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﹃
源
氏
物
語
﹄
若
菜
巻
で
は
﹁
須
磨
流
離
﹂
に
つ
い
て
多
く
の
人
物
が
想
起
し
︑
個
々

の
人
物
に
よ
っ
て
そ
の
思
い
出
の
様
相
が
異
な
る
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
本
論
は
特

に
紫
の
上
と
光
源
氏
が
︑
ど
の
よ
う
に
須
磨
の
思
い
出
と
向
き
合
う
の
か
を
取
り
上
げ
︑

紫
の
上
の
切
実
さ
に
反
し
て
︑
光
源
氏
が
浮
薄
な
姿
勢
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
︒
同
じ

思
い
出
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
価
値
観
の
違
い
を
如
実
に
露
呈
さ
せ
る
点
に
︑
長
編
物
語

な
ら
で
は
の
表
現
方
法
の
達
成
を
指
摘
す
る
︒
︒

一
︑
問
題
の
所
在

若
菜
上
巻
に
は
︑
女
三
宮
降
嫁
を
め
ぐ
る
紫
の
上
の
苦
悩
が
描
か
れ
る
︒
次
は
そ

の
端
的
な
場
面
で
あ
る
︒

︿
１
﹀
あ
ま
り
久
し
き
宵
居
も
例
な
ら
ず
︑
人
や
咎
め
む
と
︑
心
の
鬼
に
思
し
て
入

り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
︑
御
衾
ま
ゐ
り
ぬ
れ
ど
︑
げ
に
か
た
は
ら
さ
び
し
き
夜
な
夜

な
経
に
け
る
も
︑
な
ほ
た
だ
な
ら
ぬ
心
地
す
れ
ど
︑
か
の
須
磨
の
御
別
れ
の
を

り
な
ど
を
思
し
出
づ
れ
ば
︑
今
は
と
か
け
離
れ
た
ま
ひ
て
も
︑
た
だ
同
じ
世
の

う
ち
に
聞
き
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
ば
と
︑
我
が
身
ま
で
の
こ
と
は
う
ち
お
き
︑

あ
た
ら
し
く
悲
し
か
り
し
あ
り
さ
ま
ぞ
か
し
︒
さ
て
そ
の
紛
れ
に
︑
我
も
人
も

命
た
へ
ず
な
り
な
ま
し
か
ば
︑
言
ふ
か
ひ
あ
ら
ま
し
世
か
は
︑
と
思
し
な
ほ
す
︒

︵
若
菜
上
︑
④
六
七
～
六
八
頁
︵
１
︶

︶

光
源
氏
が
女
三
宮
を
六
条
院
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
︒
四
十
賀
を
目
の

前
に
︑
正
妻
格
と
し
て
老
後
を
共
に
生
き
る
準
備
を
し
て
い
た
紫
の
上
に
と
っ
て
︑

そ
れ
は
想
像
だ
に
で
き
な
い
衝
撃
で
あ
っ
た
︒
右
は
そ
う
し
た
心
の
動
揺
を
抱
え
な

が
ら
も
︑
女
三
宮
を
六
条
院
に
迎
え
入
れ
た
後
︑
今
夜
通
え
ば
︑
正
式
な
婚
姻
が
決

定
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
三
日
目
の
夜
の
場
面
で
あ
る
︒

紫
の
上
は
若
妻
の
も
と
に
向
か
う
光
源
氏
の
た
め
に
衣
を
美
々
し
く
整
え
︑
送
り

出
し
た
︒
女
三
宮
の
住
居
で
は
︑
お
祝
い
ム
ー
ド
で
華
や
か
に
賑
わ
っ
て
い
る
に
違

い
な
い
︒
右
の
場
面
の
前
に
は
︑
﹁
お
い
ら
か
﹂
な
態
度
を
変
え
ま
い
と
す
る
紫
の

上
と
︑
そ
ん
な
紫
の
上
に
対
し
て
同
調
し
か
ね
る
女
房
の
姿
が
語
ら
れ
も
し
て
い

る
︵
２
︶

︒
傍
線
部
﹁
心
の
鬼
﹂
か
ら
は
︑
日
中
は
平
穏
を
取
り
繕
っ
た
紫
の
上
が
︑
実

の
と
こ
ろ
周
り
の
視
線
と
闘
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
︒

そ
ん
な
紫
の
上
が
︑
こ
の
一
晩
を
な
ん
と
か
し
て
乗
り
越
え
る
に
あ
た
り
︑
す
が

る
よ
う
に
思
い
出
し
た
の
が
﹁
須
磨
の
御
別
れ
の
を
り
﹂
だ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
こ
こ

に
つ
い
て
は
﹃
岷
江
入
楚
﹄
で
は
﹁
か
や
う
の
時
の
事
ま
で
覚
し
で
て
な
く
さ
め
給

へ
る
こ
ゝ
ろ
も
け
に
た
ゝ
な
ら
ぬ
御
心
中
な
る
べ
し
︵
３
︶

﹂
と
し
︑
十
五
年
近
く
前
の

出
来
事
を
引
き
合
い
に
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
心
情
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
︑

あ
の
須
磨
流
離
を
と
も
に
乗
り
越
え
た
こ
と
が
︑
こ
の
場
面
で
紫
の
上
が
辛
い
現
実

を
や
り
す
ご
す
た
め
の
切
実
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
我
も
人
も
命
た
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へ
ず
な
り
な
ま
し
か
ば
﹂
と
い
う
﹁
命
﹂
を
引
き
合
い
に
出
し
た
表
現
も
︑
次
節
で

取
り
上
げ
る
よ
う
に
︑
須
磨
の
別
れ
の
場
面
か
ら
の
連
想
で
あ
る
︒

若
菜
上
巻
に
お
い
て
︑
紫
の
上
が
危
機
的
状
況
を
堪
え
る
に
あ
た
り
︑
な
ぜ
﹁
須

磨
の
御
別
れ
の
を
り
﹂
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
﹁
須
磨
流
離
﹂
が
︑
光
源
氏
と

紫
の
上
に
と
っ
て
最
大
の
試
練
と
し
て
︑
物
語
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
︑
登
場
人
物
の
心
情
の
表
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た

が
︵
４
︶

︑
改
め
て
若
菜
巻
の
表
現
方
法
と
し
て
考
え
た
い
︒
同
じ
出
来
事
を
複
数
の
人

物
が
思
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ど
の
よ
う
な
表
現
世
界
が
獲
得
さ
れ
た
の
か
︑
問

い
た
い
の
で
あ
る
︒

二
︑
紫
の
上
の
︿
須
磨
﹀

若
菜
上
巻
で
紫
の
上
は
︑
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
現
実
に
向
き
合
う
︒

そ
こ
で
彼
女
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
な
気
持
を
保
つ
た
め
に
︑
思
い
出
し
て
い
た
の

が
︑
光
源
氏
と
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
須
磨
に
退
去
し
て
い
た
時
間
だ
っ
た
︒
紫
の
上

が
思
い
出
し
て
い
た
﹁
御
別
れ
の
を
り
﹂
は
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
︒

︿
２
﹀
そ
の
日
は
︑
女
君
に
御
物
語
の
ど
か
に
聞
こ
え
暮
ら
し
た
ま
ひ
て
︑
例
の
︑

夜
深
く
出
で
た
ま
ふ
︒
狩
の
御
衣
な
ど
︑
旅
の
御
よ
そ
ひ
︑
い
た
く
や
つ
し
た

ま
ひ
て
︑﹁
月
出
で
に
け
り
な
︒
な
ほ
す
こ
し
出
で
て
︑
見
だ
に
送
り
た
ま
へ
か
し
︒

い
か
に
聞
こ
ゆ
べ
き
こ
と
多
く
つ
も
り
に
け
り
と
お
ぼ
え
む
と
す
ら
む
︒
一
日
︑

二
日
た
ま
さ
か
に
隔
つ
る
折
だ
に
︑
あ
や
し
う
い
ぶ
せ
き
心
地
す
る
も
の
を
﹂
と

て
︑
御
簾
巻
き
上
げ
て
︑
端
に
い
ざ
な
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ば
︑
女
君
︑
泣
き
沈
み

た
ま
へ
る
︑
た
め
ら
ひ
て
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
る
︑
月
影
に
︑
い
み
じ
う
を
か
し

げ
に
て
ゐ
た
ま
へ
り
︒
わ
が
身
か
く
て
は
か
な
き
世
を
別
れ
な
ば
︑
い
か
な
る
さ

ま
に
さ
す
ら
へ
た
ま
は
む
と
︑
う
し
ろ
め
た
く
悲
し
け
れ
ど
︑
思
し
入
り
た
る
に
︑

い
と
ど
し
か
る
べ
け
れ
ば
︑

生
け
る
世
の
別
れ
を
知
ら
で
契
り
つ
つ

命
を
人
に
限
り
け
る
か
な

は
か
な
し
な
ど
︑
あ
さ
は
か
に
聞
こ
え
な
し
た
ま
へ
ば
︑

惜
し
か
ら
ぬ
命
に
代
へ
て
目
の
前
の

別
れ
を
し
ば
し
と
ど
め
て
し
が
な

げ
に
︑
さ
ぞ
思
さ
る
ら
む
と
︑
い
と
見
捨
て
が
た
け
れ
ど
︑
明
け
果
て
な
ば
︑
は

し
た
な
か
る
べ
き
に
よ
り
︑
急
ぎ
出
で
た
ま
ひ
ぬ
︒

︵
須
磨
︑
②
一
八
五
～
一
八
六
頁
︶

都
で
の
生
活
が
穏
や
か
な
ら
ぬ
も
の
に
な
り
︑
方
々
に
別
れ
を
告
げ
︑
と
う
と
う

別
れ
の
朝
と
な
っ
た
場
面
で
あ
る
︒
ほ
ん
の
一
︑
二
日
顔
を
見
な
い
だ
け
で
も
心
配

で
な
ら
な
い
紫
の
上
は
︑
﹁
泣
き
沈
み
た
る
／
思
し
入
り
た
る
﹂
と
さ
れ
る
よ
う
に
︑

別
れ
の
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
る
︒
﹁
生
け
る
世
の
﹂
の
歌
は
光
源
氏
の
歌
だ
が
︑
﹁
あ

さ
は
か
に
聞
こ
え
な
し
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
深
刻
な
別
離
に
つ
い
て
︑
大
し
た
こ
と

で
は
な
い
よ
う
に
扱
い
︑
何
と
か
紫
の
上
の
悲
し
み
を
和
ら
げ
よ
う
と
し
て
い
る
︒

対
す
る
紫
の
上
の
返
歌
は
︑
玉
上
琢
也
が
﹁
全
身
で
ぶ
っ
つ
か
っ
て
き
た
﹂
と
評

し
て
い
る
が
︵
５
︶

︑
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
取
り
紛
ら
わ
そ
う
と
す
る
光
源
氏
の

配
慮
と
は
対
照
的
に
︑
思
い
の
強
さ
を
素
直
に
伝
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
﹁
惜

し
か
ら
ぬ
命
に
か
へ
て
﹂
は
︑
自
ら
の
命
を
差
し
出
し
て
も
︑
光
源
氏
と
の
別
れ
を

引
き
延
ば
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
︑
光

源
氏
の
歌
の
﹁
別
れ
﹂
﹁
命
﹂
の
表
現
を
用
い
て
は
い
る
が
︑
別
れ
る
こ
と
を
自
明

の
も
の
と
す
る
光
源
氏
に
対
し
︑
紫
の
上
の
歌
は
そ
の
別
れ
を
全
身
で
否
定
し
よ
う

と
す
る
返
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
げ
に
︑
さ
ぞ
思
さ
る
ら
む
﹂
は
︑
そ
の
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紫
の
上
の
思
い
を
光
源
氏
が
受
け
止
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

若
菜
上
巻
で
は
﹁
我
も
人
も
命
た
へ
ず
な
り
な
ま
し
か
ば
﹂
と
︑
紫
の
上
の
心
に

即
し
て
︑
光
源
氏
と
二
人
と
も
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
か
み
し
め
ら
れ
る
様
に
語
ら

れ
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
感
慨
は
﹁
惜
し
か
ら
ぬ
命
に
代
へ
て
﹂
と
自
ら
の
命
を
差

し
出
す
よ
う
に
し
て
願
っ
た
須
磨
の
別
れ
を
ふ
ま
え
た
言
葉
な
の
だ
と
い
え
る
︒

先
に
示
し
た
若
菜
上
巻
の
場
面
で
は
︑
紫
の
上
と
女
三
宮
の
対
面
は
ま
だ
行
わ
れ

て
い
な
い
︒
朱
雀
院
を
父
と
す
る
高
貴
な
姫
君
を
想
像
す
る
し
か
な
い
紫
の
上
に

と
っ
て
︑
過
酷
な
状
況
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
︑
光
源
氏
と
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼
関

係
を
培
っ
た
須
磨
の
時
間
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
右
に

み
た
よ
う
に
︑
そ
の
別
れ
は
︑
紫
の
上
は
自
ら
の
思
い
を
包
み
隠
さ
ず
ひ
た
す
ら
に

ぶ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
︒
女
三
宮
降
嫁
が
決
ま
っ
て
か
ら
︑
自

ら
の
本
音
を
ひ
た
隠
し
に
し
て
き
た
紫
の
上
に
と
っ
て
︑
﹁
か
の
須
磨
の
御
別
れ
の

を
り
﹂
は
︑
言
い
た
い
こ
と
を
遠
慮
な
く
言
う
こ
と
が
で
き
︑
そ
の
思
い
を
し
っ
か

り
と
受
け
止
め
て
も
ら
え
た
と
い
う
︑
か
け
が
え
の
な
い
体
験
で
あ
っ
た
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
に
︑
紫
の
上
に
と
っ
て
︑
須
磨
の
思
い
出
が
光
源
氏
と
の
強
い
連
帯
感

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
物
語
に
く
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
絵

合
巻
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

︿
３
﹀
か
の
旅
の
御
日
記
の
箱
を
も
取
り
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
こ
の
つ
い
で
に
ぞ

女
君
に
も
見
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
︒
心
深
く
知
ら
で
今
見
む
人
だ
に
︑

す
こ
し
も
の
思
ひ
知
ら
む
人
は
︑
涙
惜
し
む
ま
じ
く
あ
は
れ
な
り
︒
ま
い
て
忘

れ
が
た
く
︑
そ
の
世
の
夢
を
思
し
さ
ま
す
を
り
な
き
御
心
ど
も
に
は
︑
と
り
返

し
悲
し
う
思
し
出
で
ら
る
︒
今
ま
で
見
せ
た
ま
は
ざ
り
け
る
恨
み
を
ぞ
聞
こ
え

た
ま
ひ
け
る
︒

ひ
と
り
ゐ
て
嘆
き
し
よ
り
は

海
人
の
す
む
か
た
を
か
く
て
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る

お
ぼ
つ
か
な
さ
は
︑
慰
み
な
ま
し
も
の
を
と
の
た
ま
ふ
︒
い
と
あ
は
れ
と
思
し

て
︑

う
き
め
見
し
そ
の
を
り
よ
り
も

今
日
は
ま
た
過
ぎ
に
し
か
た
に
か
へ
る
涙
か

︵
絵
合
②
︑
三
七
七
～
三
七
八
頁
︶

絵
合
巻
で
は
︑
前
斎
宮
の
入
内
か
ら
語
ら
れ
る
︒
冷
泉
後
宮
に
は
早
く
か
ら
内
大

臣
と
右
大
臣
四
君
の
娘
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
が
入
っ
て
お
り
︑
同
年
代
の
帝
と
仲
睦

ま
じ
く
過
ご
し
て
い
た
が
︑
そ
こ
に
帝
の
母
で
あ
る
藤
壺
宮
の
意
向
で
︑
六
条
御
息

所
の
娘
の
前
斎
宮
が
︑
梅
壺
女
御
と
し
て
入
内
す
る
の
で
あ
る
︒
巻
名
に
も
あ
る
よ

う
に
︑
こ
の
巻
で
は
︑
絵
が
好
き
な
帝
の
た
め
に
︑
頭
中
将
と
光
源
氏
が
さ
ま
ざ
ま

に
絵
を
蒐
集
し
﹁
絵
合
﹂
と
し
て
競
い
合
う
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
く
︒

右
は
︑
絵
を
集
め
る
に
際
し
て
︑
光
源
氏
が
須
磨
明
石
に
流
離
し
た
辛
い
時
期
に

記
し
て
い
た
絵
日
記
を
取
り
出
す
場
面
で
あ
る
︵
６
︶

︒
日
記
を
見
た
紫
の
上
は
﹁
今
ま

で
見
せ
た
ま
は
ざ
り
け
る
恨
み
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
も
っ
と
早
く
見
せ
て
ほ
し
か
っ

た
と
︑
光
源
氏
に
恨
み
ご
と
を
言
う
の
で
あ
る
が
︑
続
く
二
人
の
和
歌
に
は
﹁
海
人

／
か
た
／
み
る
／
う
き
め
／
か
へ
る
﹂
と
い
っ
た
海
浜
に
ま
つ
わ
る
修
辞
が
贈
歌
に

も
答
歌
に
も
と
も
に
用
い
ら
れ
︑
﹁
嘆
き
し
よ
り
は
／
そ
の
を
り
よ
り
も
﹂
と
い
う

歌
の
リ
ズ
ム
に
も
同
じ
呼
吸
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

も
と
よ
り
︑
こ
の
絵
日
記
の
執
筆
時
に
は
光
源
氏
は
紫
の
上
の
返
歌
を
想
定
し
て

い
た
と
さ
れ
︑
紫
の
上
も
同
じ
よ
う
に
日
記
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
明
石
巻
に
語
ら

れ
て
い
る
︒
以
下
に
示
す
︒
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︿
４
﹀
絵
を
さ
ま
ざ
ま
描
き
集
め
て
︑
思
ふ
こ
と
ど
も
を
書
き
つ
け
︑
返
り
ご
と
聞

く
べ
き
さ
ま
に
し
な
し
た
ま
へ
り
︒
見
む
人
の
心
に
し
み
ぬ
べ
き
物
の
さ
ま
な

り
︒
い
か
で
か
空
に
通
ふ
御
心
な
ら
む
︑
二
条
の
君
も
︑
も
の
あ
は
れ
に
慰
む

方
な
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
を
り
を
り
︑
同
じ
や
う
に
絵
を
描
き
集
め
た
ま
ひ
つ
つ
︑

や
が
て
わ
が
御
あ
り
さ
ま
︑
日
記
の
や
う
に
書
き
た
ま
へ
り
︒
い
か
な
る
べ
き

御
さ
ま
ど
も
に
か
あ
ら
む
︒

︵
明
石
②
︑
二
六
一
頁
︶

光
源
氏
が
筆
を
執
る
さ
ま
は
︑
須
磨
・
明
石
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
て
い
る
︒
右
は

明
石
君
と
出
会
い
︑
心
惹
か
れ
て
い
く
と
さ
れ
る
段
階
で
︑
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と

が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
先
に
も
述
べ
た
が
︑
光
源
氏
は
﹁
返
り
ご
と
聞
く
べ
き

さ
ま
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
紫
の
上
に
見
せ
た
際
の
返
歌
を
書
き
記
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
る
︒
目
の
前
の
明
石
君
の
存
在
は
そ
れ
と
し
て
︑
遠
く
離
れ
た
紫
の

上
を
想
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
光
源
氏
の
心
情
が
日
記
の
余
白
と
し
て
表
れ
て
い
る

の
だ
と
い
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
時
︑
二
条
の
君
で
あ
る
紫
の
上
も
光
源
氏
と
同

じ
よ
う
に
絵
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
︑
﹁
い
か
で
か
空
に
通
ふ
心
な
ら
む
﹂
︑
﹁
い
か

な
る
べ
き
御
さ
ま
ど
も
に
か
あ
ら
む
﹂
と
い
う
よ
う
に
﹁
い
か
で
か
／
い
か
な
る
べ

き
﹂
と
不
可
思
議
で
あ
る
と
さ
れ
る
ほ
ど
に
︑
二
人
の
心
の
結
び
つ
き
の
強
さ
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

絵
合
巻
に
は
日
記
を
見
た
光
源
氏
と
紫
の
上
に
つ
い
て
﹁
そ
の
世
の
夢
を
思
し
さ

ま
す
を
り
な
き
御
心
ど
も
﹂
と
し
︑
ぴ
っ
た
り
と
同
じ
悲
し
み
を
共
有
す
る
二
人
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
表
現
は
︑
日
記
執
筆
時
に
示
さ
れ
た
二
人
の
心

の
繋
が
り
の
強
さ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
こ
こ
ま
で
︑
若
菜
上
巻
に
お
い
て
︑
紫
の
上
が
究
極
に
追
い
詰
め
ら
れ
た

状
況
下
で
︑
﹁
須
磨
の
御
別
れ
の
を
り
﹂
の
思
い
出
が
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
︒
紫
の
上
に
と
っ
て
︑
﹁
須
磨
の
御
別
れ
﹂
は
︑
光
源
氏
に
本
音
を
ぶ

つ
け
る
こ
と
の
で
き
た
瞬
間
で
あ
り
︑
帰
京
後
は
苦
難
を
共
に
乗
り
越
え
た
証
と
し

て
︑
同
じ
悲
し
み
を
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
た
か
け
が
え
の
な
い
﹁
思
い
出
﹂
で
あ
っ

た
の
だ
と
い
え
よ
う
︒

こ
こ
で
︑
本
論
が
問
題
に
し
た
い
の
は
︑
そ
の
切
実
な
﹁
須
磨
の
思
い
出
﹂
が
︑

朧
月
夜
と
交
流
す
る
際
に
は
︑
恋
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
る
小
道
具
の
よ
う
に
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
考
察
を
続
け
る
︒

三
︑
朧
月
夜
と
の
逢
瀬
と
紫
の
上

繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
女
三
宮
が
六
条
院
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
は
︑
正
妻
格
と
し

て
扱
わ
れ
て
き
た
紫
の
上
に
と
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
に
な
い
苦
し
み
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
っ
た
︒
冒
頭
に
引
用
し
た
場
面
︿
１
﹀
の
後
に
は
︑
女
三
宮
か
ら
幼
い
返
歌
が

遠
慮
の
な
い
形
で
届
く
な
ど
し
︑
光
源
氏
は
紫
の
上
へ
の
尊
敬
と
愛
着
を
一
層
深
め

て
ゆ
く
が
︑
紫
の
上
と
女
三
宮
の
対
面
は
ま
だ
果
た
さ
れ
ず
︑
紫
の
上
か
ら
す
る
と
︑

実
体
を
知
ら
な
い
相
手
と
対
峙
す
る
時
間
が
続
い
て
い
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑
そ
の

紫
の
上
の
苦
し
み
に
連
続
し
て
︑
朧
月
夜
と
光
源
氏
の
逢
瀬
が
描
か
れ
る
点
で
あ
る
︒

左
に
流
れ
を
確
認
し
て
お
く
︒

︵
ａ
︶
玉
鬘
に
よ
る
若
菜
賀
が
行
わ
れ
る

︵
ｂ
︶
二
月
女
三
宮
を
迎
え
入
れ
る

︵
ｃ
︶
紫
の
上
︑
三
日
目
の
夜
を
堪
え
る

︵
ｄ
︶
朱
雀
院
か
ら
文
が
届
く

︵
ｅ
︶
朧
月
夜
と
の
逢
瀬

︵
ｆ
︶
桐
壺
女
御
解
任
し
︑
里
に
下
が
る

︵
ｇ
︶
紫
の
上
と
女
三
宮
の
対
面

右
の
︵
ｅ
︶
に
お
け
る
︑
朧
月
夜
の
登
場
に
つ
い
て
は
︑
従
来
︑
文
脈
の
違
和
感
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が
指
摘
さ
れ
︑
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
朧
月
夜
と
の
十
五
年
ぶ
り
の
逢
瀬
が
描
か
れ
る

意
義
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
︵
７
︶

︒
︵
ｅ
︶
に
つ
い
て
は
︑
挿
話
と

い
う
に
は
長
大
な
筆
が
費
や
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
巻
全
体
か
ら
す
る
と
浮
い
て
い
る

よ
う
な
印
象
は
否
め
な
い
が
︑
朱
雀
院
の
動
静
を
語
る
展
開
か
ら
は
﹁
齟
齬
﹂
が
あ

る
と
ま
で
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
︒

朧
月
夜
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
︵
ｇ
︶
の
女
三
宮
の
対
面
を
控
え
て
︑
紫
の
上

を
は
じ
め
す
る
女
君
た
ち
が
対
面
の
準
備
で
忙
し
く
し
て
い
る
際
に
も
﹁
か
の
忍
び

所
に
︑
い
と
わ
り
な
く
て
出
で
た
ま
ひ
に
け
り
︒
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
︑
い
み

じ
く
思
し
返
す
に
も
か
な
は
ざ
り
け
り
﹂
と
︑
喧
噪
に
紛
れ
て
密
会
を
重
ね
た
と
さ

れ
て
い
る
︒
あ
や
に
く
な
二
人
の
関
係
は
︑
大
井
田
晴
彦
氏
が
﹁
紫
の
上
と
女
三
宮

と
の
板
挟
み
と
な
っ
て
息
苦
し
さ
を
感
ず
る
源
氏
の
︑
現
実
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
こ

と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
︵
８
︶

︒
﹂
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
︑
光
源
氏
や
朧
月
夜
の
弱
さ

や
狡
さ
を
物
語
に
語
る
し
く
み
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

朧
月
夜
と
の
逢
瀬
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
﹁
物
語
の

語
り
の
し
く
み
﹂
と
し
て
捉
え
る
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
た
の
は
増
田
繁
夫
氏
で
あ

る
︒
増
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

﹁
朧
月
夜
と
の
逢
瀬
は
︑
物
語
の
経
過
と
し
て
は
や
や
唐
突
で
︑
十
分
な
必
然

性
を
も
つ
で
き
事
と
し
て
︑
説
得
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
こ
れ

は
︑
新
し
い
女
三
宮
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
︑
昔
の
朧
月
夜
と
の
関
係
に
よ
っ

て
も
紫
上
を
苦
し
め
よ
う
と
す
る
︑
物
語
の
側
か
ら
の
要
請
に
よ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︵
９
︶

︒
﹂

増
田
氏
が
朧
月
夜
と
の
逢
瀬
を
﹁
物
語
の
側
か
ら
の
要
請
﹂
と
さ
れ
た
こ
と
を
︑

ど
﹁
ど
の
よ
う
な
表
現
で
語
ら
れ
て
い
る
か
﹂
と
い
う
︑
﹁
物
語
の
表
現
方
法
﹂
と

し
て
考
え
て
み
た
い
︒
す
る
と
︑
二
人
の
逢
瀬
を
導
く
文
脈
に
︑
こ
と
さ
ら
紫
の
上

と
関
わ
る
表
現
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
具
体
的
に
示
そ
う
︒

︿
５
﹀
女
君
に
は
︑
﹁
東
の
院
に
も
の
す
る
常
陸
の
君
の
︑
日
ご
ろ
わ
づ
ら
ひ
て
久
し

く
な
り
に
け
る
を
︑
も
の
騒
が
し
き
紛
れ
に
と
ぶ
ら
は
ね
ば
︑
い
と
ほ
し
く
て

な
む
︒
昼
な
ど
け
ざ
や
か
に
渡
ら
む
も
便
な
き
を
︑
夜
の
間
に
忍
び
て
と
な
ん

思
ひ
は
べ
る
︒
人
に
も
か
く
と
も
知
ら
せ
じ
﹂
と
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
︑
い
と
い

た
く
心
化
粧
し
た
ま
ふ
を
︑
例
は
さ
し
も
見
え
た
ま
は
ぬ
あ
た
り
を
︑
あ
や
し

と
見
た
ま
ひ
て
︑
思
ひ
あ
は
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
あ
れ
ど
︑
姫
宮
の
御
事
の
後
は
︑

何
ご
と
も
︑
い
と
過
ぎ
ぬ
る
方
の
や
う
に
は
あ
ら
ず
︑
す
こ
し
隔
つ
る
心
添
ひ

て
︑
見
知
ら
ぬ
や
う
に
て
お
は
す
︒
そ
の
日
は
︑
寝
殿
へ
も
渡
り
た
ま
は
で
︑

御
文
書
き
か
は
し
た
ま
ふ
︒
薫
物
な
ど
に
心
を
入
れ
て
暮
ら
し
給
ふ
︒

︿
中
略
﹀

夜
い
た
く
更
け
ゆ
く
︒
玉
藻
に
遊
ぶ
鴛
鴦
の
声
々
な
ど
︑
あ
は
れ
に
聞
こ
え

て
︑
し
め
じ
め
と
人
目
少
な
き
宮
の
あ
り
さ
ま
も
︑
さ
も
移
り
ゆ
く
世
か
な
と

思
し
つ
づ
く
る
に
︑
平
中
が
ま
ね
な
ら
ね
ど
︑
ま
こ
と
に
涙
も
ろ
に
な
む
︒
昔

に
変
り
て
お
と
な
お
と
な
し
く
は
聞
こ
え
た
ま
ふ
も
の
か
ら
︑
こ
れ
を
か
く
て

や
と
引
き
動
か
し
た
ま
ふ
︒

︵
若
菜
上
︑
④
七
九
～
八
一
頁
︶

右
の
前
半
で
は
光
源
氏
が
末
摘
花
を
見
舞
う
た
め
だ
と
言
葉
を
偽
り
︑
い
そ
い
そ

と
準
備
を
す
る
︒
﹁
少
し
隔
つ
る
心
添
ひ
て
見
知
ら
ぬ
や
う
に
て
お
は
す
﹂
は
︑
紫

の
上
の
様
子
で
あ
る
︒
後
に
も
示
す
が
︑
逢
瀬
を
挟
み
こ
む
よ
う
に
し
て
本
音
を
言

わ
な
い
紫
の
上
の
態
度
が
語
ら
れ
る
︒
本
論
が
注
目
す
る
の
は
︑
朧
月
夜
の
邸
を
訪

れ
た
と
こ
ろ
で
︑
﹁
鴛
鴦
﹂
や
﹁
平
中
﹂
と
い
っ
た
︑
紫
の
上
に
ま
つ
わ
る
表
現
が

見
ら
れ
る
点
で
あ
る
︒
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ま
ず
﹁
玉
藻
に
遊
ぶ
鴛
鴦
の
声
々
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
諸
注
釈
に
お
い
て
﹁
春

の
池
の
玉
藻
に
遊
ぶ
に
ほ
鳥
の
足
の
い
と
な
き
恋
も
す
る
か
な
︵
後
撰
集
︑
巻
第
二
︑

春
中
︑
題
知
ら
ず
︑
宮
道
高
風
︑
七
二
︶
﹂
が
引
か
れ
︑
﹁
に
ほ
鳥
﹂
を
﹁
鴛
鴦
﹂
に

言
い
換
え
た
趣
向
で
あ
る
と
わ
か
る
︒
﹁
足
の
い
と
な
き
恋
﹂
は
︑
す
で
に
若
く
も

な
い
二
人
の
恋
路
を
皮
肉
に
照
ら
す
と
い
え
よ
う
か
︒

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
﹁
に
ほ
鳥
﹂
を
あ
え
て
﹁
鴛
鴦
﹂
に
変
え
た
意
味
で

あ
ろ
う
︒
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
で
は
﹁
鴛
鴦
は
夫
婦
仲
が
良
い
︒
そ
の
声

が
源
氏
の
気
持
ち
を
そ
そ
る
︵
10

︶

︒
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
以
下
に
示
す
よ
う
に
︑
雌

雄
の
仲
睦
ま
じ
さ
は
﹁
に
ほ
鳥
﹂
の
特
徴
で
も
あ
り
︑
あ
え
て
﹁
鴛
鴦
﹂
と
し
た
理

由
を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

Ａ
池
水
に
玉
藻
し
づ
む
は
に
ほ
鳥
の
思
ひ
あ
ま
れ
る
な
み
だ
な
り
け
り

︵
宇
津
保
物
語
︑
藤
原
の
君
︑
①
一
五
〇
頁
︶

Ｂ
に
ほ
鳥
の
氷
の
せ
き
に
と
ぢ
ら
れ
て
玉
藻
の
や
ど
を
か
れ
や
し
ぬ
ら
ん

︵
好
忠
集
︑
三
六
一
︶

題
知
ら
ず

み
つ
ね

Ｃ
冬
の
池
に
住
む
に
ほ
鳥
の
つ
れ
も
な
く
そ
こ
に
か
よ
ふ
と
人
に
し
ら
す
な

︵
古
今
集
︑
巻
十
三
︑
恋
三
︑
六
六
二
︶

Ａ
は
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
藤
原
の
君
で
︑
正
順
邸
の
中
島
で
に
ほ
鳥
が
鳴
い
て
い
る

の
聞
き
︑
源
仲
済
が
同
腹
の
あ
て
宮
に
詠
み
か
け
た
歌
で
あ
る
︒
﹁
玉
藻
し
づ
む
﹂

に
は
恋
に
苦
し
む
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
Ｂ
の
﹃
好
忠
集
﹄
に

お
い
て
も
︑
﹁
に
ほ
鳥
﹂
は
﹁
玉
藻
﹂
と
の
連
想
関
係
が
指
摘
で
き
る
︒
そ
し
て
︑

Ｃ
﹃
古
今
集
﹄
に
﹁
つ
れ
も
な
く
﹂
と
あ
る
の
は
︒
﹁
に
ほ
鳥
﹂
は
﹁
雌
雄
連
れ
添
っ

て
水
に
潜
る
生
態
に
依
拠
し
て
い
る
︵
11

︶

﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

で
は
︑
こ
こ
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
鴛
鴦
﹂
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
︒

物
語
中
に
﹁
鴛
鴦
﹂
は
三
か
所
に
見
ら
れ
た
が
︑
先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
︑
紫

の
上
に
ま
つ
わ
る
表
現
で
あ
っ
た
︒

Ｄ
髪
ざ
し
︑
面
様
の
︑
恋
ひ
き
こ
ゆ
る
人
の
面
影
に
ふ
と
お
ぼ
え
て
め
で
た
け

れ
ば
︑
い
さ
さ
か
分
く
る
御
こ
こ
ろ
も
と
り
か
さ
ね
つ
べ
し
︒
鴛
鴦
の
う
ち

鳴
き
た
る
に

か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
雪
も
よ
に

あ
は
れ
を
添
ふ
る
鴛
鴦
の
う
き
ね
か

︵
朝
顔
︑
②
四
九
四
頁
︶

Ｅ
水
鳥
ど
も
の
︑
つ
が
ひ
を
離
れ
ず
遊
び
つ
つ
︑
細
き
枝
ど
も
を
く
ひ
て
飛
び

ち
が
ふ
︑
鴛
鴦
の
波
の
綾
に
文
を
ま
じ
へ
た
る
な
ど
︑
物
の
絵
様
に
も
描
き

取
ら
ま
ほ
し
き
に

︵
胡
蝶
︑
③
一
六
七
頁
︶

Ｄ
は
朝
顔
巻
で
光
源
氏
が
女
性
談
義
を
行
う
場
面
で
あ
る
︒
藤
壺
宮
へ
の
思
い
を

面
差
し
が
似
て
き
た
紫
の
上
に
重
ね
て
み
る
光
源
氏
の
姿
勢
は
︑
鴛
鴦
の
睦
ま
じ
さ

と
は
対
照
的
だ
と
い
え
る
が
︑
紫
の
上
を
目
の
前
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
描
く
こ

と
の
で
き
た
情
景
で
あ
る
と
い
え
る
︒
Ｅ
は
胡
蝶
巻
に
描
か
れ
た
春
の
町
の
庭
で
あ

る
︒
﹁
つ
が
ひ
離
れ
ぬ
﹂
水
鳥
た
ち
と
の
連
続
に
鴛
鴦
が
理
想
的
に
描
か
れ
て
い
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
﹁
鴛
鴦
﹂
は
数
多
く
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
そ
の
す
べ
て

に
紫
の
上
が
関
わ
っ
て
お
り
︑
次
に
取
り
上
げ
る
﹁
平
中
﹂
と
同
じ
く
︑
紫
の
上
と

の
分
か
ち
が
た
い
連
想
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

改
め
て
︿
５
﹀
に
戻
る
と
︑
朧
月
夜
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
︑
﹁
平
中
が
ま
ね
な
ら

ね
ど
︑
ま
こ
と
に
涙
も
ろ
に
な
む
︒
﹂
と
さ
れ
︑
烏
滸
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
﹁
平
中
﹂

を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
︑
涙
も
ろ
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
姿
に
つ
い
て
は

清
水
好
子
氏
が
﹁
戯
画
的
﹂
と
し
﹁
コ
ミ
カ
ル
な
調
子
が
出
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
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い
る
︵
12

︶

︒

清
水
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
掛
け
金
を
外
そ
う
と
﹁
引
き
動
か
す
﹂
な
ど
と
い

う
様
子
は
︑
こ
れ
ま
で
の
光
源
氏
に
つ
い
て
は
決
し
て
語
ら
れ
な
か
っ
た
要
素
で
あ

る
︒
墨
汁
の
涙
を
流
し
た
平
中
納
言
の
よ
う
に
︑
恋
物
語
の
主
人
公
と
し
て
誇
張
さ

れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
﹁
平
中
﹂
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
ど
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る

か
を
考
え
る
と
︑
こ
こ
に
も
紫
の
上
の
姿
が
引
き
込
ま
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
︒
﹁
平
中
﹂
に
つ
い
て
も
︑
以
下
の
よ
う
に
︑
紫
の
上
と
の
関
わ
り

で
描
か
れ
て
い
た
︒

Ｆ
﹁
平
中
が
や
う
に
色
ど
り
添
へ
た
ま
ふ
な
︒
赤
か
ら
む
は
あ
へ
な
む
﹂
と
戯

れ
た
ま
ふ
さ
ま
︑
い
と
を
か
し
き
妹
背
と
見
え
た
ま
へ
り
︒

︵
末
摘
花
︑
①
三
〇
六
頁
︶

右
の
Ｆ
は
︑
光
源
氏
が
幼
い
紫
の
上
を
熱
心
に
養
育
す
る
﹁
手
習
﹂
の
場
で
︑
末

摘
花
を
模
し
て
鼻
を
赤
く
染
め
て
戯
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
遊
び
の
お
絵
描
き
の
延
長

線
上
に
紫
の
上
の
学
び
が
施
さ
れ
︑
﹁
妹
背
﹂
の
仲
睦
ま
じ
さ
と
さ
れ
て
い
る
︒

朧
月
夜
と
光
源
氏
の
逢
瀬
に
お
い
て
︑
須
磨
の
思
い
出
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
か
を
考
え
る
た
め
に
︑
そ
の
逢
瀬
に
導
く
文
脈
を
た
ど
っ
て
き
た
︒
﹁
鴛
鴦
﹂

や
﹁
平
中
﹂
と
い
っ
た
表
現
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
物
語
に
お
い
て
は
紫
の
上
に
限
定
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

物
語
は
︑
初
老
と
い
う
べ
き
二
人
の
逢
瀬
を
あ
た
か
も
悲
恋
物
語
の
主
人
公
で
あ

る
か
の
よ
う
に
語
る
が
︑
そ
の
始
ま
り
に
︑
空
間
を
隔
て
た
と
こ
ろ
で
独
り
苦
し
ん

で
い
る
紫
の
上
の
姿
が
呼
び
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

先
に
︑
増
田
繁
夫
氏
に
よ
っ
て
朧
月
夜
と
の
逢
瀬
は
﹁
紫
の
上
を
苦
し
め
よ
う
と

す
る
︑
物
語
の
側
か
ら
の
要
請
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
︑
二
人
の

逢
瀬
の
冒
頭
に
︑
紫
の
上
に
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
表
現
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑
苦
し
み
を
理
解
さ
れ
な
い
孤
絶
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
次
節
で
は
︑
紫
の
上
が
拠
り
所
に
し
て
い
た
須
磨
の
思
い
出
を
︑

光
源
氏
は
浮
薄
な
恋
の
道
具
に
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
︒

四
︑
光
源
氏
の
︿
須
磨
﹀

次
に
示
す
の
は
︑
朧
月
夜
と
密
会
し
帰
宅
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
二
人
が
須
磨
の
思

い
出
を
題
材
に
歌
を
詠
み
か
わ
す
場
面
で
あ
る
︒

︿
６
﹀
な
ご
り
多
く
残
り
ぬ
ら
む
御
物
語
の
と
ぢ
め
は
︑
げ
に
残
り
あ
ら
せ
ま
ほ
し

き
わ
ざ
な
め
る
を
︑
御
身
を
心
に
え
ま
か
せ
た
ま
ふ
ま
じ
く
︑
こ
こ
ら
の
人
目

も
い
と
恐
ろ
し
く
つ
つ
ま
し
け
れ
ば
︑
や
う
や
う
さ
し
上
が
り
ゆ
く
に
︑
心
あ

わ
た
た
し
く
て
︑
廊
の
戸
に
御
車
さ
し
寄
せ
た
る
人
々
も
︑
忍
び
て
声
づ
く
り

き
こ
ゆ
︒
人
召
し
て
︑
か
の
咲
き
か
か
り
た
る
花
︑
一
枝
折
ら
せ
た
ま
へ
り
︒

沈
み
し
も
忘
れ
ぬ
も
の
を
こ
り
ず
ま
に

身
も
な
げ
つ
べ
き
宿
の
ふ
ぢ
波

い
と
い
た
く
思
し
わ
づ
ら
ひ
て
︑
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
を
︑
心
苦
し
う
見
た
て
ま

つ
る
︒
女
君
も
︑
今
さ
ら
に
い
と
つ
つ
ま
し
く
︑
さ
ま
ざ
ま
に
思
ひ
乱
れ
た
ま

へ
る
に
︑
花
の
蔭
は
な
ほ
な
つ
か
し
く
て
︑

身
を
な
げ
む
ふ
ち
も
ま
こ
と
の
ふ
ち
な
ら
で

か
け
じ
や
さ
ら
に
こ
り
ず
ま
の
波

い
と
若
や
か
な
る
御
ふ
る
ま
ひ
を
︑
心
な
が
ら
も
ゆ
る
さ
ぬ
こ
と
に
思
し
な
が

ら
︑
関
守
の
固
か
ら
ぬ
た
ゆ
み
に
や
︑
い
と
よ
く
語
ら
ひ
お
き
て
出
で
た
ま
ふ
︒

そ
の
昔
も
︑
人
よ
り
こ
よ
な
く
心
と
ど
め
て
思
う
た
ま
へ
り
し
御
心
ざ
し
な
が
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ら
︑
は
つ
か
に
て
や
み
に
し
御
仲
ら
ひ
に
は
︑
い
か
で
か
は
あ
は
れ
も
少
な
か

ら
む
︒
い
み
じ
く
忍
び
入
り
た
ま
へ
る
御
寝
く
た
れ
の
さ
ま
を
待
ち
う
け
て
︑

女
君
︑
さ
ば
か
り
な
ら
む
と
心
得
た
ま
へ
れ
ど
︑
お
ぼ
め
か
し
く
も
て
な
し
て

お
は
す
︒

︵
若
菜
上
︑
④
八
三
～
八
五
頁
︶

久
し
ぶ
り
の
逢
瀬
は
名
残
が
尽
き
な
い
︒
須
磨
に
赴
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は

藤
花
宴
で
あ
っ
た
︒
同
じ
邸
宅
︑
同
じ
藤
の
花
で
あ
る
︒
二
人
が
詠
ん
だ
﹁
こ
り
ず

ま
﹂
に
つ
い
て
︑
縄
野
邦
雄
氏
は
﹁
須
磨
流
離
の
過
去
を
呼
び
返
す
語
と
し
て
注
目

さ
れ
る
︵
13

︶

﹂
と
指
摘
す
る
︒
縄
野
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
︒
﹁
こ
り
ず
ま
﹂
は
﹁
恋
﹂

の
文
脈
を
い
う
表
現
で
あ
る
︒
い
く
つ
か
示
す
︒

題
知
ら
ず

読
み
人
知
ら
ず

Ｇ
こ
り
ず
ま
に
又
も
な
き
な
は
た
ち
ぬ
べ
し

人
に
く
か
ら
ぬ
世
に
し
す
ま
へ
ば

︵
古
今
集
︑
巻
第
十
三
︑
恋
歌
三
︑
六
三
一
︶

あ
だ
に
見
え
侍
り
け
る
を
と
こ
に

よ
み
人
し
ら
ず

Ｈ
こ
り
ず
ま
の
浦
の
白
浪
立
ち
い
で
て
よ
る
ほ
ど
も
な
く
か
へ
る
ば
か
り
か

︵
後
撰
集
︑
巻
第
十
二
︑
恋
四
︑
八
〇
〇
︶

こ
ほ
り
し
た
る
あ
し
た
人
に

Ｉ
冬
の
夜
の
袖
の
氷
の
こ
り
ず
ま
に
恋
し
き
時
は
ね
を
の
み
ぞ
な
く

︵
兼
盛
集
︑
四
五
︶

﹁
こ
り
ず
ま
﹂
は
﹁
恋
歌
﹂
に
用
い
ら
れ
︑
﹁
懲
り
ず
﹂
を
掛
詞
に
す
る
よ
う
な

激
し
い
恋
を
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
激
し
さ
は
Ｇ
﹁
な
き
な
は
た
ち
ぬ
﹂
︑

Ｈ
﹁
白
浪
立
ち
い
で
て
﹂
と
い
っ
た
︑
海
浜
の
﹁
須
磨
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
﹁
波
／

立
つ
﹂
と
連
続
し
て
い
る
点
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
﹁
凝
り
ず
﹂

の
掛
詞
か
ら
は
Ⅰ
﹁
氷
﹂
と
結
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
ね
を
の
み
ぞ
な

く
﹂
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
辛
い
恋
の
涙
が
凍
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒

管
見
に
よ
る
と
︑
﹁
こ
り
ず
ま
﹂
と
﹁
ふ
ち
／
ふ
ぢ
﹂
を
詠
み
こ
ん
だ
例
は
︑
当

該
場
面
の
二
首
の
み
で
あ
っ
た
︵
14

︶

︒
﹁
藤
／
ふ
ち
／
淵
﹂
の
連
想
か
ら
︑﹁
身
を
投
ぐ
﹂

と
い
う
過
激
な
表
現
が
導
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
二
人
の
恋

に
つ
い
て
は
﹁
い
と
若
や
か
な
る
御
振
る
舞
い
﹂
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら

が
決
し
て
﹁
若
く
な
い
﹂
年
齢
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
の
贈
答
歌
は
﹁
身
を
投
ぐ
／
こ
り
ず
ま
／
ふ
ぢ
／
な
み
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑

須
磨
に
関
わ
る
歌
こ
と
ば
を
過
剰
な
ほ
ど
に
対
応
さ
せ
︑
恋
物
語
に
酔
い
し
れ
て
い

る
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
が
︑
そ
の
過
剰
な
物
言
い
は
︑
通
常
﹁
こ
り
ず
ま
﹂
と
は
連
想

関
係
を
持
た
な
い
﹁
藤
／
ふ
ち
﹂
を
詠
み
こ
ん
だ
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

﹁
藤
／
ふ
ち
／
淵
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
﹁
身
も
投
げ
つ
べ
き
﹂
や
﹁
身
を
投
げ
む
﹂

と
い
う
よ
う
な
疑
似
心
中
と
い
っ
た
趣
の
贈
答
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒

引
用
文
の
末
尾
は
︑
朝
帰
り
し
た
光
源
氏
に
対
す
る
紫
の
上
の
反
応
で
あ
る
が
︑

光
源
氏
を
送
り
出
し
た
︿
５
﹀
に
お
い
て
﹁
見
知
ら
ぬ
や
う
に
﹂
と
い
う
態
度
で
あ
っ

た
の
と
照
応
す
る
よ
う
に
﹁
お
ぼ
め
か
し
く
も
て
な
し
て
お
は
す
﹂
と
あ
り
︑
逢
瀬

の
前
後
に
紫
の
上
の
心
が
光
源
氏
か
ら
懸
隔
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
︒

何
よ
り
決
定
的
で
あ
る
の
は
︑
紫
の
上
と
光
源
氏
の
﹁
須
磨
の
思
い
出
﹂
に
対
す

る
姿
勢
の
違
い
で
あ
る
︒
女
三
宮
の
存
在
に
よ
っ
て
︑
息
を
す
る
の
も
辛
い
状
況
に

お
か
れ
た
紫
の
上
が
命
綱
の
よ
う
に
抱
き
し
め
て
い
た
の
が
﹁
須
磨
の
思
い
出
﹂
で

あ
っ
た
が
︑
光
源
氏
は
︑
そ
の
同
じ
思
い
出
を
︑
朧
月
夜
と
の
息
抜
き
の
よ
う
な
恋

愛
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
ス
パ
イ
ス
と
し
て
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
大
切
な
須
磨
の
思
い
出
の
価
値
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
展
開
を
通
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し
て
︑
紫
の
上
の
孤
絶
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
紫
の
上
の
晩
年
の

孤
独
は
︑
光
源
氏
で
も
女
三
宮
で
も
な
く
︑
﹁
物
語
の
表
現
﹂
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
︑

残
酷
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

五
︑
ま
と
め

若
菜
巻
で
は
女
三
宮
降
嫁
を
端
緒
と
し
て
︑
そ
れ
ま
で
抱
え
込
ま
れ
た
矛
盾
や
不

和
が
顕
在
化
す
る
︒
本
論
は
︑
紫
の
上
と
光
源
氏
が
﹁
須
磨
の
思
い
出
﹂
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
る
か
を
考
察
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
切
実
さ
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指

摘
し
︑
紫
の
上
の
孤
絶
を
残
酷
に
語
る
長
編
物
語
の
表
現
方
法
で
あ
る
と
の
結
論
を

得
た
︒

︻
注
︼

1

﹃
源
氏
物
語
﹄
︑
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
の
本
文
は
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
和
歌
は
新
編
国
歌
大

観
に
よ
り
︑
巻
名
・
頁
数
等
を
示
し
た
︒
私
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
︒

2

当
該
場
面
の
前
に
は
︑
﹁
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
︑
﹁
思
は
ず
な
る
世
な
り
や
︒
︿
中
略
﹀
か
な
ら
ず
わ

づ
ら
は
し
き
こ
と
ど
も
出
で
来
な
む
か
し
﹂
な
ど
お
の
が
じ
し
う
ち
語
ら
ひ
嘆
か
し
げ
な
る
を
︑

つ
ゆ
も
見
知
ら
ぬ
や
う
に
︑
い
と
け
は
ひ
を
か
し
く
物
語
な
ど
し
た
ま
ひ
つ
つ
夜
更
く
る
ま
で
お

は
す
﹂
︵
若
菜
上
︑
④
六
六
頁
︶
と
あ
る
︒

3

﹃
岷
江
入
楚
﹄
︵
﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成
﹄
︑
桜
楓
社
︑
一
九
八
二
年
︶
︒

4

高
野
典
子
氏
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄
光
源
氏
と
紫
の
上
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
須
磨
退
去
﹂
︱
︱
心
的
関
係

を
照
ら
す
も
の
と
し
て
︱
︱
﹂︵
﹃
日
本
古
代
文
学
と
東
ア
ジ
ア
﹄
︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︶
は
︑

﹁
須
磨
退
去
﹂
を
通
し
て
︑
光
源
氏
と
紫
の
上
の
精
神
的
距
離
が
如
実
に
示
さ
れ
る
と
解
す
る
︒

5

玉
上
琢
也
﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄
第
三
巻
︵
角
川
書
店
︑
一
九
六
五
年
︑
六
九
頁
︶
︒

6

伊
井
春
樹
氏
は
︑
﹁
旅
の
御
日
記
﹂
に
つ
い
て
執
筆
当
初
の
も
の
か
ら
編
纂
が
加
え
ら
れ
て
い
る

と
指
摘
す
る
︵
﹁
須
磨
の
絵
日
記
か
ら
絵
合
の
絵
日
記
へ
﹂
︑
﹃
中
古
文
学
﹄
三
九
号
︑
一
九
八
七
年

五
月
︶
︒

7

秋
山
虔
﹁
﹁
若
菜
﹂
巻
の
一
問
題
︱
︱
源
氏
物
語
の
方
法
に
関
す
る
断
章
﹂
︵
﹃
日
本
文
学
﹄
︑
一
九

六
〇
年
七
月
︶
︑
清
水
好
子
﹁
若
菜
上
下
巻
の
主
題
と
方
法
﹂
︵
﹃
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
﹄
︑
東

京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
〇
年
︶
︑
縄
野
邦
雄
﹁
若
菜
上
巻
の
源
氏
と
朧
月
夜
の
逢
瀬
に
つ
い
て
︱

︱
若
菜
上
下
巻
の
主
題
と
の
関
連
を
中
心
に
︱
︱
﹂
︵
﹃
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
別

冊
文
学
・
芸
術
編
﹄
第
二
一
集
︑
一
九
九
五
年
二
月
︶
︑
平
林
優
子
﹁
若
菜
巻
の
於
朧
月
夜
と
光
源

氏
﹂
︵
﹃
東
京
女
子
大
学
紀
要
論
集
﹄
第
六
二
号
︑
二
〇
一
一
年
九
月
︶
︒

8

大
井
田
晴
彦
﹁
朧
月
夜
論
﹂
︵
﹃
名
古
屋
大
学
人
文
学
研
究
論
集
﹄
第
五
号
︑
二
〇
二
二
年
三
月
︶
︒

9

増
田
繁
夫
﹁
若
菜
巻
の
紫
の
上
﹂︵
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
七
五
巻
一
一
号
︑
一
九
九
八
年
十
一
月
︶
︒

10

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
第
四
巻
︑
八
六
頁
︵
小
学
館
︑
一
九
九
六
年
︶
︒

11

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
﹃
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
﹄︵
角
川
書
店
︑
一
九
九
九
年
︑
六
六
二
頁
︶
︒

12

清
水
好
子
﹁
朧
月
夜
再
会
﹂
︵
﹃
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
﹄
第
六
輯
︑
有
斐
閣
一
九
八
一
年
︶
︒

13

前
掲
注
７
縄
野
氏
論
文
︒

14

和
歌
の
検
索
に
は
﹁
日
本
文
学W

e
b

図
書
館
﹂︵
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︶
を
用
い
た
︒
﹁
こ
り
ず
ま
・

こ
り
す
ま
・
こ
り
須
ま
・
こ
り
須
磨
﹂
を
含
む
も
の
は
︑
平
安
時
代
で
七
七
例
あ
っ
た
が
︑
そ
の

う
ち
﹁
ふ
ち
・
ふ
ぢ
・
藤
・
淵
﹂
も
含
む
用
例
は
︑
当
該
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
と
朧
月
夜
の
贈

答
歌
の
二
首
の
み
で
あ
っ
た
︒

亀田夕佳 思い出の〈須磨〉―『源氏物語』若菜巻の表現方法として―

九


