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現
在
、
私
た
ち
が
、
こ
の
目
で
確
認
で
き
る
藤
原
定
家
の
源
氏
物
語
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
青
表
紙
原
本
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、

前
田
家
尊
経
閣
文
庫
蔵
柏
木
巻
を
代
表
と
す
る
諸
帖
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
個
人
蔵
国
宝『
藤
原
定
家
自
筆
源
氏
物
語
奥
入
』に
散
見
す

る
ご
く
僅
か
な
残
存
本
文
で
あ
る
。
い
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
書
型
か
ら
、
前
者
を「
四
半
本
」、
後
者
を「
六
半
本
」と
仮
称
し
て
稿
者
な
り
の
見

通
し
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
現
存
す
る
青
表
紙
諸
本
間
に
み
ら
れ
る
本
文
の
揺
れ
は
、
ふ
た
つ
の
定
家
本
が
共
に
青
表
紙
本
と
し
て
伝
わ
っ

て
い
っ
た
こ
と
も
そ
の
一
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
定
家
本
が
後
代
に
残
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
足
跡
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
で
検
証
し
て
み
た
（
１
）。
よ
っ
て
本

稿
で
は
次
に
掲
げ
る（
一
）（
二
）の
事
柄
を
確
認
し
た
上
で
、（
三
）と
し
て「
六
半
本
」に
極
め
て
近
い
紅
梅
文
庫
旧
蔵
本（
以
後
、
紅
梅
本

と
略
）を
、
実
隆
文
明
本（
散
逸
）の
転
写
本
と
し
て
紹
介
し
た
い
。
因
み
に
こ
の
紅
梅
本
は
、
か
つ
て
池
田
亀
鑑
が「
日
高
氏
蔵
の
古
写
本
」

と
し
て「
日
高
氏
蔵
本
に
よ
れ
ば
、
実
隆
の
書
写
し
た
本
が
あ
り
、
そ
の
本
文
は
な
ほ
純
粋
な
青
表
紙
本
の
特
性
を
伝
へ
て
ゐ
た
」（
２
）
と

評
し
た
本
の
一
本
で
あ
る
（
紅
梅
文
庫
の
蔵
書
印
が
あ
る
た
め
本
稿
で
は
か
く
仮
称
し
て
お
く
が
、
該
書
が
日
高
氏
本
そ
の
も
の
で
あ
る
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か
ど
う
か
は
不
明
）。
ま
た
実
隆
文
明
本
と
は
三
条
西
実
隆
が
文
明
年
間
に
作
成
し
、
彼
の
最
初
の
家
本
と
な
っ
た
源
氏
物
語
の
こ
と
で
、

そ
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
は
前
稿
で
詳
述
し
て
お
い
た
（
３
）。
こ
れ
ま
で
散
逸
し
た
と
み
ら
れ
て
い
た
文
明
本（
な
い
し
は
、
池
田
の
言
う

日
高
氏
蔵
の
古
写
本
）の
ほ
ぼ
全
容
が
、
紅
梅
本
を
通
じ
て
再
現
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
一
）「
四
半
本
」「
六
半
本
」の
成
立
に
つ
い
て
、
研
究
史

　
　
（
二
）三
条
西
家
本
と「
六
半
本
」の
関
係
に
つ
い
て

　
　
（
三
）紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
の
紹
介

　
　

第
一
節　
「
四
半
本
」「
六
半
本
」の
成
立
に
つ
い
て
、
研
究
史

　
　
　
　
（
一
）池
田
亀
鑑
説

　

文
献
学
者
の
究
極
の
夢
は
原
本
の
再
建
に
あ
る
。
池
田
亀
鑑
は『
源
氏
物
語
大
成
』（
以
下
、『
大
成
』と
略
）の
な
か
で

青
表
紙
本
は
河
内
本
に
比
し
て
本
文
を
み
だ
り
に
改
め
ず
、
伝
来
の
ま
ま
に
尊
重
す
る
態
度
を
と
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
定
家
の

性
格
に
由
来
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
と
同
時
に
ま
た
父
俊
成
の
庭
訓
・
薫
陶
に
負
ふ
と
こ
ろ
も
多
い
で
あ
ら
う
。
古
人
の
言
に
よ

れ
ば
俊
成
の
本
と
定
家
の
本
と
の
間
に
は
さ
し
た
る
相
違
は
な
か
つ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
他
面
細
微
に
わ
た
つ
て
は
必
ず

し
も
同
一
で
な
か
つ
た
と
も
言
っ
て
ゐ
る
。（
七
七
頁
）
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と
し
て
、
河
内
本
に
対
す
る
青
表
紙
本
の
優
位
性
を
指
摘
し
、『
大
成
』校
異
篇
で
は「
純
粋
な
青
表
紙
本
本
文
」と
し
て
大
島
本
を
そ
の
底

本
に
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
池
田
文
献
学
が
青
表
紙
本
を
重
要
視
し
た
の
は
、
定
家
は
「
本
文
を
み
だ
り
に
改
め
ず
、
伝
来
の
ま
ま

に
尊
重
す
る
態
度
を
と
っ
て
ゐ
る
」
と
判
断
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
青
表
紙
本
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
紫

式
部
と
同
時
代
だ
っ
た
藤
原
行
成
自
筆
本（
俊
成
が
比
校
し
た
と
い
う
）へ
と
繋
が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ず
、
さ
ら
に
は
原
本
そ
の
も
の
に

ま
で
肉
薄
し
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
十
一
種
類
の
本
文
を
用
い
て
二
十
二
本
目
の
ま
っ
た
く
新
し
い
本
文
を
作
り

出
し
て
し
ま
っ
た
河
内
本
の
場
合
、
そ
の
可
能
性
は
完
全
に
断
た
れ
て
い
る
が
、
あ
る
一
本
を
忠
実
に
書
写
し
た
と
み
ら
れ
る
青
表
紙
本

な
ら
ば
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
は
皆
無
で
は
無
い
…
、
そ
ん
な〈
夢
〉が
根
底
に
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の〈
夢
〉を
喪
え
ば
、

青
表
紙
本
は
河
内
本
・
陽
明
文
庫
本
・
保
坂
本
と
い
っ
た
鎌
倉
期
諸
写
本
の
な
か
の
た
だ
の
一
本
に
過
ぎ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
先
ず
は
池
田
亀
鑑
の
説
く
青
表
紙
本
論
と
忍
耐
強
く
じ
っ
く
り
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
。
青
表
紙
本
に
つ
い
て
、
池
田
は

次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
青
表
紙
本
」と
い
ふ
の
は
、
藤
原
定
家
が
家
の
本
と
し
た
一
証
本
を
指
す
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
名
称
は
表
紙
の
色
に
よ
る
も
の
だ
ろ

う
。
但
し
青
表
紙
を
つ
け
た
の
は
少
し
時
代
が
下
り
、鎌
倉
時
代
の
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
は
な
か
ら
う
か
。「
青
表
紙
」

の
名
が
定
家
所
持
の
証
本
の
名
と
し
て
文
献
に
現
れ
る
の
も
ほ
ぼ
そ
の
頃
か
ら
で
、
源
氏
六
帖
抄
・
河
海
抄
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。

も
し
延
慶
両
卿
訴
陳
状
の
本
文
が
信
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
上
記
二
書
に
や
や
先
立
つ
と
い
へ
よ
う
。
…
（
４
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
青
表
紙
本
と
は
定
家
が
家
の
本
と
し
た
一
証
本
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
名
称
は
定
家
自
身
で
は
な
く
、
後
代
に
な
っ
て
、

し
か
も
後
補
の
青
色
表
紙
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
青
表
紙
本
に
関
す
る
池
田
説
の
要
点
を
稿
者
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な
り
に
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
一
）�定
家
に
と
っ
て〈
証
本
〉と
呼
べ
る
も
の
は
、
建
久
年
間
に
盗
ま
れ
た
本（
第
一
の
証
本
）と
元
仁
二
年
に
作
成
し
た
本（
第
二
の
証

本
）の
二
種
が
あ
っ
た
こ
と
。

　
（
二
）�第
一
の
証
本
を
喪
っ
て
元
仁
二
年
本
が
出
来
る
ま
で
の
約
三
十
年
間
、
定
家
の
家
に
源
氏
物
語
は
無
か
っ
た
こ
と
。

　
（
三
）�元
仁
二
年
本
こ
そ
は
後
に〈
青
表
紙
本
〉と
呼
ば
れ
る
本
で
あ
り
、こ
の
証
本
を
作
成
し
て
以
降
、定
家
は
そ
の
本
文
を
変
え
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

　
（
四
）�青
表
紙
本
の
原
本
が
僅
か
な
が
ら
現
存
し
て
お
り
、
そ
れ
は
前
田
尊
経
閣
文
庫
蔵
の
花
散
里
・
柏
木
、
保
坂
家
旧
蔵
の
早
蕨
、
関

戸
家
旧
蔵
の
行
幸
、
計
四
帖
で
あ
る
こ
と
。

　
（
五
）�青
表
紙
原
本
を
臨
模
し
た
も
の
に
東
海
大
学
蔵
明
融
臨
模
本
の
八
帖（
花
散
里
を
除
く
）、
青
表
紙
原
本
の
系
列
を
引
く
も
の
に
平

安
博
物
館
蔵
大
島
本
五
十
三
帖
が
あ
る
こ
と
。
な
か
で
も
冊
数
が
ま
と
ま
っ
て
現
存
す
る
大
島
本
こ
そ
は
最
良
の
青
表
紙
伝
本
で

あ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
→（
四
）（
五
）で
挙
げ
た
諸
本
は
書
型
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て「
四
半
本
」と
仮
称
す
る
。

　
（
六
）�定
家
は
古
人
の
研
究
を
集
大
成
す
る
意
思
を
も
っ
て
お
り
、
自
ら
も
勘
物
を
所
持
本
に
注
記
し
て
い
た
こ
と
。
こ
れ
が
〈
第
一
次

奥
入
〉で
あ
り
、（
四
）（
五
）の
諸
本
に
記
さ
れ
た
奥
入
も
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
。

　
（
七
）�第
一
次
奥
入
が
転
々
書
写
さ
れ
、
世
間
の
誹
謗
を
受
け
た
た
め
に
、
定
家
は
や
が
て
伊
行
注
そ
の
他
の
自
注
を
ま
と
め
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
帖
末
に
写
し
た
ろ
う
こ
と
。

　
（
八
）�そ
の
後
定
家
は（
七
）の
各
帖
勘
物
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
一
冊
の
自
筆
本
奥
入
を
作
成
し
、
奥
書
を
添
え
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た
。
そ
れ
は
出
家
後
の
こ
と
で
あ
り
、
元
仁
二
年
本
の
成
立
か
ら
数
え
る
と
、
八
年
以
上
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
。

そ
し
て
こ
の
奥
入
を〈
第
二
次
奥
入
〉と
見
な
す
こ
と
。

��（
九
）�第
二
次
奥
入
は
個
人
蔵
国
宝『
藤
原
定
家
自
筆
本
奥
入
』と
し
て
現
存
し
、
そ
こ
に
は
十
四
帖（
夕
顔
・
若
紫
・
蓬
生
・
松
風
・
玉
鬘
・

初
音
・
行
幸
・
真
木
柱
・
梅
枝
・
藤
裏
葉
・
柏
木
・
竹
河
・
早
蕨
・
蜻
蛉
）
の
物
語
本
文
末
尾
が
、
勘
物
と
共
に
切
り
取
ら
れ
て

い
る
こ
と
。
こ
れ
を「
残
存
本
文
」と
呼
ぶ
こ
と
。

　
　
　
　
　

�

→
本
稿
で
は
こ
の
残
存
本
文
お
よ
び
第
二
次
奥
入
の
台
座
と
な
っ
た
源
氏
物
語
本
文
を
、
枡
形
本
サ
イ
ズ
の
そ
の
書
型
か
ら「
六
半
本
」と
仮
称
す
る
。

　
（
十
）�（
九
）の「
残
存
本
文
」は
定
家
の
自
筆
で
は
無
く
、
書
風
・
字
体
・
仮
名
遣
い
か
ら
推
し
て
も
定
家
の
時
代
を
遡
る
と
は
認
め
が
た

い
こ
と
。
か
か
る
本
文
の
台
座
と
な
っ
た
本（「
六
半
本
」）は
、
元
仁
二
年
本（「
四
半
本
」）よ
り
後
の
筆
写
と
見
ら
れ
る
こ
と
。
た

だ
し
そ
こ
に
加
わ
っ
た
修
補
や
訂
正
は
定
家
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

　
（
十
一
）�（
九
）の「
残
存
本
文
」を
大
島
本
と
比
較
す
る
と
、
本
文
異
同
が
あ
る
こ
と
。

　
（
十
二
）�（
十
一
）の
異
同
は
、「
六
半
本
」が
青
表
紙
原
本
と
多
少
の
相
違
の
あ
っ
た
こ
と
、
既
に
他
本
と
接
触
し
、
本
文
の
混
成
を
生
じ

て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

な
お「
六
半
本
」と「
四
半
本
」と
の
前
後
関
係
を
述
べ
た（
十
）だ
が
、
池
田
は
昭
和
二
十
四
年
と
三
十
一
年
と
で
は
順
序
を
逆
に
捉
え
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
昭
和
二
十
四
年
で
は

元
来
定
家
自
身
の
注
は
、
家
本（
こ
れ
は
青
表
紙
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
も
の
で
あ
る
）の
巻
末
に
記
入
し
て
あ
っ
た

が
、
そ
の
本
を
他
人
に
貸
す
と
き
に
未
完
成
の
ま
ま
で
流
布
し
た
の
を
お
そ
れ
て
、
本
文
中
に
書
入
れ
て
あ
っ
た
旧
注
を
ま
と
め
て



― 43 ―

一〇五　　ふたつの定家本源氏物語と三条西家本

巻
末
に
転
載
し
、こ
れ
を
切
り
取
っ
て
別
の
一
冊
と
し
た
。（『
池
田
亀
鑑
選
集
三　

物
語
文
学
Ⅰ
』所
収「
定
家
の
源
氏
学
」三
八
三
頁
）

と
し
て「
六
半
本
」が
先
と
し
て
い
た
の
を
、
昭
和
三
十
一
年
に
な
る
と

今
右
十
四
帖（
稿
者
注
、「
六
半
本
」の
こ
と
）の
残
存
本
文
を
見
る
と
、
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
定
家
の
自
筆
で
は
な
く
、
そ
の
書
風
・

字
体
・
仮
名
遣
等
か
ら
推
し
て
も
定
家
の
時
代
を
遡
る
も
の
と
も
認
め
が
た
い
。
第
一
次
奥
入
は
家
中
の
小
女
等
を
し
て
書
か
し
め
、

定
家
自
ら
も
筆
を
執
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
本
は
そ
れ
よ
り
後
の
筆
写
に
か
か
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
但
し
こ
れ

に
つ
い
て
明
証
が
な
い
の
は
甚
だ
残
念
で
あ
る
。（『
大
成
』所
収「
資
料
と
し
て
の
第
二
次
残
存
本
文
」一
〇
四
頁
）

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
由
は
不
明
だ
が
、
こ
の
問
題
が
そ
れ
だ
け
池
田
を
悩
ま
せ
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
よ
う
。
お
そ
ら

く
問
題
を
難
し
く
し
た
こ
と
の
一
つ
に
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
定
家
自
身
の
説
明
が
、

　
　
　

Ⅰ　
『
明
月
記
』元
仁
二
年（
一
二
二
五
、四
月
二
十
日
に
嘉
禄
と
改
元
）二
月
十
六
日
の
記
事

　
　
　

Ⅱ　

個
人
蔵
国
宝『
藤
原
定
家
自
筆
本
奥
入
』に
記
さ
れ
た
奥
書

の
僅
か
二
つ
の
文
章
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
漢
文
で
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
文
章
が
、
そ
れ
自
体
様
々
な
解
釈
の
余
地
を
内
包
す

る
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
実
際
、
右
の
十
二
項
目
の
う
ち
の（
一
）
～
（
三
）は（
Ⅰ
）、（
六
）
～
（
十
二
）は（
Ⅱ
）を
読
み
解
い
て
の

判
断
で
あ
る
。
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定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
に
源
氏
物
語
に
関
す
る
記
事
は
ご
く
僅
か
し
か
な
い
が
、
そ
の
中
の
一
つ
が
（
Ⅰ
）
の
記
事
で
あ
る
。
当
時

六
十
四
歳
に
な
っ
て
い
た
定
家
が
、
そ
れ
ま
で
家
中
の
小
女
た
ち
に
書
写
さ
せ
て
き
た
源
氏
物
語
五
十
四
帖
が
遂
に
完
成
し
た
た
め
だ
ろ

う
、
各
冊
の
外
題
を
記
し
、
感
慨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
原
文
と
、
そ
れ
に
対
す
る
池
田
説
を
示
し
て
お
こ
う
。
な
お
原
文

に
は
任
意
に（
ａ
）
～
（
ｄ
）の
記
号
と
、
傍
線
を
振
っ
て
お
い
た
。

十
六
日　

天
又
陰
、夕
雨
降
、（
ａ
）自
去
年
十
一
月
、以
家
中
小
女
等
、令
書
源
氏
物
語
五
十
四
帖
、昨
日
表
紙
訖
、今
日
書
外
題
、（
ｂ
）

年
来
依
懈
怠
家
中
無
此
物〔
建
久
之
頃
被
盗
了
〕、（
ｃ
）無
証
本
之
間
、
尋
求
所
々
、
雖
見
合
諸
本
、
猶
狼
藉
未
散
不
審
、（
ｄ
）雖
狂
言
綺
語
、

鴻
才
之
所
作
、
仰
之
彌
堅
、
鑽
之
彌
堅
、
以
短
慮
寧
弁
之
哉
…
（
５
）

一　

定
家
の
許
に
証
本
と
す
べ
き
源
氏
物
語
の
完
本
が
あ
っ
た
こ
と

二　

建
久
年
間
に
そ
の
本
を
人
に
盗
ま
れ
た
こ
と

三　

そ
れ
以
後
嘉
禄
元
年
ま
で
の
三
十
余
年
間
、
家
の
証
本
と
な
す
べ
き
完
本
の
無
か
っ
た
こ
と

四　

�

去
年（
元
仁
元
年
）十
一
月
よ
り
、
家
中
の
小
女
等
を
し
て
五
十
四
帖
を
書
写
せ
し
め
、
昨
日
す
な
わ
ち
嘉
禄
元
年（
稿
者
注　

四
月

に
改
元
し
た
の
で
正
確
に
は
元
仁
二
年
）二
月
十
五
日
に
表
紙
を
つ
け
、
今
日
外
題
を
書
い
た
こ
と

五　

右
の
写
本
を
な
し
た
後
、
所
々
か
ら
本
を
借
り
て
比
校
し
た
が
、
未
だ
不
審
を
散
じ
得
な
い
部
分
の
残
っ
て
い
た
こ
と

　

ど
う
や
ら
池
田
は
〈
か
つ
て
定
家
の
家
に
証
本
は
あ
っ
た
、
そ
れ
が
盗
ま
れ
、
元
仁
二
年
に
新
た
な
写
本
を
作
っ
た
、
証
本
が
無
か
っ

た
の
で
そ
の
後
も
諸
本
を
比
校
し
た
が
、
や
は
り
不
審
は
晴
れ
な
か
っ
た
〉と
解
釈
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
問
題
は（
三
）と（
五
）で
あ
る
。
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こ
れ
は
日
記
の（
ｃ
）（
ｄ
）を
ま
と
め
た
も
の
の
よ
う
だ
が
、「
右
の
写
本
を
な
し
た
後
」と
あ
る
池
田
説
に
従
え
ば
、
定
家
は
外
題
を

書
い
た
十
六
日
の
日
記
に
、
後
日
の
活
動
ま
で
追
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
但
し
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
明
月
記
』
の
影
印
で
み
る
か
ぎ
り
、

こ
の
部
分
が
後
か
ら
の
追
記
と
い
う
感
触
は
得
ら
れ
ず
、
不
自
然
さ
は
否
め
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
阿
部
秋
生
は
次
の
よ
う
に
修
正

す
る
。定

家
が
、
あ
の
青
表
紙
本
と
思
わ
れ
る
証
本
を
作
っ
た
時
の
こ
と
は
、『
明
月
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
定
家
は
、

自
分
は
生
来
懈
怠
し
て
い
た
も
の
だ
か
ら
、
建
久
の
こ
ろ
所
持
し
て
い
た
本
を
盗
ま
れ
て
か
ら
三
十
年
ほ
ど
、
自
分
の
家
に
は
『
源

氏
物
語
』は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
昨
年
来
、
わ
が
家
の
女
、
小
女
た
ち
に『
源
氏
物
語
』を
書
写
さ
せ
て
来
た
が
、
ど
う
や
ら
出
来

て
外
題
を
書
く
と
こ
ろ
ま
で
来
た
と
言
う
。
そ
の
後
に
つ
づ
け
て
、「
無
証
本
之
間
、
尋
求
所
々
、
雖
見
合
諸
本
、
猶
狼
藉
未
散
不
審
」

と
そ
れ
ま
で
の
経
過
を
い
う
。（
６
）

　

阿
部
の
場
合
、
池
田
と
は
逆
に（
ｃ
）の
く
だ
り
を「
そ
れ
ま
で
の
経
過
」と
捉
え
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
池
田
説
の
時
間
的
な
不
整
合

は
解
消
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
右
に
ま
と
め
た
池
田
説
の
根
幹
は
、
青
表
紙
原
本
と
み
ら
れ
る
四
帖
の
発
見
、
明
融
本
柏
木
巻
が
青
表
紙
原
本
の

な
か
の
尊
経
閣
文
庫
蔵
藤
原
定
家
自
筆
柏
木
巻
の
臨
模
本
で
あ
っ
た
こ
と
の
発
見
、
青
表
紙
原
本
や
明
融
臨
模
本
八
帖
と
本
文
の
類
似
し

た
大
島
本
の
発
見
等
と
い
っ
た
具
体
的
な
物
証
に
よ
っ
て
強
固
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
理
論
に
基
づ
き
、
そ
の
実
証
と
し
て『
源

氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
校
異
篇
は
、
ま
さ
し
く
池
田
に
よ
る
、
原
本
へ
の
架
け
橋
と
も

な
り
う
る
可
能
性
を
秘
め
た
、
青
表
紙
本
の
復
元
と
い
う
壮
大
な
試
み
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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（
二
）池
田
説
に
対
す
る
従
来
の
諸
説　

　

以
上
、
池
田
説
の
要
点
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
、
以
下
か
ら
は
、
こ
れ
ら
十
二
項
目
に

対
し
て
そ
の
後
の
研
究
者
ら
が
提
出
し
て
き
た
代
表
的
な
異
論
を
紹
介
す
る
。

　

な
お
論
者
に
よ
っ
て
種
々
の
呼
び
名
が
交
差
し
て
い
て
紛
ら
わ
し
い
た
め
、
本
稿
で
は

現
存
す
る
定
家
本
を「
四
半
本
」「
六
半
本
」と
い
う
仮
称
を
用
い
て
ま
と
め
た
い
。
上
に
掲

げ
た
【
図
１
】
の
よ
う
に
、「
四
半
本
」
と
は
、
池
田
に
よ
っ
て
青
表
紙
原
本
と
認
定
さ
れ
た

定
家
自
筆
本
四
帖
・
明
融
臨
模
本
八
帖
・
大
島
本
五
十
三
帖
を
指
し
、「
六
半
本
」と
は『
定

家
自
筆
奥
入
』の
台
座
と
な
っ
た
本
文
を
い
う
。「
四
半
本
」は
大
半
の
巻
末
に
当
該
巻
の
勘

物
（
奥
入
）
を
有
す
る
が
、「
六
半
本
」
は
そ
の
後
定
家
に
よ
っ
て
巻
末
の
勘
物
が
切
り
取
ら

れ
、一
括
さ
れ
て
奥
入
の
み
別
冊
仕
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
池
田
は
前
者
掲
載
の
奥
入
を「
第

一
次
奥
入
」、
後
者
の
そ
れ
を「
第
二
次
奥
入
」と
し
た
。
だ
が
こ
の
順
序
に
つ
い
て
は
異
論

も
出
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
後
者
の
奥
入
は「
自
筆
本
奥
入
」と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
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片
桐
洋
一（
①
）「
も
う
一
つ
の
定
家
本「
源
氏
物
語
」」（「
中
古
文
学
」第
二
六
号
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
、
の
ち『
源
氏
物
語
以

前
』二
〇
〇
一
年
、
笠
間
書
院
所
収
） 

　

池
田（
三
）の〈
青
表
紙
原
本
作
成
以
後
、
定
家
は
そ
の
本
文
を
い
じ
ら
な
か
っ
た
〉と
す
る
部

分
や
、（
十
二
）の〈
四
半
本
と
六
半
本
と
の
本
文
異
同
は
、
後
に
写
さ
れ
た「
六
半
本
」に
他
本

の
本
文
が
混
成
し
て
入
っ
た
か
ら
で
あ
る
〉と
し
た
主
張
に
対
し
て
は
、片
桐
洋
一（
①
）が
真
っ

向
か
ら
異
議
を
唱
え
た
。
す
な
わ
ち
、「
四
半
本
」と「
六
半
本
」と
に
見
ら
れ
る
本
文
異
同
こ
そ

は
定
家
の
源
氏
物
語
本
文
が
展
開
・
変
化
し
て
い
た
こ
と
の
証
し
で
あ
る
と
し
て
、
む
し
ろ
後

に
作
成
さ
れ
た
だ
ろ
う「
六
半
本
」こ
そ
定
家
の
校
訂
本
文
の
決
定
版
で
あ
る
と
し
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
片
桐
は
、
二
つ
の
定
家
本
の
本
文
が
同
一
で
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
以
上
、
定

家
本
諸
本
を
研
究
し
て
唯
一
の
青
表
紙
原
本
を
復
原
す
る
現
在
の
試
み
が
如
何
に
不
毛
で
あ
る

か
を
指
摘
し
た
。
両
者
の
対
立
点
を
略
図
で
示
す
と
、
上
記
の
よ
う
に
な
る
。

　

池
田
文
献
学
に
よ
れ
ば
、〈
青
表
紙
本
は
不
審
な
箇
所
は
不
審
な
ま
ま
に
、
つ
ま
り
底
本
に

忠
実
に
書
写
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
〉
と
い
う
点
こ
そ
が
、
青
表
紙
本
最
大
の
特
色
で
あ
っ
た
。

恣
意
的
な
校
訂
を
抛
棄
し
た
と
い
う
見
通
し
故
に
、
青
表
紙
本
は
、
二
十
一
種
類
の
本
文
を
用

い
て
二
十
二
番
目
の
全
く
新
し
い
写
本
を
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
河
内
本
よ
り
も
、
平
安
時
代

の
古
写
本
に
近
い
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
青
表
紙
本
原
本
の
再
建
こ
そ
は
、
紫
式
部
の
原
本
へ

と
繋
が
っ
て
い
く
可
能
性
を
内
包
す
る
と
い
う
期
待
値
が
あ
り
、
そ
の
分
だ
け
、
青
表
紙
本
が
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ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
た
河
内
本
よ
り
文
献
学
的
に
は
優
れ
た
本
文
で
あ
る
こ
と
の
、
理
論
的
な
根
拠
に
も
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
、
い
わ
ば
池
田
文
献
学
の
根
幹
を
支
え
る
大
き
な
支
柱
に
対
し
て
、
和
歌
研
究
者
と
し
て
古
今
集
や
伊
勢
物
語
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

定
家
本
を
扱
っ
て
き
た
片
桐
は
、
本
文
校
訂
を
放
棄
し
た
定
家
の
姿
な
ど
想
像
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
四
半
本
」が
元
仁
二
年
の
成

立
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
あ
と（
出
家
後
）に
で
き
た
ろ
う
と
い
い
、
な
お
か
つ
実
際
に「
四
半
本
」と
は
本
文
を
異
に
し
た「
六
半
本
」が
存

在
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
事
実
を
客
観
的
に
判
断
す
る
な
ら
ば
、「
六
半
本
」こ
そ
定
家
の
最
終
本
文
と
み
な
す
べ
き
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　

源
氏
文
献
学
の
金
字
塔
と
謳
わ
れ
、
ほ
ぼ
定
説
と
ま
で
化
し
て
い
た
池
田
文
献
学
に
対
す
る
こ
の
反
論
は
、
極
め
て
鮮
烈
で
、
そ
れ
以

降
の
新
た
な
潮
流
を
呼
び
覚
ま
す
契
機
と
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
片
桐
は
「
四
半
本
」「
六
半
本
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ふ
た
つ

の
奥
入
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
せ
ず
、
両
本
の
成
立
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
も
、
池
田
説
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
上
で
の
反
論
に
留
ま
っ

て
い
た
。

山
脇
毅（
②
）「
書
評
・
池
田
亀
鑑
博
士
編
著『
源
氏
物
語
大
成
』」（「
国
語
と
国
文
学
」昭
和
三
二
年
七
月
）

待
井
新
一（
③
）「
源
氏
物
語『
奥
入
』成
立
考
―
『
定
家
小
本
』と
の
関
連
に
つ
い
て
―
」（「
国
語
と
国
文
学
」昭
和
三
五
年
二
月
）

待
井
新
一（
④
）「『
源
氏
物
語
』と『
奥
入
』
―
二
つ
の
提
案
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
和
歌
文
学
新
論
』一
九
八
二
年
、
明
治
書
院
）

　

池
田（
六
）（
八
）で
説
か
れ
た
ふ
た
つ
の
奥
入
の
成
立
順
序
に
つ
い
て
は
、
山
脇
毅（
②
）や
待
井（
③
）ら
が
、
池
田
説
に
反
論
し
た
。

ふ
た
つ
の
奥
入
は
、
片
や「
四
半
本
」帖
末
に
記
さ
れ
、
片
や「
六
半
本
」か
ら
切
り
取
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
本
文
の
成

立
問
題
に
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
例
え
ば
山
脇（
②
）は
ふ
た
つ
の
奥
入
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
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定
家
は
枡
形
の
写
本
を
座
右
に
置
い
て
、
他
本
に
よ
っ
て
訂
正
を
加
へ
、
又
巻
末
に
注
を
書
い
て
居
た
、
之
を
書
本
と
し
て
元
仁

元（
マ
マ
）年
二
月
に
清
書
し
た
の
が
青
表
紙
本
で
あ
る
。

����と
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
奥
入
を
有
す
る
物
語
本
文
の
成
立
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
山
脇
は「
六
半
本
」が「
四
半
本
」

の
書
本
と
な
っ
た
こ
と
。
奥
入
も
自
筆
本
奥
入
の
方
が
先
に
成
立
し
、
切
り
取
り
の
時
間
的
な
前
後
は
不
明
な
も
の
の
、
定
家
は
自
筆
本

奥
入
を
も
と
に
青
表
紙
原
本
の
奥
に
転
記
し
た
り
、
小
紙
片
に
書
い
て
該
当
箇
所
に
貼
り
付
け
た
の
だ
ろ
う
と
説
い
た
の
だ
っ
た
。

　

一
方
待
井
新
一（
③
）は
、
自
筆
本
奥
入
の
成
立
を
山
脇
よ
り
も
長
い
ス
パ
ン
で
捉
え
直
し
て

い
た
。
奥
入
の
内
部
考
証
と
定
家
の
備
忘
録
的
な
書
き
付
け
で
あ
る
と
こ
ろ
の『
定
家
小
本
』の

分
析
に
よ
り
、
山
脇
説
を
次
の
よ
う
に
修
正
・
補
強
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
諸
本
を
参
看
し
て
校
訂
作
業
を
始
め
て
い
た
定
家
は
、
そ
の
傍
ら『
定
家
小
本
』の
如
き
形
態

に
お
い
て
平
素
覚
え
書
き
を
と
り
、
妥
当
性
を
検
討
し
つ
つ
、
枡
形
本
の
帖
末
に
注
記
し
て

い
っ
た
。
や
が
て
校
訂
作
業
を
ひ
と
ま
ず
終
了
し
、
家
の
証
本
を
つ
く
っ
た
。
そ
の
際
か
或
い

は
や
や
後
に
な
っ
て
か
、
各
帖
末
に
自
己
の
集
成
し
た
勘
物
を
も
、
推
敲
を
加
え
て
書
写
さ

せ
た
。
か
く
て
全
帖
整
備
さ
れ
た
青
表
紙
証
本
は
秘
蔵
さ
れ
た
が
、
他
人
か
ら
借
覧
を
乞
わ

れ
余
儀
な
く
枡
形
本
の
方
を
貸
し
た
。
す
る
と
帖
末
の
勘
物
ま
で
書
写
さ
れ
、広
範
囲
に
亘
っ

て
伝
播
し
誹
謗
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
勘
物
を
切
り
取
り
一
帖
に
仕
立
て
直
し
た
〉
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と
。
山
脇
同
様
に
自
筆
本
奥
入
か
ら「
四
半
本
」の
奥
入
が
生
じ
た
と
し
た
も
の
の
、
自
筆
本
奥
入
に
は
そ
の
後
も
定
家
の
増
補
訂
正
が
加

わ
り
、そ
れ
が
奥
入
の
最
終
案
と
な
っ
た
ろ
う
と
修
正
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
待
井（
④
）に
な
る
と
、『
異
本
紫
明
抄
』に
見
え
る「
定
家
釈
」

「
定
家
卿
釈
」「
難
義
」
な
ど
の
注
記
は
、
奥
入
の
成
立
と
深
く
関
わ
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
奥
入
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と

を
加
え
て
い
る
。

　

た
だ
し
物
語
本
文
に
関
し
て
は
、
待
井（
③
④
）は
一
貫
し
て
同
じ
立
場
を
保
持
し
て
い
る
。
定
家
は
元
仁
二
年
の
清
書（「
四
半
本
」）を

以
て
本
文
校
訂
作
業
を
終
了
し
た
と
し
て
、
以
後「
六
半
本
」に
は
た
だ
勘
物
の
み
が
増
注
さ
れ
、
や
が
て
切
り
取
ら
れ
て
い
っ
た
ろ
う
と

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
物
語
本
文
に
つ
い
て
は
池
田
説
を
支
持
し
た
理
由（
具
体
的
に
は「
残
存
本
文
と
大
島
本
本
文
と
の
不
一

致
問
題
」）に
つ
い
て
、
待
井（
④
）は『
明
月
記
』元
仁
二
年
の
定
家
の
述
懐「
…
雖
狂
言
綺
語
、
鴻
才
之
所
作
、
仰
之
彌
堅
、
鑽
之
彌
堅
、

以
短
慮
寧
弁
之
哉
…
」（
狂
言
綺
語
と
雖
も
、
鴻
才
の
な
す
と
こ
ろ
、
之
を
仰
げ
ば
彌
よ
堅
く
、
之
を
き
れ
ば
彌
よ
堅
し
。
短
慮
を
以
て

寧
ろ
之
を
弁
ぜ
ん
や
）
を
読
む
限
り
、
定
家
に
は
も
は
や
こ
れ
以
上
本
文
校
訂
を
試
み
る
つ
も
り
は
無
か
っ
た
よ
う
だ
と
読
み
取
り
、
更

に
は
、「
四
半
本
」と「
六
半
本
」と
の
本
文
異
同
は
、
定
家
自
筆
と
さ
れ
て
い
る「
柏
木
」や「
早
蕨
」と
の
比
較
に
於
い
て
は
成
立
し
て
い
な

い（
換
言
す
れ
ば
、「
六
半
本
」の
残
存
本
文
を
、
青
表
紙
原
本
の
代
用
と
し
て
大
島
本
と
比
較
す
る
か
ら
異
同
が
生
じ
た
に
過
ぎ
な
い
）と

指
摘
し
た
う
え
で
、
仮
に
異
同
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
元
仁
二
年
以
前
に「
六
半
本
」に
加
え
ら
れ
た
校
訂
と
、
元
仁
二
年
の「
四

半
本
」成
立
時
に
な
さ
れ
た
校
訂
と
の
相
違
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
い
る
。
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一〇五　　ふたつの定家本源氏物語と三条西家本

小
笠
原
一（
⑤
）「
定
家
自
筆
本
に
お
け
る
撥
音
表
記
―
『
奥
入
』を
中
心
と
し
て
―
」（「
國
學
院
雑
誌
」昭
和
五
一
年
一
〇
月
）

池
田
利
夫（
⑥
）「
藤
原
定
家
の
撥
音
識
別
表
記
確
立
と
崩
壊
」（「
国
語
と
国
文
学
」一
九
九
五
年
三
月
、
の
ち『
源
氏
物
語
回
廊
』

　
　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
九
年
、
笠
間
書
院
刊
に
収
録
） 

　
（
十
）で
池
田
亀
鑑
は「
四
半
本
」の
後
に「
六
半
本
」が
筆
写
さ
れ
た
と
し
た
が
、
こ
の
両
本
の

特
色
お
よ
び
成
立
の
前
後
に
関
し
て
は
様
々
な
異
論
が
興
っ
た
。
ま
ず
表
記
法
の
観
点
か
ら
大

き
な
爆
弾
を
投
下
し
た
の
が
、
池
田
利
夫（
⑥
）で
あ
る
。
池
田
利
夫
は
、
定
家
本
に
お
け
る
撥

音
表
記
の
様
相
を
三
期
に
分
類
し
た
小
笠
原
説（
⑤
）を
更
に
発
展
さ
せ
、
定
家
本
に
お
け
る
撥

音
便
表
記
法
の
変
遷
か
ら
次
の
よ
う
な
分
析
を
の
べ
た
。

１�
定
家
が
「
あ
る
年
代
に
限
っ
て
は
平
仮
名
文
献
に
お
け
る
撥
音
識
別
表
記
に
、
細
心
の

注
意
を
払
っ
て
峻
別
を
実
行
し
た
」こ
と
。

２「
実
行
し
た
年
代
の
上
限
・
下
限
と
も
に
お
ぼ
ろ
な
の
は
残
念
」で
あ
る
こ
と
。

３�

定
家
が「
ほ
と
ん
ど
無
原
則
に〈
ん
〉表
記
と
の
併
用
に
立
ち
至
っ
た
時
期
は
、
嘉
禄
二

年
、
六
十
五
歳
の
四
月
か
ら
、
前
節
に
示
し
た
拾
遺
集
の
天
福
元
年
、
七
十
二
歳
八
月

ま
で
の
七
年
ほ
ど
の
間
に
限
定
さ
れ
る
」こ
と
。

４�「
小
笠
原
氏
も
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、
国
宝
の
柏
木
一
帖
が
自
筆
部
分（
四
九
丁
あ
る
う

ち
初
め
の
十
一
丁
ウ
五
行
目
ま
で
）に〈
む
・
ん
〉を
混
在
さ
せ
て
い
る
」こ
と
。
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５�

よ
っ
て
「
こ
れ
が
嘉
禄
元
年
（
稿
者
注
、
す
な
わ
ち
元
仁
二
年
）、
六
十
四
歳
の
二
月
十
六
日
に
完
成
し
た
と
明
月
記
が
伝
え
る
書

写
本
で
は
あ
る
ま
い
」こ
と
。

　

そ
れ
ま
で
誰
も
異
を
唱
え
な
か
っ
た
元
仁
二
年
青
表
紙〈
四
半
本
〉成
立
説
に
対
し
、
撥
音
便
表
記
法
の
面
か
ら
初
め
て
持
ち
上
が
っ
た

反
論
で
あ
り
、
大
い
に
注
目
に
値
し
よ
う
。
前
頁
に
掲
げ
た
表
は
、
池
田
論
文（
⑥
）中
に
提
示
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
表
を
稿
者
が
任
意
に
合

体
さ
せ
た
も
の（
な
か
に
空
欄
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
）だ
が
、
実
に
明
快
な
統
計
結
果
で
あ
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
池
田（
⑥
）自
身
も
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
峻
別
し
て
い
た
時
期
の
上
限
・
下
限
を
何
時
に
お
く
か
は
、
非
常
に
曖

昧
な
の
で
あ
る
。
池
田
は
冷
泉
家
蔵
嘉
禄
二
年
古
今
和
歌
集（
全
冊
定
家
書
写
）に
お
い
て〈
む
・
ん
〉の
表
記
法
が
峻
別
さ
れ
、
出
家
以
後
、

冷
泉
家
旧
蔵
・
安
藤
積
産
合
資
会
社
蔵
天
福
本
拾
遺
和
歌
集（
全
冊
定
家
書
写
）に
な
る
と
そ
の
区
別
が
無
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
嘉

禄
二
年
を
混
用
開
始
の
上
限
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
年
を
以
て
す
っ
ぱ
り
と
分
断
で
き
る
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

第
一
、
歌
学
の
家
に
お
け
る
勅
撰
集
の
書
写
を
、
物
語
の
そ
れ
と
全
く
同
列
に
考
え
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
、
書
写
時
の
緊
張
感
が
ま

る
で
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
あ
る
。
撥
音
表
記
が
峻
別
さ
れ
て
い
た
勅
撰
集（
古
今
集
）書
写
の
僅
か
一
年

前（
厳
密
に
は
二
年
前
か
）、
し
か
も
五
十
四
帖
と
い
う
実
に
大
部
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら「
家
小
女
」ら
と
の
共
同
書
写
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
源
氏
物
語
の
書
写
に
お
い
て
定
家
が〈
む
・
ん
〉を
混
在
さ
せ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
一
つ
を
根
拠
に「
四
半
本
」の

成
立
を
嘉
禄
元
年
時
の
も
の
で
は
な
い
と
断
定
で
き
る
の
か
、
整
然
と
し
た
統
計
結
果
に
は
賛
嘆
し
つ
つ
も
そ
の
表
の
読
み
取
り
方
に
お

い
て
、
稿
者
に
は
一
抹
の
不
安
が
拭
い
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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一〇五　　ふたつの定家本源氏物語と三条西家本

加
藤
洋
介（
⑦
）「
青
表
紙
本
源
氏
物
語
目
移
り
攷
」（「
国
語
国
文
」七
〇-

八
号
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）、

加
藤
洋
介（
⑧
）「
青
表
紙
本
源
氏
物
語
の
目
移
り
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」四
四-

五
、一
九
九
九
年
四
月
）

渋
谷
栄
一（
⑨
）「
定
家
自
筆
本『
奥
入
』所
収「
源
氏
物
語
」本
文
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
古
文
学
』五
一
、一
九
九
三
年
五
月
））

渋
谷
栄
一（
⑩
） 「
藤
原
定
家
と『
源
氏
物
語
』校
訂（
二
）
―
定
家
自
筆
本『
奥
入
』所
載「
源
氏
物
語
」巻
尾
本
文
に
お
け
る
仮
名
遣
訂
正
―
」

（『
日
本
文
学
論
究
』五
十
二
、一
九
九
七
年
三
月
）

渋
谷
栄
一（
⑪
） 「
藤
原
定
家
と『
源
氏
物
語
』校
訂
―
定
家
自
筆
本『
奥
入
』所
載「
源
氏
物
語
」巻
尾
本
文
に
お
け
る
本
文
校
訂
―
」

　
　
　
　
　
　
　
（『
日
本
文
学
の
伝
統
と
創
造
』教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
七
年
） 

��������������������������������

　

一
方
、
加
藤
洋
介（
⑦
）は
、
青
表
紙
諸
本
間
に
お
け
る
目
移
り
に
よ
る
脱
文
箇
所
の
分
析
か
ら
、
こ
の
問
題
に
参
入
し
た
。
す
な
わ
ち
、

現
在
青
表
紙
本
系
と
さ
れ
る
諸
本
の
な
か
に
は
、
定
家
筆
本
系（
本
稿
の
い
う「
四
半
本
」）に
の
み
共
通
す
る
脱
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
同

本
が
現
存
す
る
す
べ
て
の
青
表
紙
諸
本
の
原
本
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
。
目
移
り
の
字
数
か
ら
み
て「
四
半
本
」（
加
藤
は
こ
れ
を

青
表
紙
本
と
す
る
）
は
そ
れ
と
は
形
態
の
異
な
る
六
半
本
か
ら
書
写
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
。
青
表
紙
諸
本
は
い
ず
れ
も
定
家
の
許
に
あ
っ

た
一
本（
草
稿
本
な
い
し
は
校
合
本
）か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
定
家
筆
本（「
四
半
本
」）は
そ
の
中
で
も
か
な
り
後
に
成
立
し
た
一
本
と
思

わ
れ
る
、
と
ま
と
め
て
い
る
。

　

加
藤
の
場
合
、
元
仁
二
年
に
成
立
し
た
本
が
ど
れ
か
、「
あ
る
一
冊
」が
具
体
的
に
ど
ち
ら
を
指
す
か
、
具
体
的
な
言
及
は
回
避
し
て
い

る
も
の
の
、
行
間
を
よ
め
ば
、
彼
が「
六
半
本
」か
ら「
四
半
本
」へ
の
流
れ
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
更
に
加
藤（
⑧
）で

は
、「
四
半
本
」は〈
か
な
り
後
に
成
立
し
た
一
本
で
あ
る
〉と
し
た
自
身
の
結
論
が
、
自
筆
本
奥
入
が
先
行
す
る
と
い
う
説
や
、
池
田（
⑥
）
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が
示
す
よ
う
な
「
四
半
本
の
成
立
時
期
と
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
」
と
ま

で
断
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
「
四
半
本
」
の
成
立
を
元
仁
二
年
よ
り
も
も
っ
と
後
だ
と
仄
め

か
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。　

　

こ
れ
に
対
し
て
、
渋
谷
栄
一
は
（
⑨
）
で
、
奥
入
に
抄
出
・
引
用
さ
れ
た
源
氏
物
語
物
語

本
文
を
分
析
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
が
有
異
の
独
自
異
文
を
も
つ
こ
と
等
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

「
六
半
本
」の
残
存
本
文
は「
定
家
の
校
訂
途
上
の
比
較
的
早
い
段
階
に
お
け
る
別
本
的
性
格

を
混
じ
え
る
本
文
」だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
、（
⑩
）で
は
、
但
し「
六
半
本
」の
残
欠
本

文
は
定
家
の
校
訂
に
よ
っ
て
定
家
仮
名
遣
い
と
し
て
一
貫
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、更
に（
⑪
）で
は
、残
存
本
文
と
青
表
紙
諸
本
と
の
本
文
異
同
の
結
果
か
ら
、「
六

半
本
」に
お
け
る
定
家
の
校
訂
跡
は「
長
期
に
亘
る
校
訂
過
程
」を
示
し
て
お
り
、「
四
半
本
」

は
そ
の
途
中
段
階
で
書
写
さ
れ
た
ろ
う
こ
と
。
但
し
「
六
半
本
」
が
定
家
の
最
終
本
文
を
示

す
の
で
は
な
く
、「
四
半
本
」は
成
立
後
、
内
部
で
校
訂
を
重
ね
て
い
っ
た
た
め
に「
六
半
本
」

と
の
異
同
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

加
藤
も
渋
谷
も
共
に「
六
半
本
」か
ら「
四
半
本
」へ
の
流
れ
を
想
定
し
て
い
る
が
、「
四
半

本
」の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
渋
谷
が
元
仁
二
年
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
加
藤
は
具
体
的
な
年
号
は
避
け
た
が
、
か
な
り
晩
年
に
な
っ

て
、
と
し
て
い
る
点
で
対
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。
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一〇五　　ふたつの定家本源氏物語と三条西家本

佐
々
木
孝
治（
⑫
）「
二
つ
の「
定
家
本
源
氏
物
語
」の
再
検
討
―
「
大
島
本
」と
い
う
窓
か
ら
二
種
の
奥
入
に
及
ぶ
―
」（
中
古
文

　

学
会
関
西
部
会
編『
大
島
本
源
氏
物
語
の
再
検
討
』二
〇
〇
九
年
、
和
泉
書
院
）

��������������������������������

　

こ
れ
に
対
し
て
書
誌
学
か
ら
の
視
点
も
導
入
し
て
、
加
藤
説
を
更
に
鮮
明
に
推
し
進
め

た
の
が
、
佐
々
木
孝
治（
⑨
）で
あ
る
。
先
行
説
を
承
け
て「
六
半
本
」か
ら「
四
半
本
」へ
の

流
れ
を
支
持
し
た
彼
は
、
更
に
一
歩
す
す
め
て
、
元
仁
二
年
に
成
立
し
た
の
は
「
六
半
本
」

の
可
能
性
が
強
い
と
主
張
し
た
。
既
に
仄
め
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
実
際

に
元
仁
二
年
の『
明
月
記
』の
記
事
を「
六
半
本
」に
結
び
付
け
た
の
は
佐
々
木
が
最
初
か
と

思
わ
れ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、「
六
半
本
」の
残
存
本
文（
本
行
部
分
）は
す
べ
て
女
手
で
、
尊
経
閣
文
庫
蔵

柏
木
巻
の
右
筆
書
写
部
分
と
は
随
分
お
も
む
き
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は

「
家
中
小
女
等
」に
書
写
さ
せ
た
と
い
う『
明
月
記
』の
記
事
と
も
合
致
す
る
。
だ
が
そ
の
一

方
で
気
に
な
る
点
が
な
い
で
も
な
い
。

　

例
え
ば
『
明
月
記
』
の
記
事
は
建
久
年
間
に
盗
ま
れ
て
以
来
三
十
余
年
ぶ
り
に
、
よ
う
や

く
家
の
証
本
が
で
き
た
と
い
う
感
慨
を
綴
っ
た
も
の
だ
が
、「
六
半
本
」
が
こ
の
時
の
も
の

だ
と
す
る
と
、
池
田
利
夫
が『
自
筆
本
奥
入
』の
本
文
料
紙
に
つ
い
て「
紙
質
・
厚
薄
・
寸
法
に
い
さ
さ
か
の
相
違
が
あ
る
」（
７
）と
報
告
し

て
い
る
点
が
気
に
か
か
る
。
三
条
西
家
の
揃
い
本
の
場
合
は
紙
質
が
均
等
だ
が
、
定
家
の
家
本
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
日
記
の
な
か
の
「
雖
狂
言
綺
語
、
鴻
才
之
所
作
、
仰
之
彌
堅
、
鑽
之
彌
堅
、
以
短
慮
寧
弁
之
哉
」
の
解
釈
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。

池
田
亀
鑑
や
待
井（
④
）な
ど
は
こ
の
文
言
を
も
っ
て
、
よ
う
や
く
完
成
し
た
家
本
に
対
し
て
、
定
家
は
、
疑
問
は
疑
問
と
し
て
本
文
は
そ

の
ま
ま
に
、
校
訂
す
る
意
思
は
無
か
っ
た
よ
う
だ
と
読
み
解
い
て
い
た
が
、「
六
半
本
」に
は「
四
半
本
」に
比
べ
て
か
な
り
の
訂
正
加
筆
が

加
わ
っ
て
お
り
、日
記
の
文
言
か
ら
承
け
る
イ
メ
ー
ジ
が
実
際
の「
六
半
本
」と
大
部
か
け
離
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
に
対
し
て
佐
々

木
は「
こ
う
し
た
書
き
ぶ
り
は
定
家
の
常
套
文
句
の
様
な
も
の
で
、必
要
以
上
に
深
読
み
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
」と
釘
を
さ
し
て
い
る
。

　

で
は「
四
半
本
」に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
佐
々
木
は
、「
四
半
本
」の
な
か
の
柏
木
・
早
蕨（
池
田
亀
鑑
に
よ
っ
て
青
表
紙
原
本
と
さ
れ
た

伝
本
）と
、「
六
半
本
」と
の
間
に
は
異
同
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、も
と
も
と
両
本
は
か
な
り
近
い
本
文
を
有
し
て
い
た
と
し
た
上
で
、

「
四
半
本
」は
定
家
の
七
十
才
代
に
家
の
証
本
と
す
る
為
に
清
書
さ
れ
た
、
更
に
い
う
な
ら
ば「
自
筆
本
奥
入
」の
奥
書
が
記
さ
れ
た
期
間
中

に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
（
三
）本
稿
の
立
場

　

従
来
の
諸
説
を
、
特
に「
六
半
本
」と「
四
半
本
」と
の
先
後
関
係
を
中
心
に
ま
と
め
て
み
た
の
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。
こ
の
表
で
は
池
田

（
⑥
）加
藤（
⑦
⑧
）渋
谷（
⑨
⑩
）な
ど
は
割
愛
し
た
が
、
こ
の
三
氏
も
ま
た
待
井
・
佐
々
木
と
同
様
に「
六
半
本
」か
ら「
四
半
本
」へ
の
流
れ

を
想
定
し
、
か
つ
最
終
稿
で
あ
る「
四
半
本
」を
も
っ
て
定
家
の
証
本
す
な
わ
ち
青
表
紙
本
と
み
て
お
り
、
ど
う
や
ら
こ
の
あ
た
り
で
も
池

田
亀
鑑
説
は
昭
和
の
研
究
者
等
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

　

す
る
と
問
題
は
、
そ
の
草
稿
本
と
な
っ
た
「
六
半
本
」
の
成
立
を
何
時
の
時
点
に
お
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
は
、『
自
筆

本
奥
入
』
本
文
料
紙
を
再
調
査
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
光
行
本
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
定
家
が
家
本
と
光
行
本
（
平
瀬
家
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本
横
笛
巻
奥
書
に
よ
れ
ば
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
に
は
本
文
書
写
後
の
校
合
を
完
了
し
た

よ
う
で
あ
る
）と
を
校
合
す
る
よ
う
厳
命
し
た
と
い
う
阿
波
文
庫
本『
原
中
最
秘
抄
』の
奥
書
を

ど
う
解
釈
す
る
か
等
、
気
が
か
り
な
点
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
の
明
言
は
控
え
た
い
。

と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
諸
説
を
承
け
て
青
表
紙
本
に
対
す
る
稿
者
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
（
一
）定
家
本
は
校
訂
本
文
で
あ
る
こ
と
。

　
　
（
二
）草
稿
本（「
六
半
本
」）を
も
と
に
、あ
る
時
期
、清
書
本（「
四
半
本
」）が
で
き
た
こ
と
。

　
　
（
三
）�「
六
半
本
」と「
四
半
本
」と
は
か
な
り
近
い
本
文
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
加
藤（
⑦
）

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
異
同
が
皆
無
で
は
無
か
っ
た
こ
と
。

　
　
（
四
）�巻
末
を
切
り
取
ら
れ
て
以
後
、「
六
半
本
」は
補
修
さ
れ
て「
四
半
本
」と
も
ど
も
定

家
の
家
に
伝
わ
っ
た
ろ
う
こ
と
。
お
そ
ら
く
「
四
半
本
」
は
家
の
証
本
と
し
て
秘
蔵

し
て
お
き
、
断
り
切
れ
な
い
貴
顕
か
ら
の
借
用
依
頼
に
つ
い
て
は
補
修
後
の「
六
半

本
」で
対
応
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
（
五
）�定
家
の
没
後
、「
六
半
本
」は『
自
筆
本
奥
入
』と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
貸
し
出
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
。

　
　
（
六
）�「
四
半
本
」と「
六
半
本
」に
は
共
に
定
家
の
筆
が
入
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
青
表
紙
本
と
し
て
後
世
に
伝
わ
っ
て

い
っ
た
ろ
う
こ
と
。
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右
の
六
項
目
の
う
ち
、（
五
）（
六
）に
つ
い
て
は
別
稿（
注
１
参
照
）で
述
べ
た
の
で
、
本
稿
で
は（
一
）に
つ
い
て
の
み
補
強
し
て
お
く
。

　

個
人
蔵
国
宝『
藤
原
定
家
自
筆
本
奥
入
』の
奥
書
に
は
、「
六
半
本
」か
ら
奥
入
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
一
冊
に
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、

定
家
自
身
の
筆
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

此
愚
本
、
求
数
多
旧
手
跡
之
本
、
抽
彼
是
用
捨
、
短
慮
所
及
、
雖
有
琢
磨
之
志
、
未
及
九
牛
之
一
毛
、
井
蛙
之
浅
才
寧
及
哉
。
只
可

招
嘲
弄
、
纔
雖
有
勘
加
事
、
又
是
不
足
言
、
未
及
尋
得
、
以
前
依
不
慮
事
之
悪
徒
、
此
本
披
露
於
華
夷
、
遐
邇
門
々
戸
々
書
写
、
預

誹
謗
云
々
、
雖
後
悔
無
詮
、
懲
前
事
、
毎
巻
奥
所
注
付
僻
案
切
出
、
為
別
紙
之
間
、
歌
等
多
切
失
了
、
旁
難
堪
恥
辱
之
外
無
他
、
向

後
可
停
止
他
見
。
非
人
桑
門
明
静

　

冒
頭
の
傍
線
部「
此
愚
本
、求
数
多
旧
手
跡
之
本
、抽
彼
是
用
捨
」を
奥
入
部
分
の
み
な
ら
ず
物
語
本
文
部
分（
す
な
わ
ち「
六
半
本
」全
体
）

に
ま
で
拡
げ
て
解
釈
す
れ
ば
、
定
家
は
こ
こ
で
校
訂
本
文
を
作
っ
た
こ
と
を
自
ら
明
言
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以

下
理
由
を
述
べ
る
。

　

第
一
に
「
此
愚
本
」
の
く
だ
り
を
奥
入
部
分
に
限
定
し
て
捉
え
る
見
方
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
は
未
だ
切
り
取
る
以
前
の
こ
と
、

則
ち
物
語
本
文
と
巻
末
の
奥
入
と
が
一
体
に
な
っ
て
い
た
時
の
事
件
を
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
愚
本
」は
物
語
本
文
と
奥
入
と
を
含
ん

で
の
発
言
と
解
釈
で
き
る
こ
と
。

　

第
二
に「
求
数
多
旧
手
跡
之
本
、
抽
彼
是
用
捨
」の
く
だ
り
だ
が
、「
用
捨
」と
は
本
文
校
訂
を
意
味
す
る
と
解
釈
で
き
る
こ
と
。
な
ぜ
な

ら
ば『
明
月
記
』安
貞
元
年
十
月
十
三
日
条
に

　
　
　

日
来
給
置
源
氏
二
部
、
返
上
室
町
殿〔
以
家
本
粗
見
合
用
捨
其
詞
〕
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と
あ
り
、
こ
の
例
な
ど
は
、「
室
町
殿
」（
九
条
道
家
）
か

ら
預
か
っ
て
い
た
源
氏
物
語
二
部
に
、
元
仁
二
年
に
成
立

し
た
家
本
を
も
っ
て
校
合
し
、
室
町
殿
の
本
文
を
必
要
に

応
じ
て
「
用
捨
」（
つ
ま
り
校
訂
し
た
）
と
解
釈
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

　

第
三
に
、「
六
半
本
」
の
残
存
本
文
中
に
定
家
自
筆
の
訂

正
・
加
筆
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
例
え
ば
、
上
に

掲
げ
た
初
音
の
影
印
で
み
て
み
よ
う
。
①
行
目
は
途
切
れ

て
読
め
な
い
。
残
存
本
文
へ
の
加
筆
は
、
②
行
目
の
行
頭

「
た
ひ
て
」
の
傍
書
「
万
（
ま
）」、
③
行
目
行
頭
「
と
无
」
の

「
无
」に「
毛（
も
）」と
重
ね
書
き
。
同
じ
く
③
行
目「
給
へ

る
」の「
給
」に
一
部
加
筆（
あ
る
い
は
汚
れ
か
）。
④
行
目

「
こ
ひ
て
」の「
て
」を
太
い
二
本
線
で
抹
消
。「
ゆ
る
へ
る
」

の「
へ
」、「
を
と
ゝ
の
へ
」の「
へ
」に
一
部
加
筆
。
⑤
行
目

に
加
筆
は
な
く
、
⑥
行
目「
心
」の
上
に
黒
点
、
そ
の
下
に

補
入
記
号
と
「
け
さ
う
」
の
傍
書
、
同
じ
く
⑥
行
目
「
給
ら

无
」の「
无
」に「
む
」と
重
ね
書
き
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
墨
の
色
や
字
形
か
ら
、
他
筆
者
が
書
写
し
た
本
行
に
対
し
て
定
家
が
筆
を
加
え

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

復
刻
日
本
古
典
文
学
館
『
源
氏
物
語
奥
入
』
初
音
巻
影
印
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さ
ら
に
⑥
行
目
の
補
入「
。
け
さ
う
」は
、
同
じ
く
定
家
の
筆
の
よ
う
だ
が
、「
心
」の
上
に
加
え
ら
れ
た
黒
点
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ

ま
で
の
訂
正
加
筆
と
は
墨
色
が
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
残
欠
本
文
全
体
に
引
か
れ
た
抹
消
線
と
同
じ
、
薄
く
淡
い
色
あ
い
で
あ
る
。
因

み
に
此
の
く
だ
り
、『
大
成
』を
も
と
に
残
存
本
文「
奥
」・
明
融
本「
明
」・
紅
梅
本「
紅
」を
加
え
る
と
、
諸
本
は
次
の
よ
う
に
分
布
す
る
。

　

イ　

心
け
さ
う
…
池
慈
横
書
肖
紅
三
明

　

ロ　

心（
。
け
さ
う
）
…
奥
・〔
大
〕

　

ハ　

け
さ
う
…
（
御
大
飯
宮
尾
鳳
）〔
麦
阿
〕

　

ニ　

心
…
〔
保
〕

　
　
　
　
　
＊
河
内
本
諸
本
の
略
号
に
は（　

）別
本
に
は〔　

〕印
を
か
ぶ
せ
て
い
る
。
＊
大
島
本
初
音
は
別
本
。

　

こ
れ
を
み
る
に
、
当
初
は「
心
」か「
け
さ
う
」に
別
れ
て
い
た
本
文
が
、
青
表
紙
諸
本
に
よ
っ
て「
心
け
さ
う
」な
る
第
三
の
本
文
が
生
じ
、

そ
の
淵
源
が
自
筆
本
奥
入
に
残
る「
六
半
本
」だ
っ
た
、
と
は
よ
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
定
家
は
、
光
行
本
等
の「
け
さ
う
」と
の
み
あ
る
本
文

に
接
し
て
そ
の
時
は「
六
半
本
」の
本
行「
心
」の
頭
に
点
を
う
ち
、
後
に「（
。
け
さ
う
）」を
加
え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、「
六
半
本
」に
は
時
期
を
異
に
し
た
定
家
の
訂
正
加
筆
が
数
多
く
加
わ
っ
て
い
る
。
か
か
る「
六
半
本
」を
も
と
に

「
四
半
本
」（
青
表
紙
本
）が
清
書
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
青
表
紙
本
を
し
て〈
定
家
が
あ
る
一
本
を
忠
実
に
書
写
さ
せ
た
も

の
〉と
は
到
底
認
知
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　

第
二
節　
「
六
半
本
」と
三
条
西
家
本

　

青
表
紙
本
に
は
、
も
と
も
と「
奥
入
」が
記
さ
れ
て
あ
っ
た
、
こ
れ
は
後
代
の
読
者
に
と
っ
て
も
通
念
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
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と
え
ば『
孟
津
抄
』『
岷
江
入
楚
』『
源
氏
弁
引
抄
』に
は
三
条
西
実
枝
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

伊
行
か
し
た
る
奥
入
に
そ
ら
こ
と
書
加
へ
て
青
表
紙
の
奥
に
書
入
ら
れ
た
る
を「
奥
入
」と
名
付
け
る
そ
。
此
青
表
紙
は
定
家
よ
り
為

氏
ま
て
伝
り
た
る
を
、
あ
る
時
為
氏
見
く
た
ひ
れ
て
、
こ
の
本
を
枕
に
し
て
そ
と
ま
と
ろ
ま
れ
た
る
を
、
為
氏
の
継
母
阿
仏
の
見
付

て
、
家
本
を
聊
爾
に
す
る
と
為
家
卿
へ
訴
へ
て
取
返
さ
れ
た
る
と
也
。
其
後
又
為
氏
卿
へ
返
し
つ
か
は
さ
れ
け
る
か
、
阿
仏
和
讒
に

て「
奥
入
」を
は
き
り
出
し
て
物
か
た
り
の
本
斗
為
氏
へ
返
さ
れ
た
と
い
ひ
つ
た
へ
た
る
そ
、
此
事
三
光
院
内
府
の
物
か
た
り
に
て
侍

き
。�

�
�

�
�

�
�

�

　
　
（『
岷
江
入
楚
』「
諸
本
異
同
」項
）（
８
）

　

阿
仏
和
讒
云
々
は
と
も
か
く
、〈
青
表
紙
に
は
も
と
も
と
は
物
語
本
文
の
最
後
に「
奥
入
」が
付
い
て
い
た
が
、
そ
の
あ
と「
奥
入
」の
み

切
り
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
〉と
い
う
認
識
は
、『
自
筆
本
奥
入
』の
識
語
と
も
合
致
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。（
と
は
い
え
、
実
枝
が『
自
筆

本
奥
入
』
を
直
接
披
見
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
定
家
の
識
語
を
読
ん
で
い
れ
ば
、
阿
仏
和
讒
等
の
話
な
ど
出
て

く
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
）。

　

そ
の
た
め
だ
ろ
う
か
、三
条
西
家
で
は
源
氏
物
語
を
作
成
す
る
時
、「
奥
入
」を
別
冊
仕
立
て
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
実

隆
公
記
』（
９
）に
、

大
永
元
年（
一
五
二
一
）

　

十
月
十
六
日　

源
氏
本
悉
出
現
、
自
愛
々
々
。

　

十
月
二
十
二
日　

召
大
工
令
作
源
氏
箱
。
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十
二
月
二
日　

源
氏
箱
、
外
居
等
令
塗
之
。

大
永
三
年（
一
五
二
三
）

　

六
月
九
日　

粟
屋
右
京［
元
隆
］源
氏
所
望
事
、
庭
田
今
日
申
遣
之
。

　

六
月
十
日　

�

奥
入
表
紙
出
現
、
昨
夕
到
来
。
今
日
書
銘
入
箱
。
同
薫
衣
香
十
袋
、
帥

遣
粟
屋
右
京
亮
。
其
趣
調
書
状
、
同
入
箱

遣
之
、
伝
粟
屋
孫
四
郎［
勝
春
］。

と
あ
る
。
大
永
元
年
十
月
、
実
隆
は
三
度
目
と
な
る
家
本
を
完
成
さ
せ
て
お
り
、
大
永
三
年
に
そ
の
転
写
本
を
希
望
し
た
粟
屋
元
隆
に
、

「
奥
入
」一
冊
・
薫
衣
香
等
を
箱
に
入
れ
、
粟
屋
勝
春
経
由
で
届
け
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
日
本
大
学
図
書
館
蔵
三
条
西
家
本
の
成
立
に
関

す
る
記
事
に

享
禄
四
年（
一
五
三
一
）

　

四
月
十
三
日　

源
氏
至
竹
河
巻
表
紙
出
現
、
宇
治
十
帖
、
奥
入
又
遣
了
。

　

四
月
二
十
九
日　

奥
入
并
伊
勢
物
語
表
紙
出
来
、
自
愛
。

と
あ
る
。
現
在
日
大
本
に「
奥
入
」は
付
い
て
い
な
い
が（
散
逸
し
た
も
の
か
）、
実
隆
の
日
記
か
ら
見
る
限
り
、
当
初「
奥
入
」は
別
冊
仕
立

て
で
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
書
陵
部
本
・
吉
川
本
・
日
大
本
・
蓬
左
文
庫
本
な
ど
三
条
西
家
諸
本
と
評
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
枡
形

本
で
、
か
つ
各
巻
末
に「
奥
入
」は
付
い
て
い
な
い
。
彼
ら
は
、「
奥
入
」が
切
り
出
さ
れ
た
状
態
、
そ
れ
が
あ
る
時
期
以
降
の
青
表
紙
原
本
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の
姿
だ
と
認
識
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
三
条
西
実
隆
は
「
青
表
紙
正
本
」（
書
陵
部
蔵
奥
書
）

「
青
表
紙
正
本
箒
木
」（『
実
隆
公
記
』）
な
ど
と
接
触
し
た
と

述
べ
て
い
る
が
、
彼
が
接
触
で
き
た
の
は
本
稿
が
い
う
と
こ

ろ
の「
六
半
本
」だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
確
か
め
る
べ

く
、『
自
筆
本
奥
入
』に
残
る「
六
半
本
」の
残
存
本
文
と
の
異

同
を
調
査
し
て
み
た
。
上
に
掲
げ
た【
表
１
】が
そ
の
結
果
で

あ
る
。

　
　
　
　

凡
例

一
、�

現
存
す
る「
六
半
本
」の
残
存
本
文
と
重
な
る
青
表
紙
原
本
は「
行
幸
」「
柏
木
」「
早

蕨
」の
三
帖
だ
が
、「
行
幸
」に
つ
い
て
は　

玉
上
琢
爾『
源
氏
物
語
評
釈
』を
利
用
し
、

他
は
す
べ
て
複
製
・
影
印
な
い
し
は
原
本
で
確
認
し
た
。

二
、�「
君
」「
き
み
」
と
い
っ
た
漢
字
平
仮
名
に
よ
る
相
違
は
、
読
み
が
対
立
す
る
懸
念
が

無
い
限
り
採
ら
な
か
っ
た
。

三
、�「
ゐ
」「
い
」、「
む
」「
ん
」、「
さ
い
さ
う
」「
さ
い
し
や
う
」
と
い
っ
た
仮
名
遣
い
に

よ
る
相
違
は
異
同
と
し
て
採
用
し
た
。

四
、�

明
融
本
は「
柏
木
」の
み
桃
園
文
庫
蔵
の
臨
模
本
で
、
の
こ
り
は
山
岸
文
庫
本
で
あ
る
。

五
、�

底
本
と
し
た「
六
半
本
」に
つ
い
て
は
、
定
家
の
訂
正
加
筆
後
の
本
文
を
用
い
た
。
対

校
し
た
諸
本
に
つ
い
て
は
各
々
訂
正
前
と
訂
正
後
に
分
け
て
統
計
を
と
っ
た
。
但
し

傍
書
が
異
文
表
記
だ
っ
た
場
合
に
は
本
行
の
み
で
比
較
し
、
大
島
本
若
紫
巻
の
最

終
丁
に
つ
い
て
も
書
風
の
変
化
と
み
て
、
訂
正
前
か
ら
の
本
文
と
し
て
扱
っ
た
。
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こ
の【
表
１
】を
分
析
す
る
前
に
、【
表
２
】と
、
そ
れ
を

グ
ラ
フ
化
し
た【
表
３
】で
全
体
像
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
十
四
帖
の
な
か
で
も
本
文
の
残
留
度
合
い
（
文
字

数
）が
高
か
っ
た
の
は
、柏
木（
二
一
三
字
）・
松
風（
一
四
四

字
）・
夕
顔
（
一
一
七
字
）
だ
が
、
文
字
数
の
割
に
こ
の
三

帖
に
お
け
る
諸
本
間
の
異
同
数
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

　

残
存
文
字
数
に
対
し
て
異
文
発
生
率
が
高
か
っ
た
の

は
、
玉
鬘（
１
6
・
6
％
）・
梅
枝（
９
・
０
％
）・
蜻
蛉（
８
・

０
％
）・
蓬
生（
７
・
９
％
）・
若
紫（
5
・
４
％
）等
で
、
逆

に
低
か
っ
た
の
は
早
蕨（
１
・
２
％
）・
夕
顔（
１
・
７
％
）・

行
幸（
2
・
2
％
）と
な
っ
て
い
る
。
全
体
平
均
が
４
・
４
％

だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
青
表
紙
原
本
と
さ
れ
て
き

た
行
幸
・
柏
木
・
早
蕨
に
お
け
る
異
文
発
生
率
は
ど
れ
も

平
均
を
下
回
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　　

全
体
像
を
確
認
し
た
上
で
【
表
１
】
の
分
析
に
入
る
が
、

次
の【
表
４
】は【
表
１
】か
ら
訂
正
前
の
対
校
諸
本
を「
六
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半
本
」
と
比
較
し
た
結
果
だ
け
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
訂
正
前
と
訂
正
後
と
で
統
計

を
別
に
し
た
の
は
、
例
え
ば
大
島
本
初
音
巻
は
別
本
と
認
定
さ
れ
、『
大
成
』で
も
当
該
巻
の

底
本
は
池
田
本
に
代
え
ら
れ
て
い
る
が
、
大
島
本
初
音
巻
の
「
大
半
の
書
入
れ
は
底
本
の
別

本
を
青
表
紙
本
に
よ
っ
て
校
合
し
た
結
果
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
な
ど
も
出
て
い
る
か
ら
で

あ
る（
10
）。

　

そ
こ
で
訂
正
前
の
諸
本
を「
六
半
本
」と
比
較
し
て
み
る
と
、
十
四
帖
全
体
で
本
文
異
同
は

五
五
例
確
認
で
き
た
が
、
異
同
数
が
最
も
低
い
の
は
や
は
り
青
表
紙
原
本（「
四
半
本
」、【
表

４
】で
は「
定
家
本
」と
記
載
）で
、
異
同
は
柏
木
巻
の
次
の
一
例
の
み
だ
っ
た
。

　
　
　

と
し
ふ
る
め
き
た
る
も
と

さ
へ

定
家
本
で
は
連
綿
で
記
し
た「
る
も
」の
間
に「
と
」を
小
書
き
し
て
お
り
、
明
融
臨
模
本
は
こ

れ
に
補
入
記
号
を
付
し
て
脇
に「
と
」と
書
い
て
い
る（
臨
模
本
の
補
入
記
号
と
傍
書
の
墨
色

は
本
行
と
同
じ
）。
但
し
訂
正
後
の
本
文
で
み
る
と
、「
六
半
本
」と
の
異
同
は
解
消
さ
れ
、「
四

半
本
」の
な
か
の
定
家
本
三
帖
と「
六
半
本
」間
の
異
同
は
皆
無
と
い
う
結
果
に
な
る
。

　

こ
の
定
家
本
を
除
け
ば
、
肖
柏
本（
一
六
）・
紅
梅
本（
一
四
）・
日
大
本（
一
八
）と
い
っ
た
三
条
西
家
諸
本
の
方
が
、
大
島
本（
二
〇
）や

明
融
本（
二
九
）よ
り
も「
六
半
本
」と
の
異
同
数
が
少
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
就
中
紅
梅
本
の
異
同
数
が
最
も
少
な
い
よ
う
で
あ

る
。



― 66 ―

　

だ
が
紅
梅
本
の
蓬
生
巻
は
欠
本
と
な
っ
て
お
り
、【
表
２
】に
よ
れ
ば
蓬
生
は
平
均
よ
り
も
異
同
発
生
率
が
高
い
巻
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
平
等
を
期
す
た
め
に
蓬
生
巻
を
省
い
た
結
果
は
と
み
て
る
と
、
異
同
総
数
は
五
〇
と
な
り
、
諸
本
の
異
同
数
も
減
少
し

た
も
の
の
、
や
は
り「
六
半
本
」と
の
異
同
数
が
少
な
い
の
は
大
島
本
よ
り
も（
肖
・
紅
・
日
）と
い
っ
た
三
条
西
家
諸
本
の
方
で
あ
り
、
紅

梅
本
が
最
低
値
で
あ
る
こ
と
に
変
化
は
無
か
っ
た（【
表
４
】Ⅱ
参
照
）。

　

な
お
大
島
本
若
紫
巻
の
巻
末
本
文
は
そ
の
最
末
部
、
す
な
わ
ち
丁
を
代
え
て
物
語
本
文
の
最
終
丁（
五
九
丁
表
）に
あ
た
る
次
の
四
行

心
や
す
く
う
ち
ふ
る
ま
ひ
へ
た
て
な
き
さ
ま
／
に
ふ
し
お
き
な
と
ハ
え
し
も
す
ま
し
き
／
を
こ
れ
ハ
い
と
さ
ま
か
ハ
り
た
る
か
し
つ

き
／
く
さ
な
り
と
お
も
ほ
い
た
め
り

が
、
そ
れ
ま
で
の
本
行
と
は
別
筆
の
よ
う
で
あ
る
。
当
初
は
後
代
の
補
写
か
と
思
っ
た
が
、
藤
本
孝
一
「
大
島
本
源
氏
物
語
の
書
誌
的
研

究
」
に
よ
れ
ば
（
11
）、
こ
れ
と
同
筆
と
み
ら
れ
る
も
の
に
「
宿
木
一
帖
の
み
を
書
い
た
書
写
者
と
脇
注
朱
書
書
入
の
奥
入
の
一
部
や
付
箋
の

筆
写
」
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
い
、
最
終
丁
に
な
っ
て
書
写
者
が
変
わ
り
、
か
つ
書
法
も
変
え
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
。
そ
し
て
な
ぜ
そ
の

よ
う
な
処
理
を
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
例
え
ば
蓮
華
王
院
経
蔵
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
伝
紀
貫
之
自
筆
土
佐
日
記（
巻
子
本
）を
定
家
が
枡
形

本
に
書
写
し
た
際
、
底
本
の
面
影
を
伝
え
る
べ
く
そ
の
一
部
を
枡
形
本
の
奥
に
臨
模
し
て
い
た
よ
う
に
、
定
家
本
若
紫
も
ま
た
親
本
の
書

風
を
臨
模
し
て
お
り
、
大
島
本
は
そ
れ
を
尊
重
し
て
書
法
を
変
え
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
四
行
を
後
代
の
補
写
と
み
れ
ば
、
訂
正

前
の
大
島
本
の
異
同
数
は
更
に
跳
ね
上
が
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
当
該
丁
の
隠
し
丁
付
の
様
態
が
そ
の
前
後
と
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
、

こ
の
最
終
本
文
の
後
に
は
更
に
奥
入
が
続
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
当
該
丁
の
紙
質
に
つ
い
て
解
題
で
は
特
に
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
影
印
で

み
た
限
り
で
は
同
じ
よ
う
に
み
え
る
こ
と
等
か
ら
、
本
稿
で
は
大
島
本
書
写
当
初
か
ら
の
も
の
と
判
断
し
、
訂
正
前
の
本
文
と
し
て
処
理
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し
て
お
い
た
。

　

な
お
こ
の
四
行
中
に
お
け
る
奥
入
残
存
本
文（「
六
半
本
」）と
の
異
同
は
、
文
末
の「
お
も
ほ
い
た
め
り
」の
み
で
、
当
該
箇
所
に
お
け
る

諸
本
の
異
同
状
況
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

イ
お
ほ
い
た
め
り
…
奥
・
書
・
紅
・
三

ロ
お
も
ほ
ひ
た
め
り
…
肖
・
大
・
明

　
　
　
　
　
　
（
＊
但
し
肖「
お
も
ほ
ひ
た
め
り
」大「
お
も
ほ
い
た
め
り
」明「
思
ほ
ひ
た
め
り
」）

　

藤
本
説
に
従
っ
て
こ
の
四
行
を
定
家
本（「
四
半
本
」）に
お
け
る
書
写
の
様
態
を
写
し
た
も

の
と
み
る
な
ら
ば
、
定
家
の「
六
半
本
」と「
四
半
本
」と
は
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
対
立
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て【
表
４
】に
よ
れ
ば
、
訂
正
以
前
の
本
文
で「
六
半
本
」と
比
較
し
た
場
合
、
大
島
本
よ

り
は（
肖
・
紅
・
日
）と
い
っ
た
三
条
西
家
本
の
方
が
異
同
数
が
少
な
く
、
な
か
で
も
最
も
異

同
数
が
少
な
か
っ
た
の
は
紅
梅
本
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
訂
正
後
の
本
文
で
比
較

し
た
結
果（
上
の【
表
５
】）を
み
る
と
状
況
は
変
化
す
る
。（
Ⅰ
）の
段
階
で
は
紅
梅
本
が
最
低

値
だ
っ
た
も
の
の
、
蓬
生
巻
を
外
し
た（
Ⅱ
）に
な
る
と
、
大
島
本
・
肖
柏
本
・
紅
梅
本
が
横

一
列
に
並
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
数
値
か
ら
み
る
と
、
大
島
本
は
当
初
の「
四
半
本
」か
ら
、
訂
正
に
よ
っ
て「
六
半
本
」へ
と
近
づ
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
も

生
じ
よ
う
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
確
認
す
べ
く
、
個
々
の
事
例
を
み
て
い
き
た
い
。
例
え
ば
残
存
本
文
に
該
当
す
る
大
島
本
の
本
文
中
、
訂

正
は
三
例
、
統
計
に
は
加
え
な
か
っ
た
が
異
文
表
記
が
一
例
あ
る
。
次
に
そ
れ
ら
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
は
じ
め
に
奥
入
の
残
存
本
文
、
そ

の
下
に
大
島
本
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
＊
印
を
付
し
て
大
島
本
の
訂
正
に
関
す
る
説
明
を
加
え
て
お
い
た
。

ａ
あ
ま
り
―
あ
さ（
ま
）り　
＊
夕
顔
巻
。
大
島
本
の
訂
正
は
朱
筆

ｂ
心（
。
け
さ
う
）
―
心（
。
け
さ
う
）＊
初
音
巻
。
大
島
本
は
補
入
の
右
下
に
擦
り
消
し
の
跡（「
イ
■
」■
文
字
、
か
す
れ
て
読
め
な
い
）が
あ
る

ｃ
お
き
つ
な
み
―
奥
津
ふ
ね（
傍
書「
定
本
波
と
あ
り
」）＊
真
木
柱
巻
、
傍
書
は
朱
筆
に
よ
る
異
文
表
記

ｄ
た
な
ゝ
し
を
ふ
ね
―
（
。
た
）な
ゝ
し
を
ふ
ね　

＊
真
木
柱
巻

　

大
島
本（
ａ
）の
訂
正
は
、
該
書
に
句
点
・
鉤
点
・
濁
点
な
ど
を
施
し
た
朱
筆
と
同
筆
で
あ
る
。
本
行
の
文
字
が「
左（
さ
）」か「
万（
ま
）」

か
紛
ら
わ
し
か
っ
た
た
め
に
、
朱
筆
で
本
行
を
消
し
て「
ま
」と
訂
正
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
（
ｂ
）は
前
節
で
も
取
り
上
げ
た
例
だ
が
、
こ
の
前
後
、
大
島
本
は

　
　
　
　
　
　

御
方

く
心
つ
か
ひ
い
た
く
し
つ
ゝ
心
。け
さ
うを

つ
く
し
給
ら
む
か
し（
大
島
本
）

と
な
っ
て
い
る
。
本
行
の「
心
」だ
け
で
も
文
意
は
充
分
に
通
じ
る
と
こ
ろ
を
、
わ
ざ
わ
ざ「
け
さ
う
」が
補
入
さ
れ
、
し
か
も
傍
書
の
下
に

は
擦
り
消
し
の
跡（
も
と
の
字
は
墨
筆
で「
イ
■
」）が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

イ
■
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（
ｃ
）（
ｄ
）
に
つ
い
て
は
、

は
上
の
画
像
を
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
。（
ｄ
）
は
画
像

③
行
目
、
墨
筆
で
本
行
に
補

入
記
号
を
付
し
、「
多
（
た
）」

と
傍
書
し
て
い
る
が
、
こ
の

傍
書
に
鉤
点
を
打
っ
て
上
辺
余
白
に「
堀
江
こ
く
」と
引
き
歌
を
示
し
た
の
が
朱
筆
、
そ
の
同
じ
朱
筆
が
②
行
目
脇
の（
ｃ
）「
定
本
波
と
あ

り
」の
異
文
表
記
を
施
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
大
島
本
に
は
そ
の
あ
と
更
に
墨
筆
で
、「
棚
」の
振
り
漢
字
と
、
引
き
歌
に
は「
古

今
」の
出
典
名
が
加
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、（
ｃ
）で
い
う「
定
本
」と
は
無
論「
定
家
本
」と
い
う
意
味
で
あ
り
、
実
際「
六
半

本
」（
自
筆
本
奥
入
）で
は「
お
き
つ
な
み
」と
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
統
計
結
果
の
み
な
ら
ず
具
体
的

な
事
例
か
ら
み
て
も
、
大
島
本
は「
六
半
本
」の
系
列
を
ひ
い
た
本
文
で
も
っ
て
校
合
・
訂
正
を
加
え
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
想
定
で
き

る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
本
稿
の
ね
ら
い
は
三
条
西
家
本
で
あ
る
。
書
陵
部
本
を
除
い
た
三
条
西
家
本
の
諸
本
が「
六
半
本
」の
本
文
に
親
し
か
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
就
中
紅
梅
本
が
最
も
近
似
し
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
紅
梅
本
と
は
ど
う
い
う
本
文
な
の
か
、
最

後
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

財
団
法
人
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
『
大
島
本
源
氏
物
語
』
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第
三
節　

紅
梅
文
庫
旧
蔵
本

　
　
　
　
（
一
）書
誌

・
紺
無
地
三
帙
入
り
。
帙
題
簽
に「
源
氏
物
語〔
三
条
西
実
隆
本
伝
写
／
足
利
末
期
古
写
本
〕全
五
十
三
帖
の
内　

上（
中
・
下
）帙
」と
あ
り
、
そ

の
筆
跡
か
ら
、
月
明
荘
で
誂
え
た
帙
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
但
し
五
十
三
帖
と
あ
る
が
、
実
際
は
五
十
二
帖
で
、
蓬
生
と
若
菜
上
を
欠

き
、
総
角
は
元
禄
十
三
年
の
後
補
で
あ
る
。

・
列
帖
装
。
四
孔
。
も
と
の
綴
糸
は
紺
色
か
。
ほ
か
に
後
補
と
み
ら
れ
る
白
・
紫
糸
も
混
じ
る
が
、
少
な
か
ら
ざ
る
帖
が
綴
糸
の
切
れ
た

ま
ま
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

・
表
紙
寸
法
、
桐
壺
の
場
合
縦
１
８
．
０
×
横
１
８
．
４
糎
。
六
半
本
で
全
冊
ほ
ぼ
同
じ
。

・
全
冊
、
紺
無
地
紙
表
紙
で
中
央
に
紅
色
書
題
簽
を
押
す
。
桐
壺
の
場
合
、
題
簽
寸
法
は
縦
１
０
．
８
×
横
２
．
５
糎
で「
き
り
つ
ほ
」と

巻
名
の
み
を
墨
書
す
る
が
、
他
も
同
様
。
題
字
は
総
角
巻
以
外
は
一
筆
。
ま
た
総
角
以
外
の
各
冊
に
は
後
見
返
し
等
に
、
巻
序
と
巻
名
を

墨
書
し
た
付
箋
を
も
つ
。
こ
れ
は
題
簽
を
押
す
前
の
心
覚
え
と
思
わ
れ
る
。

・
本
文
料
紙
は
楮
斐
漉
き
交
ぜ
で
、
全
冊
同
じ
。
総
角
巻
も
日
焼
け
の
度
合
い
が
少
な
い
だ
け
で
あ
る
。

・
全
冊
前
遊
紙
一
丁
を
お
い
て
二
丁
表
よ
り
書
写
し
、
片
面
一
〇
行
、
和
歌
の
書
式
は
改
行
一
字
下
げ
の
分
か
ち
書
き
で
、
後
続
の
地
の

文
が
そ
の
ま
ま
続
く
形
式
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
後
遊
紙
も
大
半
は
一
、二
丁
で
、
最
大
で
も
三
丁
（
玉
鬘
と
夢
浮
橋
の
み
）
で
収
ま
っ
て

い
る
。
書
式
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
、
列
帖
装
だ
が
無
駄
な
後
遊
紙
を
置
か
ず
に
す
ん
で
い
る
点
で
、
親
本
も
同
じ
く
六
半
本
で
、
片
面

一
〇
行
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

・
冒
頭
部
分
を
確
認
し
た
限
り
で
は
、
全
冊
青
表
紙
本
系
。
但
し
各
帖
巻
末
に
奥
入
は
無
い
。
ま
た
朱
墨
両
筆
に
よ
る
句
点
・
鉤
点
・
本
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文
訂
正
・
異
文
表
示
、
稀
に
読
み
仮
名
や
注
記
が
加
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
加
筆
は
総
角
巻
を
除
く
全
冊
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
か

な
り
早
期
か
ら
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

・
夢
浮
橋
の
奥
に

　
　
　
　

　
　
　
　

此本
云物

語
五
十
四
帖
以
侍
従
大
納
言
実
―
卿

　
　
　
　

自
筆
本
上
﨟
局〔
法
雲
院
／
左
大
臣
女
〕手
自
被
書

　
　
　
　

写
者
也
深
秘
不
可
遣
他
所
而
已

　
　
　
　

明
応
四
年
六
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

李
部
王
判

の
本
奥
書
が
あ
る
。
明
応
四
年（
一
四
九
五
）時
点
で
の「
侍
従
大
納

言
実
―
卿
」
は
三
条
西
実
隆
、「
李
部
王
」
と
は
伏
見
宮
邦
高
親
王
の

こ
と
。
ま
た「
法
雲
院
／
左
大
臣
」と
は
、
文
明
十
三
年
十
二
月
か
ら

一
年
ほ
ど
左
大
臣
を
拝
し
た
の
ち
に
出
家
し
た
今
出
川
教
季
の
こ
と

で
、お
そ
ら
く
は
伏
見
宮
邦
高
親
王
妃
と
な
っ
た
と
い
う
彼
の
娘
が
、

奥
書
に
言
う「
上
﨟
局
」の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

・
ま
た
後
補
と
み
ら
れ
る
総
角
巻
の
奥
に
は

　
　
　
　

此
壱
帖
或
人
依
／
所
望
書
写
了
／
元
禄
十
三
年
四
月
日

東
京
古
書
会
『
古
典
籍
展
観
大
入
札
会
目
録
』
平
成
廿
八
年
よ
り
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権
中
納
言
隆
真（
一
二
四
丁
裏
）

と
あ
り
、
一
二
五
丁
表
に「
油
小
路
中
納
言
殿
」と
墨
書
し
た
付
箋
を
貼
付
す
る
。
こ
の
付
箋
が
示
す
よ
う
に「
権
中
納
言
隆
真
」と
は
油
小

路
中
納
言
隆
真
の
こ
と
だ
ろ
う
。『
公
卿
補
任
』に
よ
れ
ば
、
当
時
四
一
才
、
従
二
位
権
中
納
言
で
あ
る
。
ま
た『
京
都
名
家
墳
墓
録
』に
よ

れ
ば
（
12
）、
彼
は
前
大
納
言
隆
貞
卿
の
子
。
寛
文
六
年
侍
従
に
補
さ
れ
て
叙
爵
し
、
元
禄
十
六
年
に
権
大
納
言
、
寛
永
二
年
に
正
二
位
に

叙
さ
れ
た
が
、
享
保
十
四
年
病
の
た
め
民
部
卿
を
辞
し
、
同
年
閏
九
月
に
七
十
歳
で
薨
去
し
た
と
い
い
、
そ
の
碑
文
に
は「
…
天
資
寛
柔
、

克
孝
克
慈
、
敬
以
事
上
、
又
能
愛
物
、
素
諳
朝
廷
典
拠
、
問
有
従
学
者
、
諄
々
告
諭
、
常
好
読
書
、
写
字
、
得
乃
考
之
筆
法
…
」
と
記
さ

れ
た
と
い
う
。�

・
行
幸
巻
に
「
栄
雅
女
一
位
殿
と
申
／
筆
に
て
候
と
京
山
田
／
久
海
被
申
候
／
〔
川
勝
宗
久
は
一
位
殿
よ
り
古
て
前
カ
あ
と
也
〕」（〔
〕
部
分
、
後
筆
）
の

付
箋
が
夾
ま
れ
て
い
る
。
古
筆
家
に
よ
る
正
式
な
極
め
で
は
無
く
、
走
り
書
き
の
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
該
書
が
女
筆
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
山
田
久
海
や
川
勝
宗
久
と
い
っ
た
古
筆
家
等
の
意
見
を
心
覚
え
に
メ
モ
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

・
蔵
書
印
は「
紅
梅
文
庫
」（
単
郭
朱
文
方
印　

前
田
善
子
）の
み
。

　
　
　
　
（
二
）実
隆
文
明
本
と
の
関
係

　
『
実
隆
公
記
』は
実
隆
が
二
十
才
を
迎
え
た
文
明
六
年
正
月
一
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
隆
が
初
め
て
自
ら
の
源

氏
本
を
書
写
し
終
え
た
の
は
文
明
十
七
年（
一
四
八
五
）の
時
だ
っ
た
よ
う
で
、
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

閏
三
月
二
十
一
日　

源
氏
物
語
五
十
四
帖
書
写
之
功
、
今
日
終
之
。
周
備
壱
千
万
、
令
自
愛
者
也
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こ
の
時
に
完
成
し
た
実
隆
本
を
本
稿
で
は〈
文
明
本
〉と
呼
ん
で
い
る
。
当
該
本
に
つ
い
て
は
前
稿
で
詳
述
し
た
た
め
本
稿
で
は
略
述
す
る

に
と
ど
め
る
が
（
13
）、
写
し
始
め
た
の
は
文
明
十
三
年
頃
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
時
に
実
隆
三
十
一
才
、
官
は
権
中
納
言
で
侍
従
を

兼
ね
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
七
日
後
の
閏
三
月
二
十
八
日
に
は
、
宗
祇
や
肖
柏
を
自
邸
に
招
い
て
源
氏
物
語
の
講
義
を
受
け（「
午
後
招
宗

祇
、
肖
柏
同
来
。
源
氏
物
語
葵
巻
読
之
」）、
以
後
こ
の
講
義
は
翌
年
六
月
十
八
日
ま
で
、
約
十
五
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
続
く
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く
文
明
本
は
こ
の
講
義
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
講
義
中
は
肖
柏
も
自
身
の
源
氏
本（
肖
柏
本
）を
以
て
臨
ん
だ
で

あ
ろ
う
か
ら
、
講
義
を
通
じ
て
文
明
本
と
肖
柏
本
と
が
接
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
文
明
十
九
年（
一
四
八
七
）、
次
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
実
隆
は
宗
祇
よ
り
青
表
紙
正
本
箒
木
巻
を
見
せ
ら
れ
、
翌
日
校
合
し
て
い

る
。
校
合
し
た
の
は
む
ろ
ん
家
本
で
あ
っ
た
文
明
本
と
だ
ろ
う
。

　

三
月
三
十
日　

宗
祇
法
師
来
。
古
今
集
聊
申
合
之
事
。
青
表
紙
正
本
箒
木
巻
令
見
之
。
感
□
者
也
。

四
月
一
日　

昼
間
箒
木
巻
校
合　

こ
の
と
き
宗
祇
が
持
参
し
た
と
い
う
青
表
紙
正
本
な
る
も
の
が
、「
四
半
本
」だ
っ
た
の
か「
六
半
本
」だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
る
で
異

な
る
混
成
本
文
だ
っ
た
の
か
、
真
偽
の
程
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
状
況
的
に
考
え
て
実
隆
が
こ
の「
青
表
紙
正
本
」な
る
も
の
を
自
身
の
文

明
本
と
対
校
し
た
の
は
間
違
い
な
く
、文
明
本
に
は
そ
の
校
合
跡
が
残
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
眼
で
紅
梅
本
を
み
て
み
る
と
、

箒
木
に
は
本
行
書
写
者
の
手
に
な
る
五
箇
所
の
異
文
注
記
と
幾
つ
か
の
本
文
訂
正
の
跡
が
あ
る
。

　

延
徳
元
年（
一
四
八
九
）、
実
隆
は
三
十
五
才
で
権
大
納
言
へ
と
昇
進
し
、
侍
従
職
は
そ
の
ま
ま
兼
帯
し
た
。

　

延
徳
二
年
十
一
月
、
実
隆
は
宇
治
十
帖
を
講
読
せ
よ
と
の
勅
命
を
承
け
た
よ
う
で
、
そ
の
た
め
彼
は
四
日
に
宗
祇
を
自
邸
に
招
い
て
予
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行
演
習
を
行
い
、
七
日
に
は
文
明
本
を
持
参
し
て
出
仕
し
本
番
に
臨
ん
で
い
る
。
以
後
、
宮
中
に
お
け
る
実
隆
の
講
読
は
回
を
重
ね
延
徳

三
年
九
月
に
終
了
す
る
の
だ
が
、
評
判
が
高
か
っ
た
た
め
か
、
一
〇
月
に
は
桐
壺
巻
か
ら
改
め
て
読
み
始
め
る
よ
う
に
と
の
仰
せ
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　

延
徳
二
年（
一
四
九
〇
）

十
一
月
四
日　

宗
祇
法
師
来
。
令
読
橋
姫
巻
。
昨
日
此
事
所
望
了
、
不
及
講
釈
只
文
字
読
計
也
。

十
一
月
七
日　

午
後
参
内
。
入
夜
於
御
学
問
所
、
宇
治
橋
姫
巻
一
帖
読
申
之
。
親
王
御
方
御
下
姿
、
御
参
御
聴
聞
。
凡
此
事
雖
斟
酌
、

去
一
日
夜
堅
仰
之
間
、
愚
本
持
参
文
字
読
計
如
形
申
之
。
其
内
少
々
義
理
随
御
尋
申
入
了
。

　

延
徳
三
年（
一
四
九
一
）

九
月
二
十
三
日��

今
日
当
番
及
夜
参
内
。
今
夜
夢
浮
橋
巻
読
申
之
。
宇
治
十
帖
終
功
之
条
、
公
私
大
慶
々
々
。
自
桐
壺
巻
可
読
申
之

由
勅
定
。
此
儀
難
治
之
由
粗
申
入
了
。

十
月
二
十
四
日　

入
夜
桐
壺
巻
読
申
之
。
此
事
先
日
度
々
雖
被
仰
下
、
難
治
之
由
申
之
。
雖
然
去
十
八
日
再
三
被
仰
之
間
、
如
形
文

字
読
申
之
者
也
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
実
隆
の
文
明
本
が
朝
廷
で
大
き
な
関
心
を
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
実
際
、
明
応
四
年

（
一
四
九
五
）六
月
に
は
伏
見
殿
上
﨟
か
ら
、
翌
年
六
月
に
は
参
議
姉
小
路
家
か
ら
、
文
明
本
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
依
頼
が

あ
っ
た
。
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明
応
四
年（
一
四
九
五
）

　
　

六
月
二
十
八
日　

伏
見
殿
上
﨟
、
源
氏
本
五
十
四
帖
銘
、
今
日
染
筆
。

　

明
応
五
年（
一
四
九
六
）

　
　

六
月
十
三
日　

姉
小
路
羽
林
来
。
源
氏
物
語
可
令
新
写
愚
本
、
可
借
請
之
由
也
。
則
四
十
三
帖
遣
之
。

　
　

六
月
十
五
日　

済
継
朝
臣
送
消
息
。
源
氏
桐
壺
巻
予
可
染
筆
之
由
、
所
望
也
。

　

明
応
六
年（
一
四
九
七
）

　
　

正
月
二
十
八
日　

姉
小
路
羽
林
源
氏
物
語
新
写
五
十
四
帖
出
来
持
来
之
、
令
一
見
了〔
予
先
日
書
銘
。
以
予
本
所
写
也
〕。

　

明
応
四
年
の
、
伏
見
殿
上
﨟
局
の
源
氏
本
の
た
め
に
五
十
四
帖
分
の
題
字
を
揮
毫
し
た
と
い
う
記
事
が
、
紅
梅
本
の
本
奥
書
と
呼
応
す

る
だ
ろ
う
。
六
月
二
十
八
日
の
こ
の
記
事
は
、
文
明
本
を
全
冊
書
写
し
た
た
め
に
、
せ
め
て
題
字
は
実
隆
の
も
の
を
欲
し
た
と
い
う
文
脈

で
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
翌
年
に
は
姉
小
路
基
綱
か
ら
書
写
の
た
め
の
文
明
本
の
借
用
依
頼
が
あ
り
、
嫡
男
済
継
か
ら
は
桐
壺

巻
だ
け
は
実
隆
が
書
写
し
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
状
が
届
い
た
。
こ
の
時
の
転
写
本
も
明
応
六
年
正
月
に
は
無
事
完
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

日
記
に
は
こ
の
他
に
も「
賀
州
松
岡
」な
る
人
物（
大
名
衆
の
一
人
か
）に
文
明
本
の
転
写
本
を
届
け
た
こ
と
、
源
氏
講
釈
を
聴
聞
す
べ
く

実
隆
邸
に
通
っ
て
い
た
粟
屋
親
栄（
武
家
）に
文
明
本
の
書
写
を
許
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
実
隆
の
許
に
は

巻
単
位
で
の
書
写
の
申
し
込
み
が
多
数
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
文
明
本
の
書
写
を
依
頼
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
寄
合
書
へ
の
参
加
を

求
め
ら
れ
て
他
本
の
書
写
を
依
頼
さ
れ
た
も
の
か
曖
昧
な
も
の
ば
か
り
で
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

　

と
も
あ
れ
、
実
隆
は
こ
の
文
明
本
を
用
い
て
源
氏
系
図
の
作
成
や
第
一
次
弄
花
抄
の
作
成
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
彼
が
内
大
臣
へ
と

昇
進
し
て
僅
か
二
ヶ
月
で
辞
任
し
た
永
正
三
年（
一
五
〇
六
）と
い
う
年
の
八
月
二
十
二
日
、
甲
斐
国
某
に
売
却
し
て
し
ま
う
ま
で
、
実
に
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二
十
年
余
の
長
き
に
亘
っ
て
愛
用
し
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。。

　
　
　
　
（
三
）書
陵
部
本
と
の
関
係

　

さ
て
、
大
納
言
時
代
の
実
隆
本
源
氏
物
語
と
い
え
ば
、
有
名
な
書
陵
部
蔵
三
条
西
家
証
本（
以
下
、
書
陵
部
本
と
略
）が
あ
る
。
最
後
に

紅
梅
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
書
陵
部
本
に
は
巻
毎
に
校
合
奥
書
と
実
隆
の
花
押
と
が
あ
り
、
更
に
桐
壺
と
夢
浮
橋
に
は

実
隆
の
次
の
よ
う
な
奥
書
が
花
押
と
共
に
記
さ
れ
て
い
る
。

・
此
物
語
五
十
四
帖
以
青
表

　

紙
証
本
令
書
写
校
合　

銘
是

　

当
代
宸
翰
也　

殊
可
謂
珍
奇
可

　

秘
蔵
々
　々

　
　
　

権
大
納
言
藤
実
隆（
花
押
）　　
　
（
桐
壺
巻
）

・
此
物
語
以
青
表
紙

　

証
本
終
全
部
之
書

　

写
功
者
也　

　
　
　

亜
槐
下
拾
遺
小
臣（
花
押
）　　
　
（
夢
浮
橋
巻
）
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ど
ち
ら
の
奥
書
に
も「
青
表
紙
証
本
」を
以
て
書
写
し
た
と
の
文
言
が
入
っ
て
い
る
た
め
に
、
同
書
は
室
町
時
代
に
伝
わ
っ
た
青
表
紙
本

と
し
て
注
目
を
集
め
た
一
時
期
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
玉
鬘
・
匂
兵
部
卿
は
河
内
本
、
須
磨
・
梅
枝
・
柏
木
・

宿
木
は
別
本
と
判
定
さ
れ
た
た
め
、
現
在
で
は
実
隆
の
時
代
が
本
文
的
に
は
如
何
に
混
迷
し
た
不
遇
な
時
代
だ
っ
た
か
を
偲
ば
せ
る
奥
書

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

で
は
明
応
四
年
に
実
隆
文
明
本
を
転
写
し
た
伏
見
殿
上
﨟
本
、
そ
の
系
列
を
ひ
く
紅
梅
本
と
、
こ
の
書
陵
部
本
と
は
、
ど
の
よ
う
に
拘

わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

書
陵
部
本
に
添
付
さ
れ
て
い
る「
各
巻
書
写
者
目
録
」に
よ
れ
ば
、
篝
火
巻
は
書
陵
部
本
の
な
か
で
唯
一
、
実
隆
が
物
語
本
文
の
書
写
を

担
当
し
た
巻
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
篝
火
巻
で
両
本
を
比
較
す
る
と
、
行
取
り
や
字
母
・
漢
字
平
仮
名
表
記
の
相
違
こ
そ
あ
る
も
の
の
、

本
文
異
同
は
一
例
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ど
う
や
ら
実
隆
は
書
陵
部
本
の
作
成
時
、
自
身
が
当
番
に
あ
た
っ
た
篝
火
巻
に
お
い
て
は
自

身
の
本
、
す
な
わ
ち
文
明
本
を
書
写
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

で
は
他
の
巻
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
第
一
に
、
各
帖
冒
頭
部
分
を
み
た
限
り
で
は
、
紅
梅
本
は
全
冊
青
表
紙
本
系
で
あ
り
、
こ
の
点
で

河
内
本
や
別
本
を
含
む
書
陵
部
本
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、前
節
で
示
し
た
残
存
本
文
に
お
け
る
諸
本
間
の
本
文
異
同【
表

１
・
２
・
３
】で
も
、
三
条
西
家
諸
本
中（
肖
・
紅
・
日
）が
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
見
せ
た
の
に
対
し
て
、
書
陵
部
本
の
み
数
値
が
飛
び
離
れ

て
い
た
。
紅
梅
本
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
紅
梅
本
が
最
も「
六
半
本
」に
近
似
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
書
陵
部
本
は
そ
の
対
極
に
あ
っ
て
、

両
本
は
大
き
く
乖
離
し
て
い
た
。
第
三
に
、
残
存
本
文
に
お
け
る
異
同
調
査
に
お
い
て
は
、
書
陵
部
本
が
紅
梅
本
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
た

形
跡
な
ど
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
書
陵
部
本
の
底
本
は
文
明
本
だ
っ
た
り
、
文
明
本
で
は
無
か
っ
た
り
、
つ
ま
り
取
り
混
ぜ
本
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
宸
翰
題
簽
ま
で
押
さ
れ「
秘
蔵
々
々
」と
記
さ
れ
た
該
書
の
こ
と
、
取
り
混
ぜ
本
と
は
い
え
、
当
時
証
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本
と
さ
れ
て
い
た
家
々
の
本
文
を
集
め
て
の
書
写
だ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。

　

実
隆
の
二
十
代
は
応
仁
の
大
乱
で
失
わ
れ
た
禁
裏
本
を
補
充
す
べ
く
、
所
謂〈
文
明
補
充
本
〉の
書
写
が
励
行
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た
。
そ

こ
で
は
各
家
に
残
っ
て
い
た
証
本
を
集
め
、
延
臣
等
が
分
担
書
写
し
、
底
本
通
り
に
書
写
さ
れ
た
か
を
確
認
す
る
校
合
作
業
も
分
担
し
て

行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
実
隆
も
そ
れ
ら
に
参
加
し
て
い
た
。
ま
た
命
じ
ら
れ
て
関
係
者
が
奥
書
を
担
当
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
（
14
）。
す
る
と
時
代
こ
そ
下
っ
た
も
の
の
、
書
陵
部
本
も
ま
た
、
禁
裏
も
し
く
は
貴
顕
の
許
に
収
め
ら
れ
る
べ
く
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
当
時
青
表
紙
証
本
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
家
々
の
本
文
を
貴
族
や
文
化
人
ら
で
分
担
書
写
し
、
実
隆
は
こ
う
し
て
書
写
さ
れ
て
き

た
本
文
が
底
本
通
り
に
写
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
校
合
し
、
か
つ
奥
書
を
起
草
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　

三
条
西
家
に
於
け
る
書
陵
部
本
の
位
相
に
つ
い
て
は
前
稿（
注
３
）で
も
述
べ
て
お
い
た
が
、
実
隆
の
奥
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
従
来
は
三

条
西
家
本
と
呼
ば
れ
、
実
隆
自
身
の
源
氏
本
と
見
做
さ
れ
て
き
た
書
陵
部
本
で
は
あ
る
が
、
肝
心
な
三
条
西
家
の
印
記
は
ど
こ
に
も
捺
さ

れ
て
い
な
い
。
各
帖
各
筆
の
寄
合
書
き
で
あ
り
な
が
ら
、
片
面
行
数
、
和
歌
の
書
式
、
前
遊
紙
一
丁
分
を
と
っ
て
起
筆
す
る
、
と
い
っ
た

書
写
の
様
式
が
見
事
な
ま
で
に
統
一
が
と
れ
て
お
り
、
書
写
者
全
員
が
執
筆
要
領
を
遵
守
し
、
あ
る
種
の
緊
張
感
を
も
っ
て
書
写
に
臨
ん

で
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
写
本
で
あ
る
。
そ
の
目
的
が
権
大
納
言
だ
っ
た
実
隆
の
源
氏
本
を
作
成
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
ら
、
果
た
し

て
多
く
の
参
加
者
た
ち
か
ら
こ
こ
ま
で
の
協
力
が
得
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
良
質
で
統
一
さ
れ
た
本
文
料
紙
を
用
い
、
整
然
と
装
幀
さ

れ
、
宸
翰
題
簽
ま
で
押
さ
れ
た
書
陵
部
本
に
は
、
献
上
本
と
い
っ
た
趣
き
が
あ
り
、
後
代
書
き
入
れ
も
殆
ど
観
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
大

切
に
保
管
さ
れ
て
き
た
本
文
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
書
陵
部
本
に
実
隆
の
主
体
的
な
関
与
を
認
め
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
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注（
１
）�

拙
稿「
源
氏
物
語
青
表
紙
本
の
行
方
―
〈
四
半
本
〉と〈
六
半
本
〉の
そ
の
後
を
追
う
―
」（
平
成
二
十
九
年
三
月
刊
行
予
定
、
科
学
研
究
費
基
盤
研

究（
Ｃ
）報
告
書『
源
氏
物
語
の
新
た
な
本
文
関
係
資
料
の
整
理
と
デ
ー
タ
化
及
び
新
提
言
に
向
け
て
の
共
同
研
究
』代
表
豊
島
秀
範
）投
稿
済
み
。

（
2
）�

池
田
亀
鑑『
源
氏
物
語
大
成
』（
昭
和
五
十
四
年〈
第
八
版
〉、
中
央
公
論
社
刊
）巻
七「
研
究
資
料
篇
」七
八
頁
。
以
下
同
様
。

（
3
）�

拙
稿「
三
条
西
家
源
氏
学
に
お
け
る
本
文
形
成
史（
一
）」（
平
成
二
十
八
年
三
月
、
文
芸
資
料
研
究
所「
年
報
」三
十
五
号
）。

（
4
）�

注（
２
）五
九
頁
。

（
5
）�

引
用
は『
明
月
記
』（
明
治
四
十
四
年　

国
書
刊
行
会
）に
よ
る
。
但
し
割
注
部
分
は〔　

〕を
冠
し
、旧
字
体
は
現
行
の
も
の
に
改
め
、私
に
傍
線
・

句
読
点
・「
」印
等
を
補
っ
た
。
以
下
同
様
。

（
6
）�

阿
部
秋
生「
伝
本
状
況
に
つ
い
て
」（
一
九
八
六
年　

岩
波
書
店
刊『
源
氏
物
語
の
本
文
』）三
七
頁

（
7
）�

池
田
利
夫「
奥
入
」（
昭
和
六
十
年　

貴
重
本
刊
行
会『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
19　

奥
入　

原
中
最
秘
抄
』）

（
8
）�

引
用
は
、
中
田
武
司
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
11　

岷
江
入
楚　

第
一
巻
』（
昭
和
五
十
五
年　

桜
楓
社
）
に
拠
っ
た
。
但
し
改
行
は
任
意
、
句

　

以
上
を
ま
と
め
よ
う
。
紅
梅
本
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
き
た
新
し
い
地
平
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
一
）紅
梅
本
に
よ
っ
て
、
実
隆
最
初
の
源
氏
本
と
い
え
る
文
明
本
の
全
容
が
ほ
ぼ
解
明
で
き
る
だ
ろ
う
こ
と
。

（
二
）文
明
本
は
大
島
本
以
上
に「
六
半
本
」に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
。

（
三
）文
明
本
は
書
陵
部
本
篝
火
巻
の
底
本
に
用
い
ら
れ
た
が
、
書
陵
部
本
の
な
か
に
は
文
明
本
と
は
無
関
係
な
巻
々
も
あ
っ
た
こ
と
。

（
四
）�書
陵
部
本
は
、
お
そ
ら
く
は
諸
家
に
伝
来
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
証
本
を
集
め
、
こ
れ
ら
を
底
本
と
し
て
寄
合
書
き
さ
れ
た
も
の

で
、
実
隆
は
底
本
通
り
に
書
写
さ
れ
た
か
を
全
冊
校
閲
し
、
奥
書
を
起
草
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
。
完
成
後
は
朝
廷
も
し
く
は

貴
顕
に
献
上
さ
れ
秘
蔵
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
、
三
条
西
家
と
は
無
縁
だ
っ
た
こ
と
。

（
五
）か
か
る
書
陵
部
本
を
三
条
西
家
諸
本
の
中
に
組
み
入
れ
て
扱
う
こ
と
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
。
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読
点
や
会
話
印
も
稿
者
に
よ
る
。

（
9
）�
引
用
は
、続
群
書
類
従
完
成
会
編『
実
隆
公
記
』（
昭
和
五
十
四
年
第
三
刷
）に
拠
っ
た
。
但
し
私
に
句
読
点
・
傍
線
を
施
し
て
い
る
。
以
下
同
様
。

（
10
）�
伊
井
春
樹「
大
島
本
源
氏
物
語
の
本
文
―
『
源
氏
物
語
大
成
』底
本
の
問
題
点
―
」（
昭
和
六
十
三
年
五
月
、「
詞
林
」第
三
号
）。

（
11
）�

藤
本
孝
一「
大
島
本
源
氏
物
語
の
書
誌
的
研
究
」（
平
成
九
年
、
角
川
書
店
刊『
大
島
本　

源
氏
物
語　

別
巻
』）四
八
頁
。

（
12
）�

寺
田
貞
次『
京
都
名
家
墳
墓
録
―
附
・
略
伝
並
に
碑
文
集
覧
―
』（
昭
和
五
十
一
年
覆
刻
、
村
田
書
店
）一
四
七
頁
。

（
13
）�

注（
3
）参
照
。

（
14
）�

酒
井
茂
幸『
禁
裏
本
歌
書
の
蔵
書
史
的
研
究
』（
平
成
二
十
三
年　

思
文
閣
出
版
）二
十
七
頁
。

［
付
記
］

　

影
印
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
日
本
近
代
文
学
会
・
古
代
学
協
会
・
東
京
古
書
会
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


