ら
吹
上
の
上

下
巻
に
い
た
る
音
楽
譚
と
し
て
血
肉
化
し
て
い
る
し
、『
今
昔
物
語

集
』『
十
訓
抄
』
等
々
類
例
に
は
事
欠
か
な
い
。『
源
氏
物
語
』
橋
姫

の
一
場
面
な
ど
を
本
説
と
し
つ
つ
も
、「
あ
た
ら
人
の
、
い
た
く
も
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の
を
思
ひ
、
心
を
乱
し
た
ま
ふ
べ
き
宿
世
」
と
い
う
（
予
見
と
い
う

か
た
ち
で
の
）予
言
譚
と
音
楽
説
話
の
型
を
組
み
合
わ
せ
る
技
法
は
、

平
安
後
期
物
語
の
い
わ
ば
「
お
手
柄
」
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

こ
の
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
享
受
の
方
法
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

平
安
後
期
物
語
は
そ
の
方
法
の
開
拓
を
め
ぐ
っ
て
可
能
性
を
模
索
し

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。）

（1
（

注（
１
） な
お
、
第
一
講
・
第
二
講
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
論
文
で
は
な
い
が
、

講
演
記
録
「
源
氏
物
語
が
も
た
ら
し
た
縁

―
紫
式
部
と
孝
標
女

を
つ
な
ぐ
も
の

―
」（
実
践
国
文
科
会
『
り
ん
ど
う
』
第
四
〇
号
、

二
〇
一
五
年
七
月
）
で
も
敷
衍
し
、
紹
介
し
た
。

（
２
） 

鈴
木
一
雄
『
堤
中
納
言
物
語
序
説
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
九

月
刊
）、
以
下
の
引
用
・
言
及
は
同
書
六
〇
～
六
五
頁
に
よ
る
。

（
３
） 

管
見
の
お
よ
ぶ
範
囲
で
も
、「『
更
級
日
記
』
と
後
期
物
語
」（
學

燈
社
『
国
文
学
』
一
九
八
一
年
一
月
、の
ち
『
王
朝
女
流
日
記
論
考
』

至
文
堂
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
刊
、
所
収
）「
一 

『
源
氏
物
語
』
の

愛
読
者
」
二
三
六
～
二
三
七
頁
、「
物
語
文
学
の
展
開
」（『
物
語

文
学
を
歩
く
』
有
精
堂
、
一
九
八
九
年
三
月
刊
、
所
収
）
三
八
頁
、

な
ど
が
あ
る
。

（
４
） 中
西
進
「
辺
境
の
死

―
古
代
王
権
を
め
ぐ
る
悲
劇
の
構
造
」

（『
文
学
』
一
九
八
三
年
一
一
月
、
の
ち
『
中
西
進
著
作
集
12　

日
本
文
学
の
死
／
辞
世
の
こ
と
ば
／
日
本
語
の
力
』〈
四
季
社
、

二
〇
〇
九
年
一
一
月
刊
〉
所
収
）。
引
用
は
著
書
一
〇
～
一
三
頁
に

よ
る
。

（
５
） 

久
下
裕
利
「
平
安
後
期
物
語
と
『
源
氏
物
語
』」（『
物
語
の
廻
廊

―
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
挑
発
』
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇

月
刊
、
所
収
）、
一
七
七
～
一
七
八
頁
。

（
６
） 藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
全
史　

平
安
朝
篇
』（
東
京
開
成
館
、

一
九
〇
五
年
一
〇
月
刊
）、
六
一
一
頁
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
実
践

女
子
大
学
図
書
館
蔵
、「
山
岸
文
庫
」
印
の
あ
る
、
一
九
〇
六
年

三
月
刊
の
再
版
に
よ
る
。

（
７
） 

久
下
晴
康
（
裕
利
）「『
狭
衣
物
語
』
の
形
成

―
「
源
氏
取
り
」

の
方
法
か
ら

―
」（『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
狭
衣
浜
松
』
新
典

社
、
一
九
八
四
年
一
二
月
刊
、
所
収
）。

（
８
） 

久
下
裕
利
「
平
安
後
期
・
末
期
物
語
の
方
法
」（『
狭
衣
物
語
の
人

物
と
方
法
』
新
典
社
、一
九
九
三
年
一
月
刊
）
二
一
二
～
二
一
三
頁
。

（
９
） 稲
賀
敬
二
「
後
期
物
語
の
精
神
と
支
盤

―
輪
廻
・
変
形
・
晩
年

執
筆
型
な
ど
の
視
点

―
」（
學
燈
社
『
国
文
学
』
一
九
八
一
年
九

月
、の
ち『
源
氏
物
語
の
研
究
―
物
語
流
通
機
構
論
―
』笠
間
書
院
、

一
九
九
三
年
七
月
刊
、所
収
）、「「
隠
身
」
と
「
変
形
」・
序
説
」（『
平

安
後
期

―
物
語
と
歴
史
物
語
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
二
年
二
月

刊
、
所
収
。
の
ち
稲
賀
敬
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
『
物
語
流
通
機
構

論
の
構
想
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
五
月
刊
、
所
収
）
な
ど
。



― 14 ―

（
10
） 稲
賀
は
、前
掲
注
９
論
「「
隠
身
」
と
「
変
形
」・
序
説
」
に
お
い
て
、

紫
式
部
を
代
表
と
す
る
一
条
朝
文
芸
が《
隠
身
》《
変
形
》の
モ
チ
ー

フ
の
扱
い
に
冷
淡
で
、
む
し
ろ
平
安
後
期
に
お
い
て
拡
大
再
生
産

さ
れ
た
、
と
説
く
。

（
11
） 稲
賀
敬
二
「
後
期
物
語
は
『
源
氏
物
語
』
の
亜
流
か

―
「
寝
覚

の
広
沢
の
准
后
」
と
「
源
氏
の
准
太
上
天
皇
」
―
」（
學
燈
社
『
国

文
学
』一
九
九
七
年
二
月
。
の
ち
稲
賀
敬
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
４
『
後

期
物
語
へ
の
多
彩
な
視
点
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
刊
、

所
収
）。
引
用
は
著
作
集
、
一
四
〇
頁
。

（
12
） 『
源
氏
物
語
』
本
文
は
明
融
本
に
よ
る
。
た
だ
し
そ
の
所
在
を
『
源

氏
物
語
大
成
』
校
異
篇
の
頁
数
で
示
し
た
。

（
13
） 益
田
勝
実
「
日
知
り
の
裔
の
物
語

―
『
源
氏
物
語
』
発
端
の
構

造

―
」（『
火
山
列
島
の
思
想
』筑
摩
書
房
、一
九
六
八
年
七
月
刊
、

所
収
）、
一
七
四
頁
。

（
14
） 片
桐
洋
一
「
物
語
の
伝
承
と
変
相
」（『
文
学
』
四
二
巻
七
号
、

一
九
七
四
年
七
号
）。

（
15
） こ
の
あ
た
り
も
古
く
、「『
寝
覚
物
語
』
の
形
成

―
第
一
部
の
基

盤

―
」（『〈
女
の
物
語
〉
の
な
が
れ
』
一
九
八
九
年
一
〇
月
刊
、

所
収
）
で
扱
っ
た
こ
と
が
ら
で
は
あ
る
が
、
内
容
表
現
な
ど
見
直

す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
。こ
こ
で
引
用
し
な
か
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

（
よ
こ
い　

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）


