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物
語
の
現
実
感

│
源
氏
物
語
の
世
界
構
築
に
つ
い
て
│

成

田

大

知

一

「
野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
膚
寒
き
夕
暮
の
ほ
ど（
１
）」

と
始
ま
る
桐
壺

巻
野
分
の
段
。
愛
す
る
桐
壺
更
衣
を
亡
く
し
、
悲
嘆
に
昏
れ
る
桐
壺
帝

の
あ
る
一
日
を
描
く
こ
の
段
は
、『
源
氏
物
語
』
切
っ
て
の
名
文
と
し

て
、
多
く
の
人
の
高
く
評
価
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

此
の
段
は
須
磨
巻
の
有
名
な
一
節
と
共
に
確
に
源
氏
物
語
の
抒
情

詩
味
を
最
も
よ
く
鑑
賞
せ
し
め
得
る
代
表
的
な
名
文
章
で
抒
情
文

学
と
し
て
の
源
氏
物
語
の
特
色
が
鮮
や
か
に
発
揮
さ
れ
て
ゐ
る
部

分
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

�

（
島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』）

…
野
分
の
段
は
、『
源
氏
物
語
』
全
文
中
名
文
の
聞
え
が
高
い
。�

�

（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』）

名
文
の
綴
る
物
語
の
舞
台
、
そ
れ
は
「
さ
な
き
だ
に
見
る
も
の
聞
く

も
の
す
べ
て
物
思
わ
せ
」、「
人
々
に
悲
傷
の
限
り
を
つ
く
さ
す
」

「
秋
」（
玉
上
前
掲
書
）
の
あ
る
一
日
で
あ
っ
た
。「
野
分
の
吹
く
秋
の

季
節
は
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
す
べ
て
物
悲
し
く
、
人
に
悲
し
み
の
極

み
を
つ
く
さ
せ
る
」（
玉
上
琢
彌
編
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学�

源
氏
物

語
』）。
し
か
し
、
島
津
、
玉
上
両
氏
共
、
野
分
の
段
の
文
章
の
美
し
さ

を
強
調
す
る
が
、
野
分
の
段
の
時
季
が
具
体
的
に
何
月
頃
の
こ
と
で
あ

る
の
か
を
語
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
「
秋
の
季
節
」
と
は
、
何
月

の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

清
水
好
子
氏
は
野
分
の
段
の
時
間
に
つ
い
て
、「
秋
の
あ
る
一
日
の
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夕
べ
」
の
「
特
定
の
頃
合
」
を
描
い
て
い
る
と
言
う
。

　
「
野
分
だ
ち
て
に
は
か
に
肌
さ
む
き
夕
ぐ
れ
の
ほ
ど
」
と
、
そ

の
秋
の
あ
る
一
日
の
夕
べ
に
限
ら
れ
て
き
た
。
一
日
の
夕
べ
と
だ

け
で
な
く
、
時
刻
も
ほ
ぼ
限
定
し
た
。

　
「
靫
負
の
命
婦
と
い
ふ
を
遣
す
。
夕
月
夜
の
を
か
し
き
程
に
出

し
立
て
さ
せ
た
ま
ひ
て
」。「
夕
月
夜
の
を
か
し
き
程
」
と
、
特
定

の
頃
合
が
決
め
ら
れ
た
こ
と
は
特
定
の
空
間
が
選
ば
れ
た
こ
と
に

な
ろ
う
。�

（「
場
面
と
時
間
」『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』）

し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
そ
れ
は
何
月
の
こ
と
な
の
か
、
問
題
に

は
さ
れ
な
い
。

野
分
の
段
の
具
体
的
な
時
季
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に
、
本
居
宣
長

が
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
の
中
で
論
じ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

は
た
寒
き
十
の
ひ
ら　

は
た
は
又
の
意
に
て
、
又
寒
く
も
あ
り
と
い

ふ
意
の
詞
也
。
そ
は
秋
に
な
り
て
、
大
か
た
は
ま
だ
暑
く
て
、
涼

し
き
が
こ
ゝ
ち
よ
き
こ
ろ
、
俄
か
に
あ
ま
り
涼
し
く
な
り
て
、

こ
ゝ
ろ
よ
き
な
が
ら
、
は
や
又
す
こ
し
寒
く
も
あ
る
意
也
。
今
も

さ
る
こ
と
あ
る
物
也
。
さ
る
故
に
此
詞
は
、
か
な
ら
ず
八
月
ご
ろ

に
の
み
い
へ
り
。
心
を
つ
く
べ
し
。
…
拾
遺
に
、
萬
葉
の
膚
寒
を

引
て
い
へ
る
は
、
ひ
が
ご
と
也
。
か
の
膚
寒
と
は
別
な
る
を
や
。�

�

（『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』）

宣
長
は
「
か
な
ら
ず
八
月
ご
ろ
に
の
み
い
へ
り
」
と
、
野
分
の
段
の

時
季
を
八
月
と
し
た
。
根
拠
は
「
は
た
（
将
）
寒
き
」
で
あ
る
。「
涼

し
き
が
こ
ゝ
ち
よ
き
こ
ろ
、
…
は
や
又
す
こ
し
寒
く
も
あ
る
」
と
い
う

季
感
が
八
月
に
相
応
し
い
と
言
う
。

し
か
し
、「
将
寒
き
」
は
一
般
的
に
は
「
膚
寒
き
」
と
解
さ
れ
て
い

る
。宣

長
が
批
判
し
た
契
沖
『
源
註
拾
遺
』
に
は
、

に
は
か
に
は
た
さ
む
き
夕
暮　

…
萬
葉
に
膚
の
字
を
書
て
は
た
へ

さ
む
し
と
よ
め
る
歌
お
ほ
し
。
将
の
字
を
か
け
る
事
な
し
。�

�

（『
源
註
拾
遺
』）

と
あ
っ
た
。
だ
が
、
契
沖
の
言
う
よ
う
に
『
萬
葉
集
』
に
「
は
た
へ
さ

む
し
」
と
詠
む
歌
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
わ
ず
か
に
、

蒸
し
衾
な
ご
や
が
下
に
臥
せ
れ
ど
も
妹
と
し
寝
ね
ば
肌
し
寒
し
も�

�

（
巻
四
・
五
二
七
）

の
結
句
「
肌
之
寒
霜
」
が
「
は
た
ゑ
さ
む
し
も
」（
類
聚
古
集
）、「
ハ

タ
ヘ
サ
ム
シ
モ
」（
西
本
願
寺
本
）
と
訓
ま
れ
る
の
み
で
あ
る
（
佐
佐

木
信
綱
他
『
新
訂
増
補�

校
本
萬
葉
集
』）。
し
か
し
、「
萬
葉
に
」「
将

の
字
を
か
け
る
事
な
し
」
と
い
う
の
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
宣
長
の
「
に
は
か
に
将
寒
き
」
と
い
う
解
釈
に
は
、
語
法
の

面
で
も
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
涼
し
き
が
こ
ゝ
ち
よ
き
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こ
ろ
、
…
は
や
又
す
こ
し
寒
く
も
あ
る
意
也
」
と
言
う
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
宣
長
は
「
涼
し
き
」
と
「
寒
き
」
と
を
並
列
し
て
考
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、「
に
は
か
に
将
寒
き
」
と
解
し
た
場
合
、「
又
の
意
」
と

い
う
「
将
」
の
用
法
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
に
は
か
に
」
と
「
寒

き
」
と
が
並
列
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
は
宣
長
の
考
え
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
し
、
何
よ
り
も
物
事
の
急

激
な
変
化
の
様
を
表
わ
す
「
に
は
か
に
」
と
皮
膚
感
覚
で
あ
る
「
寒

き
」
と
を
並
列
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
故
に
、
宣
長

の
「
将
寒
き
」
説
は
成
立
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

根
拠
が
揺
ら
ぐ
以
上
、「
か
な
ら
ず
八
月
ご
ろ
に
の
み
い
へ
り
」
と

す
る
宣
長
の
八
月
説
は
再
考
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。
野
分
の
段
の
時

季
は
一
体
、
何
月
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

「
膚
寒
」
し
と
い
う
季
感
は
い
つ
頃
の
も
の
か
。
曽
禰
好
忠
『
毎
月

集
』
に
注
目
す
べ
き
歌
が
あ
っ
た
。

膚
寒
く
風
は
夜
ご
と
に
な
り
ま
さ
る
我
見
し
人
は
訪
れ
も
せ
ず�

�

（
八
月
中
）

『
毎
月
集
』
は
「
一
日
に
一
首
を
当
て
」
た
「
一
年
間
の
歌
日
記
と

も
見
ら
れ
」
る
（「『
好
忠
集
』
解
説
」〔『
日
本
古
典
文
学
大
系�

平
安

鎌
倉
私
家
集
』〕）。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、「
膚
寒
く
」
な
る
「
風
」
を
詠

ん
だ
こ
の
歌
は
「
八
月
中
」、
す
な
わ
ち
八
月
中
旬
の
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
野
分
の
段
の
時
季
が
八
月
で
あ
っ

た
蓋
然
性
が
新
た
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
「
膚
寒
」
さ
を
覚
え
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
「
野

分
」
は
何
月
頃
の
景
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

八
月
、
野
分
荒
か
り
し
年
、�

（
蓬
生
巻
）

八
月
は
故
前
坊
の
御
忌
月
な
れ
ば
、
…
野
分
、
例
の
年
よ
り
も
お

ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
、
空
の
色
変
り
て
吹
き
出
づ
。�

（
野
分
巻
）

（
八
月
）
十
四
日
に
亡
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
れ
は
十
五
日
の
暁
な
り

け
り
。
…
風
野
分
だ
ち
て
吹
く
夕
暮
に
、�

（
御
法
巻
）

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
八
月
の
景
物
と
し
て
「
野
分
」
が
描
か
れ
て

い
る
。「
野
分
」
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
「
野
分
だ
ち
て
」
で
あ
っ
て

も
、
描
か
れ
る
時
季
は
い
ず
れ
も
八
月
。
野
分
の
段
の
「
野
分
」
も
八

月
で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
と
言
え
よ
う
。

野
分
の
段
の
時
季
を
考
え
る
上
で
は
、
後
に
描
か
れ
る
「
虫
の
声
」

や
「
鈴
虫
」
も
参
考
に
な
る
。
命
婦
が
更
衣
の
里
邸
を
後
に
す
る
場
面
。

そ
こ
で
は
「
虫
の
声
々
」
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
命
婦
が
出
立
に
際
し
、

更
衣
の
母
で
あ
る
北
の
方
へ
贈
っ
た
歌
に
も
、「
鈴
虫
の
声
」
が
詠
ま
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れ
て
い
る
。

月
は
入
り
か
た
の
空
清
う
澄
み
わ
た
れ
る
に
、
風
い
と
涼
し
く
な

り
て
、
草
む
ら
の
虫
の
声
々
も
よ
ほ
し
顔
な
る
も
、
い
と
立
ち
離

れ
に
く
き
草
の
も
と
な
り
。

鈴
虫
の
声
の
限
り
を
尽
く
し
て
も
長
き
夜
あ
か
ず
ふ
る
涙
か
な

え
も
乗
り
や
ら
ず
。�

（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

「
鈴
虫
」
と
言
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
に
は
そ
の
名
を
巻
名
と
す
る
巻

が
あ
っ
た
。

十
五
夜
の
夕
暮
に
、
…
例
の
わ
た
り
た
ま
ひ
て
、「
虫
の
音
い
と

し
げ
う
乱
る
る
夕
か
な
」
と
て
、
…
げ
に
声
々
聞
こ
え
た
る
な
か

に
、
鈴
虫
の
ふ
り
出
で
た
る
ほ
ど
、
は
な
や
か
に
を
か
し
。�

�

（
鈴
虫
巻
）

柏
木
と
の
密
通
の
後
、
発
心
し
た
女
三
の
宮
の
も
と
を
源
氏
が
訪
ね

る
場
面
。
前
庭
に
は
野
の
風
情
を
演
出
す
る
た
め
、
秋
の
虫
が
放
た
れ
、

「
鈴
虫
」
が
す
だ
く
。
そ
の
時
季
は
本
文
始
め
に
あ
る
よ
う
に
、「
十
五

夜
」。
や
は
り
、
八
月
で
あ
っ
た（
２
）。

『
古
今
和
歌
集
』「
秋
歌
」
に
も
、「
秋
の
虫
」
を
詠
ん
だ
歌
十
首

（
一
九
六
～
二
〇
五
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
部
立

の
内
部
は
、
撰
者
達
の
「
な
ん
ら
か
の
秩
序
と
統
一
と
を
附
与
す
る
編

集
操
作
」
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
古
今
集
編
纂
当
時
、
春
・
夏
・
秋
・

冬
の
四
季
に
対
し
て
は
、
各
々
を
三
分
し
、
初
・
仲
・
終
と
す
る
思
考

が
存
し
て
ゐ
た
」
ら
し
い
（
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研

究
』）。
さ
ら
に
、「
各
月
に
割
り
当
て
ら
れ
た
歌
は
、
主
題
を
中
心
に

し
て
観
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
」
り
、「
主
題
を
月
割
り
に
す
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
判
断
の
規
準
に
な
る
も
の
は
、
七
月
七
日
の

七
夕
、
八
月
十
五
夜
の
秋
月
、
九
月
九
日
の
重
陽
の
節
句
に
お
け
る
菊

で
あ
る
」
と
言
う
。
そ
の
規
準
に
照
ら
す
と
、「
秋
の
虫
」
を
詠
ん
だ

そ
れ
ら
十
首
は
八
月
の
も
の
と
な
る
。
野
分
の
段
の
時
季
が
八
月
で
あ

っ
た
蓋
然
性
は
い
よ
い
よ
高
く
な
る
。

野
分
の
段
で
は
、
植
物
も
ま
た
、
そ
の
時
季
を
知
る
上
で
重
要
な
存

在
と
な
る
。
野
分
の
段
に
は
「
八
重
葎
」「
蓬
」「
小
萩
」「
浅
茅
」
と

い
う
四
つ
の
植
物
の
名
が
見
え
る
。
そ
の
中
で
、
秋
草
と
し
て
知
ら
れ

る
の
は
「
小
萩
」、
す
な
わ
ち
「
萩
」
で
あ
る
。『
毎
月
集
』
に
は
「
八

月
上
」
か
ら
「
九
月
中
」
に
か
け
て
、「
萩
」
を
詠
ん
だ
歌
が
四
首
見

え
る
。遠

つ
山
宮
城
が
原
の
萩
見
る
と
秋
は
は
か
な
き
た
は
れ
名
ぞ
立
つ�

�

（
八
月
上
）

枝
も
た
わ
に
し
を
れ
ぬ
る
か
と
思
ふ
ま
で
い
く
そ
か
置
け
る
萩
の

上
の
露�

（
同
）

あ
ら
げ
な
く
お
く
て
の
稲
を
守
る
ま
に
萩
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
に



49　物語の現実感─源氏物語の世界構築について─

け
ん�

（
八
月
中
）

な
が
月
の
萩
の
枯
葉
に
置
く
露
の
花
を
し
の
ぶ
る
鹿
の
涙
か�

�

（
九
月
中
）

こ
れ
ら
を
見
る
と
、「
八
月
中
」
に
「
萩
の
盛
り
は
過
ぎ
」
て
し
ま

い
、「
九
月
中
」
に
は
「
枯
葉
」
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
萩
」
も
八

月
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う（
３
）。

「
蓬
」
を
用
い
た
歌
も
『
毎
月
集
』「
八
月
終
」
に
見
え
る
。

な
け
や
な
け
蓬
が
そ
ま
の
き
り
ぎ
り
す
く
れ
行
く
秋
は
げ
に
ぞ
悲

し
き�

（
八
月
終
）

「
蓬
が
そ
ま
」
と
は
、「
蓬
」
が
杣
山
の
よ
う
に
生
い
茂
っ
て
い
る
様

を
言
う
。「
中
」
と
「
終
」
と
い
う
わ
ず
か
な
時
季
の
違
い
は
あ
る
が
、

「
蓬
」
も
八
月
に
繁
茂
す
る
草
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
野
分
の

段
の
時
季
は
八
月
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う（
４
）。

野
分
の
段
の
時
季
は
「
秋
の
季
節
」
な
ど
と
い
う
漠
然
と
し
た
も
の

で
は
な
く
、
八
月
と
い
う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
時
間
な
の
で
あ
っ
た
。

名
文
の
誉
れ
高
い
野
分
の
段
の
描
く
世
界
は
、
八
月
と
い
う
具
体
的
な

季
節
の
、
具
体
的
な
景
物
に
支
え
ら
れ
て
構
築
さ
れ
た
世
界
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

野
分
の
段
が
八
月
の
こ
と
と
し
て
、
で
は
、
そ
れ
は
八
月
の
何
日
頃

の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
夕
月
夜
」
が
手
が

か
り
と
な
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
る
「
夕
月
夜
」
の
例
。

九
月
七
日
ば
か
り
…
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
に
、�

�

（
賢
木
巻
）

五
六
日
の
夕
月
夜
は
疾
く
入
り
て
、�

（
篝
火
巻
）

七
日
の
夕
月
夜
、
か
げ
ほ
の
か
な
る
に
、�

（
藤
裏
葉
巻
）

「
夕
月
夜
」
と
は
、
五
日
か
ら
七
日
前
後
の
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る（
５
）。

そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
日
付
は
後
の
「
丑
に
な
り
ぬ
る
な
る

べ
し
」
と
い
う
文
言
に
よ
っ
て
も
、
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

月
も
入
り
ぬ
。

雲
の
う
へ
も
涙
に
く
る
る
秋
の
月
い
か
で
す
む
ら
ん
浅
茅
生

の
宿

お
ぼ
し
や
り
つ
つ
、
燈
火
を
か
か
げ
つ
く
し
て
起
き
お
は
し
ま
す
。

右
近
の
つ
か
さ
の
宿
直
奏
の
声
聞
ゆ
る
は
、
丑
に
な
り
ぬ
る
な
る

べ
し
。�

（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

始
め
に
「
月
も
入
り
ぬ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
宿
直
奏
の
声
」
が

聞
え
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。「
右
近
の
つ
か
さ
の
宿
直
奏
の
声
」
が

発
せ
ら
れ
る
の
は
「
丑
一
刻
」（
大
橋
家
本
『
奥
入
』）、
す
な
わ
ち
午

前
一
時
頃
。
そ
れ
以
前
に
月
が
入
る
の
は
何
日
頃
の
月
で
あ
ろ
う
か
。

「
旧
暦
変
換
表
」http://calc-site.com

/calendars/old_calendar
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（
二
〇
一
七
年
十
一
月
九
日
閲
覧
）、「
国
立
天
文
台
天
文
情
報
セ
ン
タ

ー
暦
計
算
室
」http://eco.m

tk.nao.ac.jp/koyom
i/

（
二
〇
一
七
年

十
一
月
九
日
閲
覧
）
に
よ
れ
ば
、「
京
都
（
京
都
府
）」
で
「
丑
一
刻
」

以
前
に
月
の
入
り
を
迎
え
る
下
限
は
、
二
〇
一
七
年
で
考
え
る
と
、
旧

暦
八
月
十
二
日
、
す
な
わ
ち
新
暦
十
月
一
日
の
〇
時
五
十
七
分
で
あ
る
。

但
し
、
こ
れ
は
水
平
線
で
の
月
の
入
り
の
時
刻
な
の
で
、
実
際
の
月
の

入
り
の
時
刻
は
も
う
少
し
早
い
。
と
し
て
も
、
こ
れ
は
野
分
の
段
の

「
夕
月
夜
」
を
旧
暦
八
月
五
日
か
ら
七
日
前
後
と
考
え
る
こ
と
と
矛
盾

し
な
い
。
さ
ら
に
、
篝
火
巻
に
「
五
六
日
の
夕
月
夜
は
疾
く
入
り
て
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、「
夜
ふ
け
は
べ
り
ぬ
べ
し
…
夜
も
ふ
け

ぬ
…
月
は
入
り
か
た
の
…
月
も
入
り
ぬ
」
と
い
う
野
分
の
段
の
月
の
入

り
は
そ
れ
よ
り
は
遅
い
は
ず
で
、
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
お
よ
そ
旧
暦

八
月
七
日
、
す
な
わ
ち
新
暦
九
月
二
十
六
日
あ
た
り
と
考
え
る
の
が
相

応
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
う（
６
）。

確
か
に
清
水
氏
が
言
う
よ
う
に
、
野
分
の
段
は
源
氏
が
「
三
つ
に
な

り
た
ま
ふ
年
」
の
「
秋
の
あ
る
一
日
の
夕
べ
」
の
「
特
定
の
頃
合
」
の

出
来
事
を
書
い
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
「
秋
の
あ
る
一
日

の
夕
べ
」
で
は
な
い
。
よ
り
具
体
的
に
、
秋
八
月
、
そ
れ
も
十
二
日
以

前
の
、
お
そ
ら
く
七
日
前
後
の
「
夕
月
夜
の
を
か
し
き
ほ
ど
」
か
ら

「
丑
一
刻
」
と
い
う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
時
間
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
具
体
的
か
つ
限
定
さ
れ
た
詳
細
な
時
間
の
設
定
が
前
提
と
な
り
、

野
分
の
段
の
世
界
は
構
築
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

三

野
分
の
段
の
場
面
設
定
に
は
、
先
蹤
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
虚
構
の
長
編
物
語
の
先
達
『
宇
津
保
物
語
』、
そ
の
首
巻
、
俊

蔭
巻
の
「
俊
蔭
女
の
侘
住
居
と
そ
こ
へ
若
小
君
（
島
津
注
略
）
が
訪
ね

て
来
る
場
面
な
ぞ
も
」
野
分
の
段
の
「
構
図
に
範
を
示
し
た
と
こ
ろ
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
う
（
島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』）。

「
八
月
中
の
十
日
ば
か
り
」、
若
小
君
は
父
太
政
大
臣
の
賀
茂
詣
に
随

行
す
る
。
途
中
、
一
行
は
荒
廃
し
た
清
原
俊
蔭
の
屋
敷
の
前
を
通
り
、

若
小
君
は
屋
敷
の
中
に
俊
蔭
女
の
姿
を
見
る（
７
）。

そ
の
美
し
い
姿
に
心
を

奪
わ
れ
た
若
小
君
は
賀
茂
神
社
か
ら
の
帰
途
、
一
行
か
ら
外
れ
、
屋
敷

に
住
む
俊
蔭
女
の
も
と
を
一
人
訪
ね
た
。

若
小
君
、
家
の
秋
の
空
静
か
な
る
に
、
見
め
ぐ
り
て
見
た
ま
へ
ば
、

野
や
ぶ
の
ご
と
お
そ
ろ
し
げ
な
る
も
の
か
ら
、
心
あ
り
し
人
の
急

ぐ
こ
と
な
く
て
、
心
に
入
れ
て
造
り
し
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
木
立
ち

よ
り
は
じ
め
て
水
の
流
れ
た
る
さ
ま
、
草
木
の
姿
な
ど
、
を
か
し

く
見
ど
こ
ろ
あ
り
。
蓬
、
葎
の
中
よ
り
、
秋
の
花
は
つ
か
に
咲
き
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出
で
て
、
池
広
き
に
月��

お
も
し
ろ
く
映
れ
り
。
お
そ
ろ
し
き
こ

と
覚
え
ず
、
お
も
し
ろ
き
と
こ
ろ
を
分
け
入
り
て
見
た
ま
ふ
。
秋

風
、
河
原
風
ま
じ
り
て
は
や
く
、
草
む
ら
に
虫
の
声
乱
れ
て
聞
こ

ゆ
。
月
隈
な
う
あ
は
れ
な
り
。�

（
俊
蔭
巻
）

「
八
月
中
の
十
日
ば
か
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
野
分
の
段
と
殆
ど
同

じ
時
季
で
あ
る
。
夜
、
荒
廃
し
た
邸
宅
に
人
を
求
め
て
分
け
入
っ
て
行

く
と
い
う
内
容
も
似
た
も
の
で
あ
る
し
、
描
か
れ
る
景
物
も
野
分
の
段

の
そ
れ
ら
と
類
似
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
野
分
の
段
が
こ
れ
を
参

考
に
し
て
い
る
蓋
然
性
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
宇
津

保
物
語
』
の
こ
の
場
面
と
野
分
の
段
と
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
が
構
築
し
た
世
界
に
は
格
段
の
差
が
見
出
さ
れ
る
。

『
宇
津
保
物
語
』
の
こ
の
場
面
で
は
、
多
く
の
景
物
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

取
り
上
げ
ら
れ
た
「
木
立
ち
」
や
「
水
の
流
れ
た
る
さ
ま
」
や
「
草
木

の
姿
」
が
ど
う
な
の
か
。
一
応
「
を
か
し
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
」
と
は
言

わ
れ
る
も
の
の
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
も
、

「
木
立
ち
よ
り
は
じ
め
て
、
…
草
木
の
姿
な
ど
」
と
い
う
書
き
方
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
叙
述
は
対
象
た
る
景
物
の
列
挙
に
堕
し
て
お

り
、
本
格
的
な
描
写
に
ま
で
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
並
べ
立
て
ら
れ
た
事
項
は
と
か
く
概
念
的
な
も
の
と
な

り
や
す
い
。
こ
れ
ら
事
項
の
描
写
は
波
線
で
示
し
た
よ
う
に
、「
を
か

し
く
」「
お
も
し
ろ
く
」「
お
も
し
ろ
き
」「
あ
は
れ
な
り
」
と
、
漠
然

と
し
た
説
明
に
止
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
列
挙
と
い
う
こ
と
は
、
挙
げ

ら
れ
る
事
項
と
事
項
と
の
間
に
必
然
的
な
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
項
は
羅
列
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
そ
れ
ら
が
有

機
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
緊
密
な
情
景
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

も
な
い
。
例
え
ば
、「
池
」
と
「
月
」、「
草
む
ら
」
と
「
虫
の
声
」
な

ど
が
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
秋
と
い
う
季
節
の
常
識

的
な
取
り
合
わ
せ
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
列
挙
の
一
項
に

止
ま
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
有
機
的
な
情
景

が
構
築
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

『
宇
津
保
物
語
』
の
こ
の
よ
う
な
描
写
の
傾
向
は
嵯
峨
院
巻
に
も
見

え
る
。か

く
て
、
日
ご
ろ
経
て
、
長
月
に
な
り
ぬ
。
風
涼
し
く
な
り
、
虫

の
声
、
御
前
の
草
木
も
整
ひ
て
、
木
の
葉
は
色
づ
き
、
草
む
ら
の

花
咲
き
、
五
葉
の
松
は
の
ど
け
き
色
を
ま
し
、
色
々
の
紅
葉
、
薄

き
濃
き
、
村
濃
に
交
じ
り
、
月��

お
も
し
ろ
き
夕
暮
れ
に
、
御
前

の
池
に
月
影
映
り
て
、
よ
ろ
づ
お
も
し
ろ
き
夕
暮
れ
に
、

�

（
嵯
峨
院
巻
）

俊
蔭
巻
と
共
通
す
る
景
物
に
二
重
線
を
施
し
た
。
俊
蔭
巻
が
「
八
月
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中
の
十
日
ば
か
り
」、
嵯
峨
院
巻
が
「
長
月
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
時
季
を

異
に
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
多
く
の
景
物
が
共
通
す
る
。
い
ず
れ
も
、

秋
を
表
現
す
る
に
適
し
た
景
物
と
し
て
、
採
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、
俊
蔭
巻
と
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
相
が
具
体
的
に
書

か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
や
は
り
、
た
だ
列
挙
、
配
列
さ
れ
る
に
止
ま
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
宇
津
保
物
語
』
の
描
写
は
、
次
の
『
清
少
納
言
枕
草

子
』
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
秋
の
類
型
的
な
景
物
に
よ
っ
て
、
成

立
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

荒
れ
た
る
家
の
、
蓬
深
く
、
葎
延
ひ
た
る
庭
に
、
月
の
隈
な
く
明

か
く
、
澄
み
昇
り
て
見
ゆ
る
。
ま
た
、
さ
や
う
の
荒
れ
た
る
板
間

よ
り
洩
り
来
る
月
。
荒
う
は
あ
ら
ぬ
風
の
音
。

…
す
べ
て
、
池
あ
る
と
こ
ろ
は
、
あ
は
れ
に
を
か
し
。
…
わ
ざ
と

つ
く
ろ
ひ
た
る
よ
り
も
、
う
ち
捨
て
て
、
水
草
が
ち
に
荒
れ
青
み

た
る
、
絶
え
間
絶
え
間
よ
り
、
月
影
ば
か
り
は
、
白
々
と
映
り
て

見
え
た
る
な
ど
よ
。

す
べ
て
、
月
影
は
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
て
も
、
あ
は
れ
な
り
。

�

（
三
巻
本
系
統
『
清
少
納
言
枕
草
子
』
逸
文
）

「
蓬
」「
葎
」「
月
」「
風
」
な
ど
、
類
型
的
な
秋
の
景
物
が
「
あ
は
れ

な
る
も
の
」
と
し
て
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
８
）。
こ
れ
ら
の
景
物
を
列
挙
、

配
列
し
、
い
か
に
も
情
趣
あ
る
も
の
と
し
て
、
構
成
さ
れ
た
も
の
が

『
宇
津
保
物
語
』
の
情
景
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
極
め
て
観
念
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
源
氏
物
語
』
野
分
の
段
の
描
写
は
、
具
体
的
か

つ
詳
細
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
い
か
に
も
八
月
と
い
う
設
定
に
相
応
し
い

情
景
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
更
衣
の
里
邸
の
荒
廃
を
描
く
箇
所
。

や
も
め
ず
み
な
れ
ど
、
人
ひ
と
り
の
御
か
し
づ
き
に
、
と
か
く
つ

く
ろ
ひ
た
て
て
、
め
や
す
き
ほ
ど
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ひ
つ
る
、
闇

に
く
れ
て
ふ
し
沈
み
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
、
草
も
高
く
な
り
、
野
分

に
い
と
ど
荒
れ
た
る
こ
こ
ち
し
て
、
月
影
ば
か
り
ぞ
、
八
重
葎
に

も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
。�

（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

こ
の
場
面
に
も
「
草
」「
野
分
」「
月
」「
八
重
葎
」
と
い
う
秋
の
景

物
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
純
に
列
挙
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

「
草
」
が
「
野
分
」
に
吹
き
荒
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
「
月
影
」
が

「
八
重
葎
」
に
も
構
わ
ず
差
し
入
っ
て
い
る
と
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
が
有
機
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
そ
こ
に
は
具
体
的
で
統
一
さ
れ
た

情
景
が
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
八
月
の

情
景
と
し
て
、
い
か
に
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
既
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
描
写
は
極
め
て
具
体
的
な
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
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「
草
」
に
つ
い
て
。『
宇
津
保
物
語
』
で
は
単
に
「
草
木
の
姿
」
と
の
み

言
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
野
分
の
段
で
は
「
草
も
高
く
な
り
」
と
描
写

さ
れ
る
。
同
じ
「
草
」
で
も
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
そ
れ
は
「
高
」

い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
高
く
な
」
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言

う
。
描
写
は
格
段
に
具
体
的
で
詳
細
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
具

体
性
は
現
実
的
な
必
然
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
も
い
る
。「
草
も
高

く
な
り
」。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
や
も
め
ず
み
な
れ
ど
、
…
闇
に
く
れ

て
ふ
し
沈
み
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
」
が
加
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は

更
衣
の
死
後
、
絶
望
の
中
に
あ
っ
た
北
の
方
が
屋
敷
の
手
入
れ
も
で
き

ず
に
い
た
結
果
、「
草
も
高
く
な
」
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
暗

示
す
る
。
無
論
、
そ
こ
に
は
「
そ
の
年
の
夏
」
に
亡
く
な
っ
た
更
衣
の

死
を
嘆
く
ま
ま
に
む
な
し
く
夏
を
過
ご
し
、
秋
八
月
に
至
っ
た
と
い
う

時
の
経
過
が
示
さ
れ
て
い
る
。
単
に
「
草
」
と
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、

「
高
く
な
り
」
と
詳
細
に
描
写
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
前
提

と
し
て
こ
の
場
面
の
情
景
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

続
く
「
野
分
に
い
と
ど
荒
れ
た
る
」
も
、『
宇
津
保
物
語
』
の

「
風
」
が
秋
の
景
物
の
一
点
景
に
止
ま
っ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
具
体

的
で
詳
細
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
副
詞
「
い
と
ど
」
に
よ
っ
て
、
漸
層
的

な
「
荒
れ
」
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
な
理
由
で

里
邸
に
「
草
」
が
生
え
、
そ
れ
が
高
く
な
っ
た
状
態
が
第
一
段
階
。
そ

の
高
く
な
っ
た
「
草
」
が
さ
ら
に
「
野
分
」
の
風
に
よ
っ
て
、
荒
ら
さ

れ
た
状
態
が
第
二
段
階
。「
野
分
に
い
と
ど
荒
れ
た
る
」
と
い
う
表
現

は
、
単
に
里
邸
が
荒
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
漠
然
と
し
た
描
写
で
は
な

く
、
更
衣
の
生
前
と
死
後
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
八
月
野
分
の
今
と
を

比
較
し
て
、
そ
の
段
階
的
な
里
邸
の
荒
廃
を
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も

描
き
出
し
て
い
る
点
、
具
体
的
で
精
緻
な
の
で
あ
る
。

結
び
の
「
月
影
ば
か
り
ぞ
、
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た

る
」。
こ
れ
も
『
宇
津
保
物
語
』
の
よ
う
に
、「
月
」
が
秋
の
夜
の
単
な

る
点
景
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
ず
「
月
影
」。

「
月
」
は
こ
こ
で
は
光
線
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
荒
廃
し
た
里

邸
を
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
「
月
影
ば
か
り
ぞ
」
と

限
定
、
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
い
茂
っ
た
草
に
も
構
わ
ず
訪
ね

る
よ
う
に
差
し
入
る
の
は
月
の
光
だ
け
だ
と
言
い
、
相
対
的
に
荒
廃
し

た
里
邸
に
訪
ね
る
人
は
な
い
と
い
う
事
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
も
い

る（
９
）。こ

の
よ
う
な
具
体
的
な
描
写
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
情
景
は
、
八
月

と
い
う
時
季
に
則
し
た
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
漠
然
と
し
て

概
念
的
と
も
言
え
る
『
宇
津
保
物
語
』
の
描
写
に
比
し
て
、『
源
氏
物

語
』
は
、
具
体
的
か
つ
詳
細
に
事
物
を
描
写
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
有

機
的
に
関
連
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
間
や
空
間
を
立
体
的
に
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構
築
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

特
に
ま
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
具
体
的
な
「
月
」
の
描
写
に
よ
っ
て
、

時
間
の
経
過
を
も
示
し
て
い
る
。

月
は
入
り
か
た
の
空
清
う
澄
み
わ
た
れ
る
に
、
風
い
と
涼
し
く
な

り
て
、
草
む
ら
の
虫
の
声
々
も
よ
ほ
し
顔
な
る
も
、
い
と
立
ち
離

れ
に
く
き
草
の
も
と
な
り
。�

（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

命
婦
が
宮
中
を
出
る
際
、「
を
か
し
き
ほ
ど
」
で
あ
っ
た
「
月
」
も
、

こ
こ
で
「
入
り
か
た
」
と
な
り
、
復
命
後
に
は
「
月
も
入
り
ぬ
」
と
描

か
れ
る
。

こ
の
「
月
」
の
描
写
に
よ
っ
て
、「
時
の
う
つ
り
ゆ
く
さ
ま
」
が
描

か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
夙
に
細
井
貞
雄
に
指
摘
が
あ
っ
た
。

初
に
夕
づ
く
夜
の
お
か
し
き
ほ
ど
に
と
云
ひ
、
月
か
げ
ば
か
り
ぞ
、

や
へ
む
ぐ
ら
に
も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
と
云
ひ
、
月
は
入
方

の
空
き
よ
う
す
み
わ
た
れ
る
に
と
云
ひ
、
月
の
お
も
し
ろ
き
に
と

い
ひ
、
月
も
い
り
ぬ
、
と
云
と
ぢ
め
し
に
て
、
此
物
語
の
心
も
ち

ひ
の
す
ぐ
れ
し
を
思
ふ
べ
し
。
ひ
と
つ
の
月
を
五
ぐ
さ
に
云
別
て
、

其
形
状
を
知
ら
せ
、
其
時
の
有
様
を
も
思
ひ
し
ら
る
ゝ
ご
と
く
か

き
な
し
た
り
。
す
べ
て
に
時
の
う
つ
り
ゆ
く
さ
ま
、
月
花
な
ど
の

も
の
に
ま
で
、
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
知
ら
す
る
こ
と
ど
も
い
と
多
か

れ
ば
、
た
ゞ
に
み
す
ぐ
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。�

�

（
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
『
玉
椿
』）

野
分
の
段
の
「
月
」
は
「
ひ
と
つ
の
月
を
五
ぐ
さ
に
云
別
て
」
描
写

す
る
こ
と
で
、
時
間
の
経
過
を
表
現
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
、

「
其
時
の
有
様
を
も
思
ひ
し
ら
る
ゝ
ご
と
く
か
き
な
し
」
て
い
る
と
も

言
う
。
各
場
面
に
相
応
し
い
「
月
」
の
具
体
的
な
姿
が
描
写
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
情
景
に
お
い
て
も
、
時
間
の
表
現
に
お
い
て
も
、
叙
述

は
一
気
に
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る）
（1
（

。
こ
う
し
た
、「
月
」
に

よ
る
具
体
的
な
時
間
表
現
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
野
分
の
段

の
時
季
を
八
月
七
日
頃
と
し
た
具
体
的
な
設
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。こ

れ
に
対
し
、『
宇
津
保
物
語
』
の
「
月
」
の
描
写
は
単
純
な
も
の

で
あ
っ
た
。
前
に
引
い
た
嵯
峨
院
巻
の
例
、
波
線
で
示
し
た
よ
う
に
、

「
月
お
も
し
ろ
き
」
は
「
夕
暮
れ
」
の
状
況
説
明
で
あ
る
し
、「
月
影
」

は
水
面
に
映
る
景
物
と
し
て
の
「
月
」
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
の

「
月
」
は
列
挙
さ
れ
る
事
項
の
一
部
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

場
面
で
は
こ
れ
以
降
に
「
月
」
の
描
写
は
な
く
、
時
間
は
「
曙
に
御
簾

を
巻
き
上
げ
て
見
た
ま
ふ
に
」
と
、
い
つ
の
間
に
か
明
け
方
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

他
の
場
面
で
も
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
は
、

月��
隈
な
う��

あ
は
れ
な
り
。�

（
俊
蔭
巻
）
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月
の
お
も
し
ろ
き
夜
、
源
宰
相
、
中
の
お
と
ど
に
立
ち
よ
り
た
ま

ひ
て
、�

（
藤
原
の
君
巻
）

月��
お
も
し
ろ
き
に
、
た
だ
一
人
な
が
め
お
は
す
る
に
、�

�

（
嵯
峨
院
巻
）

清
涼
殿
の
清
く
涼
し
き
十
五
夜
の
月
の
隈
な
く��

明
か
き
に
、�

�

（
沖
つ
白
波
巻
）

な
ど
と
、「
月
」
は
秋
の
夜
の
典
型
的
な
景
物
と
し
て
描
か
れ
る
の
み

で
、
そ
の
表
現
も
言
わ
ば
、
類
型
化
し
て
し
ま
っ
て
、
具
体
性
に
欠
け

る
。た

だ
わ
ず
か
に
俊
蔭
巻
の
み
が
「
月
」
の
動
き
を
描
く
。

東
面
の
格
子
一
間
あ
げ
て
、
琴
を
み
そ
か
に
弾
く
人
あ
り
。
立
ち

寄
り
た
ま
へ
ば
入
り
ぬ
。「
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
」
な
ど

の
た
ま
ひ
て
、
簀
子
の
は
し
に
ゐ
た
ま
ひ
て
、「
か
か
る
住
ま
ひ

し
た
ま
ふ
は
た
れ
ぞ
、
名
の
り
し
た
ま
へ
」
な
ど
の
た
ま
へ
ど
、

答
へ
も
せ
ず
。
内
暗
な
れ
ば
、
入
り
に
し
方
も
見
え
ず
。
月��
や

う
や
う
入
り
て
、

立
ち
寄
る
と
み
る
み
る
月
の
入
り
ぬ
れ
ば
影
を
頼
み
し
人
ぞ

わ
び
し
き�

（
俊
蔭
巻
）

先
の
引
用
の
続
き
、
俊
蔭
女
が
屋
敷
の
奥
へ
と
入
っ
て
行
く
場
面
。

「
月
や
う
や
う
入
り
て
」
と
、「
月
」
の
動
き
を
描
く
。
こ
れ
は
一
見
、

桐
壺
巻
の
「
月
も
入
り
ぬ
」
に
似
た
表
現
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
、

『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
、
時
間
の
経
過
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、

俊
蔭
女
が
奥
へ
「
入
」
る
こ
と
と
、「
月
」
が
「
入
」
る
の
と
を
掛
詞

と
し
て
歌
に
詠
み
込
む
た
め
の
措
辞
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
「
月
」
は
局
面
的
な
描
写
で
あ
り
、
そ
こ
に
時
間
の
持
続

性
を
感
取
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
「
立
ち
寄
り
た
ま
へ
ば
入
り

ぬ
」「
の
た
ま
ひ
て
」「
ゐ
た
ま
ひ
て
」「
の
た
ま
へ
ど
」
と
、
若
小
君
、

俊
蔭
女
の
行
動
が
時
系
列
に
配
列
さ
れ
る
こ
と
で
、
時
間
の
経
過
が
結

果
的
に
表
現
さ
れ
る
に
止
ま
る
。『
源
氏
物
語
』
に
八
月
七
日
頃
の
野

分
め
い
た
夕
べ
と
い
う
、
具
体
的
な
場
面
、
空
間
時
間
が
し
っ
か
り
と

構
築
さ
れ
て
い
る
の
に
較
べ
る
な
ら
ば
、
両
者
に
は
歴
然
た
る
違
い
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
膚
寒
き
夕
暮
の
ほ
ど
、
常
よ
り
も
お
ぼ

し
い
づ
る
こ
と
多
く
て
、
靫
負
の
命
婦
と
い
ふ
を
つ
か
は
す
。�

�

（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

野
分
の
段
は
既
に
冒
頭
か
ら
、「
野
分
だ
ち
」「
に
は
か
に
膚
寒
き
」

「
お
ぼ
し
い
づ
る
こ
と
多
く
て
」
と
い
う
具
体
的
な
事
項
の
、
緊
密
な
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結
び
付
き
に
よ
っ
て
、
詳
細
で
必
然
的
な
情
景
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。冒

頭
の
「
野
分
だ
ち
て）
（（
（

」。「
野
分
め
い
て
」
と
、「
野
分
」
と
い
う

事
象
の
属
性
が
目
立
つ
こ
と
を
書
く
こ
と
は
、
そ
の
微
妙
な
変
化
を
言

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
具
体
的
で
詳
細
な
描
写
と
言
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
こ
こ
で
は
そ
こ
か
ら
「
に
は
か
に
膚
寒

き
」
と
展
開
す
る
こ
と
で
、「
野
分
だ
ち
て
」
と
い
う
気
候
の
変
化
に

起
因
し
、
し
か
も
「
に
は
か
に
膚
寒
」
く
な
っ
た
と
い
う
具
体
的
な
情

景
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
展
開
は
気
象
学
的
に
も
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
台
風
は

「
反
時
計
ま
わ
り
の
渦
巻
き
な
の
で
、
中
心
の
東
側
に
は
南
か
ら
暖
か

く
て
し
め
っ
た
空
気
が
は
こ
ば
れ
て
く
る
し
、
西
側
に
は
北
か
ら
冷
た

い
か
わ
い
た
空
気
が
は
こ
ば
れ
て
く
る
」（
岩
波
書
店
編
『
岩
波
科
学

百
科
』）。
そ
し
て
、
台
風
は
「
九
月
に
な
る
と
西
日
本
よ
り
は
東
日
本

に
上
陸
ま
た
は
接
近
す
る
傾
向
が
強
く
な
る
」（
浅
井
富
雄
他
監
修

『
増
補�

平
凡
社
版�

気
象
の
事
典
』）
と
言
う
。
つ
ま
り
、
九
月
に
発
生

し
た
台
風
が
日
本
に
接
近
し
た
場
合
、
台
風
の
中
心
よ
り
西
側
に
は

「
北
か
ら
冷
た
い
か
わ
い
た
空
気
が
は
こ
ば
れ
て
く
る
」
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
、
気
温
が
急
激
に
低
下
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
膚
寒
」
さ
を
覚

え
る
こ
と
に
な
る
。「
野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
膚
寒
き
」
と
は
、
ま

さ
に
こ
の
新
暦
九
月
、
旧
暦
で
言
え
ば
、
概
ね
八
月
の
気
象
現
象
を
表

わ
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
先
に
見
た
『
宇
津
保
物
語
』

嵯
峨
院
巻
が
「
長
月
に
な
り
ぬ
。
風
涼
し
く
な
り
」
と
単
純
な
展
開
を

見
せ
る
の
と
は
次
元
を
異
に
し
た
も
の
と
、
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
こ
の
「
野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
膚
寒
き
夕
暮
の
ほ
ど
」
が

全
体
と
し
て
、「
常
よ
り
も
お
ぼ
し
い
づ
る
こ
と
多
く
て
」
と
い
う
帝

の
心
情
の
誘
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

膚
寒
く
風
は
夜
ご
と
に
な
り
ま
さ
る
我
見
し
人
は
訪
れ
も
せ
ず�

�

（『
毎
月
集
』・
八
月
中
）

二
章
で
示
し
た
よ
う
に
、「
膚
寒
く
」
な
る
の
は
八
月
の
季
感
で
あ

っ
た
。
八
月
で
は
、
ま
だ
「
膚
寒
く
」
な
る
段
階
で
あ
り
、
完
全
に

「
膚
寒
く
」
な
り
果
て
て
は
い
な
い
。

同
じ
く
『
毎
月
集
』、「
秋
」
の
部
冒
頭
に
詠
ま
れ
る
長
歌
に
も
、

「
は
だ
寒
く
な
る
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

涼
み
せ
し　

夏
の
く
れ
に
し　

ゆ
ふ
べ
よ
り　

野
べ
の
草
葉
を　

か
き
わ
け
て　

吹
き
く
る
風
の　

や
ゝ
は
だ
寒
く　

な
る
ま
ゝ
に　

年
月
を　

思
の
ほ
か
に　

過
し
や
り　

か
ひ
な
き
身
を
ば　

心
の

う
ち
に　

嘆
き
つ
　ゝ

よ
を
な
が
月
の　

す
ゑ
ま
で
に　

…�

�

（
秋
）

「
夏
の
く
れ
に
し
ゆ
ふ
べ
よ
り
」「
風
の
や
ゝ
は
だ
寒
く
な
る
ま
ゝ
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に
」
と
言
う
。
後
に
「
な
が
月
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
八
月
に

は
「
は
だ
寒
く
な
る
」
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
野
分
の
段
の
時
季
が
八

月
で
あ
ろ
う
こ
と
の
傍
証
と
も
な
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
長
歌
、
短
歌
共
に
「
風
」
が
「
膚
寒

く
」「
な
る
ま
ゝ
に
」、
ま
た
は
「
な
り
ま
さ
る
」
こ
と
で
、「
心
の
う

ち
に
嘆
き
つ
ゝ
」「
我
見
し
人
は
訪
れ
も
せ
ず
」
と
、「
膚
寒
」
さ
が
感

傷
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
八
月
に
な
り
、

「
風
」
が
「
膚
寒
く
」
な
り
、
こ
れ
が
人
の
心
を
淋
し
く
さ
せ
る
、
こ

の
展
開
は
ま
さ
に
野
分
の
段
に
同
じ
い）
（1
（

。
野
分
の
段
も
、
暑
さ
の
夏
が

過
ぎ
、「
野
分
だ
ち
て
」
と
、
風
が
そ
よ
ぎ
だ
し
、
心
穏
や
か
な
ら
ざ

る
う
え
に
、「
に
は
か
に
」「
膚
寒
」
く
な
っ
た
と
、
い
か
に
も
八
月
に

あ
り
そ
う
な
具
体
的
な
情
景
描
写
を
周
到
に
重
ね
て
、
や
が
て
「
常
よ

り
も�

…
」
と
い
う
寂
寥
感
へ
と
展
開
す
る
。
荒
れ
た
風
と
、
そ
れ
に

よ
る
急
激
な
気
温
の
低
下
に
よ
っ
て
、
帝
は
不
安
を
覚
え
、「
夕
暮
の

ほ
ど
」
と
い
う
時
間
と
相
俟
っ
て
、
そ
れ
が
人
恋
し
さ
の
寂
寥
感
と
な

る
の
で
あ
る
。

同
様
の
例
は
『
萬
葉
集
』
に
も
見
え
る
。

旅
衣
八
重
着
重
ね
て
寝
ぬ
れ
ど
も
な
ほ
肌
寒
し
妹
に
し
あ
ら
ね
ば�

�

（
巻
二
十
・
四
三
七
五
）

蒸
し
衾
な
ご
や
が
下
に
臥
せ
れ
ど
も
妹
と
し
寝
ね
ば
肌
し
寒
し
も�

�

（
巻
四
・
五
二
七
）

二
首
い
ず
れ
も
「
妹
」
と
「
寝
」
な
い
の
で
、「
肌
寒
し
」
ま
た
は

「
肌
し
寒
し
も
」
と
、
感
覚
的
に
寂
寥
感
を
詠
ん
で
い
る
。「
膚
寒
」
さ

は
寂
し
さ
を
覚
え
さ
せ
る
要
因
で
あ
っ
た
の
だ
。
野
分
の
段
の
「
膚

寒
」
し
は
実
際
の
時
季
に
則
し
た
具
体
的
な
描
写
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
に
応
じ
た
感
覚
の
面
で
も
非
常
に
現
実
的
な
描
写
で
あ
っ
た
の
だ
。

「
常
よ
り
も
お
ぼ
し
い
づ
る
こ
と
多
く
て
」。
こ
れ
は
無
論
、
帝
の
心

情
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
心
情
へ
と
至
る
こ
れ
ま
で
の
叙
述
、

す
な
わ
ち
「
野
分
だ
ち
て
」
か
ら
「
夕
暮
の
ほ
ど
」
ま
で
の
描
写
、
就

中
「
膚
寒
き
」
と
い
う
感
覚
は
帝
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
「
膚
寒
」
さ
、
こ
れ
は
更
衣
を
失
っ
た
帝
が
、
秋
八
月
、

そ
れ
も
野
分
の
季
節
を
迎
え
て
一
層
痛
切
に
感
じ
た
感
覚
で
あ
っ
た
の

だ
。
八
月
の
「
膚
寒
き
夕
暮
」
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
寂
寥
感
が
増
し
、

帝
は
亡
き
更
衣
と
過
ご
し
た
時
を
鮮
明
に
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
後
に

書
か
れ
る
「
お
も
か
げ
に
つ
と
添
ひ
て
お
ぼ
さ
る
る
に
も
」
の
「
つ
と

添
ひ
て
」
と
い
う
皮
膚
感
覚
に
近
い
感
覚
は
そ
れ
故
に
こ
そ
、
覚
え
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
「
思
い
つ
づ
け
る
と
、
そ
の
人
が
、
い
つ

も
の
よ
う
に
横
に
坐
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る
」（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物

語
評
釈
』）
と
い
う
更
衣
恋
し
さ
故
の
帝
の
実
感
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
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「
野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
膚
寒
き
」
と
、
作
中
人
物
で
あ
る
帝
の

実
感
を
通
し
て
描
写
が
な
さ
れ
る
と
き
、『
源
氏
物
語
』
の
文
章
は
、

に
わ
か
に
現
実
感
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、『
宇
津
保
物
語
』
に
も
、「
膚
寒
」
し
の
例
が
見
え
る
。

…
秋
深
く
な
り
ゆ
く
こ
ろ
の
夕
暮
れ
に
、
秋
風
膚
寒
く
、
山
の
滝

心
す
ご
く
、
鹿
の
音
は
る
か
に
聞
こ
え
、
前
の
草
木
、
あ
る
は
色

の
盛
り
、
あ
る
は
花
の
散
り
な
ど
し
て
あ
は
れ
な
る
に
、�

�

（
菊
の
宴
巻
）

源
実
忠
の
北
の
方
が
隠
棲
す
る
志
賀
の
秋
を
描
く
場
面
。
こ
の
前
後

に
、「
紅
葉
」「
雁
」
の
記
述
が
多
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
九
月

頃
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
秋
深
く
」、
季
節
は
「
膚
寒
く
な
る
」

時
季
を
過
ぎ
て
、
既
に
「
膚
寒
」
い
気
候
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
い

ず
れ
に
し
て
も
、
前
後
の
展
開
か
ら
し
て
、
こ
の
「
秋
風
膚
寒
く
」
に

は
『
源
氏
物
語
』
ほ
ど
の
含
意
は
な
く
、
そ
れ
は
「
山
の
滝
」
が
「
心

す
ご
く
」、「
鹿
の
音
」
が
「
は
る
か
に
聞
こ
え
」、「
前
の
草
木
」
が

「
色
の
盛
り
」
ま
た
は
「
花
の
散
り
な
ど
し
て
」
な
ど
と
、
列
挙
さ
れ

る
事
項
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
無
論
、
こ
の
叙
述
か
ら
は
作
中
人
物
の

感
覚
や
感
情
を
感
取
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
感
覚
表
現
を
用
い
な
が

ら
も
、
列
挙
の
性
格
が
そ
れ
ら
に
及
び
、
観
念
的
な
描
写
に
陥
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
だ
。
俊
蔭
巻
、
嵯
峨
院
巻
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
菊
の

宴
巻
の
叙
述
も
、
秋
と
い
う
観
念
の
も
と
に
成
っ
た
具
体
性
に
欠
け
る

叙
述
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
野
分
の
段
に
は
、
他
に
も
、
人
物
の
自
然
な
感
覚
、
感
情
を

表
現
す
る
説
得
力
の
あ
る
叙
述
が
多
い
。
命
婦
、
里
邸
到
着
の
場
面
。

命
婦
、
か
し
こ
に
ま
で
着
き
て
、
門
引
き
入
る
る
よ
り
、
け
は
ひ

あ
は
れ
な
り
。�

（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

感
覚
的
描
写
で
あ
る
「
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
」。
こ
れ
は
「
表
門
を

入
る
と
た
ん
に
、
牛
車
か
ら
見
て
も
、
涙
を
催
す
さ
ま
で
あ
」
り
、

「
明
か
る
い
月
に
照
ら
さ
れ
た
都
大
路
と
何
と
い
う
違
い
で
あ
ろ
う
」

（
玉
上
前
掲
書
）
と
い
う
、
里
邸
内
と
外
と
の
雰
囲
気
の
差
に
対
す
る

感
慨
を
表
現
し
て
い
る
。「「
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
」
と
は
作
者
の
地
の

文
の
説
明
で
は
あ
る
が
、
ま
た
車
中
の
命
婦
の
感
懐
で
も
あ
る
」（
清

水
好
子
「
野
分
の
段
の
遠
近
法
に
つ
い
て
」『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方

法
』）。「
車
中
の
命
婦
の
感
懐
で
も
あ
る
」
故
に
、
そ
れ
は
一
層
、
説

得
力
を
以
っ
て
迫
っ
て
く
る
。
以
下
、
更
衣
里
邸
の
描
写
が
こ
れ
に
続

く
が
、
こ
の
「
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

は
更
衣
里
邸
の
客
観
的
な
描
写
な
の
で
は
な
く
、
命
婦
の
実
感
に
よ
る

描
写
と
な
っ
て
い
る
。

邸
内
に
進
み
入
っ
た
命
婦
は
荒
廃
し
た
景
色
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。

や
も
め
ず
み
な
れ
ど
、
人
ひ
と
り
の
御
か
し
づ
き
に
、
と
か
く
つ
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く
ろ
ひ
た
て
て
、
め
や
す
き
ほ
ど
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ひ
つ
る
、
闇

に
く
れ
て
ふ
し
沈
み
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
、
草
も
高
く
な
り
、
野
分

に
い
と
ど
荒
れ
た
る
こ
こ
ち
し
て
、
月
影
ば
か
り
ぞ
、
八
重
葎
に

も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
。�

（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

前
述
の
通
り
、
い
か
に
も
八
月
ら
し
い
情
景
が
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
も
そ
れ
を
前
提
と
し
た
、
命
婦
の
感
情
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
北
の
方
が
「
闇
に
く
れ
て
ふ
し
沈
み
た
ま
」
う
て
何
も

で
き
ず
に
居
た
結
果
、「
草
も
高
く
な
り
」、
さ
ら
に
そ
れ
が
野
分
の
風

に
荒
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
野
分
に
い

と
ど
荒
れ
た
る
心
地
し
て
」
と
、
そ
れ
が
命
婦
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
る
。
命
婦
は
荒
廃
が
進
ん
だ
里
邸
を
見
て
、
自
身
の
心
を

「
心
地
し
て
」
と
、
内
省
的
に
捉
え
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
い
と
ど

荒
れ
た
る
」
と
い
う
認
識
は
、
こ
れ
以
前
に
も
命
婦
が
里
邸
を
訪
れ
て

い
た
事
実
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
以
前
、
命
婦
が
更
衣
の
里
邸
を
訪
れ

て
い
た
こ
と
は
、
後
の
北
の
方
の
「
う
れ
し
く
お
も
だ
た
し
き
つ
い
で

に
て
、
立
ち
寄
り
た
ま
ひ
し
も
の
を
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
窺
え
る
。

更
衣
の
生
前
は
整
然
と
し
て
い
た
里
邸
も
、
今
と
な
っ
て
は
酷
く
荒
れ

て
し
ま
っ
た
。「
と
か
く
つ
く
ろ
ひ
た
て
て
、
め
や
す
き
ほ
ど
に
て
過

ぐ
し
た
ま
ひ
つ
る
」。
そ
れ
が
さ
ら
に
こ
の
度
の
「
野
分
」
に
よ
っ
て
、

「
い
と
ど
」
荒
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
、
命
婦
は
眼
前
の
情
景
を
以
前

と
比
較
し
て
認
識
す
る
の
だ
っ
た
。
以
前
か
ら
里
邸
に
出
入
り
が
あ
り
、

里
邸
の
過
去
を
知
る
が
故
に
、
変
わ
り
果
て
た
眼
前
の
情
景
に
命
婦
は

胸
絞
め
つ
け
ら
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
過
去
と
現
在
と
を
対
照
し

て
の
、
北
の
方
へ
同
情
す
る
心
理
が
こ
こ
に
は
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

命
婦
の
実
感
で
あ
っ
た
。

「
月
影
ば
か
り
ぞ
、
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
」
に
も
、

命
婦
の
北
の
方
に
対
す
る
憐
憫
の
情
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
、
荒
廃
し
た

里
邸
に
訪
ね
る
人
が
な
い
事
実
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
前
章
に
述
べ
た
が
、

こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
客
観
的
な
描
写
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
命
婦

の
主
観
を
通
し
て
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
描
写
は
紀
貫
之
の
「
と
ふ
人
も
な
き
宿
な
れ
ど
く
る
春
は

八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ざ
り
け
り
」（『
貫
之
集
』
第
三
）
を
引
い
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
「
未
亡
人
な
が
ら
、
宮
仕
え
を
す
る
愛
嬢
の
た
め
独

力
経
営
し
て
き
た
過
去
を
知
る
人
が
ひ
と
し
お
の
感
を
催
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
あ
た
り
が
い
っ
た
い
に
命
婦
の
心
中
な
れ
ば
こ
そ
次
に
、

「
月
か
げ
ば
か
り
ぞ
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
」
と
い
う

引
歌
を
も
っ
た
詠
嘆
の
文
が
続
き
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
び
の
引
歌

の
も
つ
重
さ
、
古
歌
を
連
想
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
た
ん
に
地
の
文
で

な
く
、
命
婦
の
嘱
目
の
嘆
き
と
し
て
、
主
情
性
に
裏
う
ち
さ
れ
て
出
て

き
た
も
の
で
あ
る
」（
清
水
前
掲
論
文
）。
そ
う
思
い
を
巡
ら
す
命
婦
の
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感
慨
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。「
門
引
き
入
る
る
」
我
が
身
以

外
に
、「
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
」
も
の
は
、「
月
影
ば

か
り
」
で
し
か
な
い
。
そ
の
「
入
る
」
を
巡
る
対
照
は
、
命
婦
に
一
層

の
感
慨
を
催
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
月
影
ば
か
り
ぞ
、
八
重

葎
に
も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
」
は
単
な
る
客
観
的
な
情
景
描
写
に

終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
里
邸
の
状
況
を
哀
む
命
婦
の
情
意

を
盛
り
込
ん
だ
主
観
的
な
描
写
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

帝
の
命
を
果
た
し
、
命
婦
は
里
邸
を
後
に
す
る
。

「
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
れ
ば
、
今
宵
過
ぐ
さ
ず
、
御
返
り
奏
せ
む
」

と
急
ぎ
参
る
。
月
は
入
り
か
た
の
空
清
う
澄
み
わ
た
れ
る
に
、
風

い
と
涼
し
く
な
り
て
、
草
む
ら
の
虫
の
声
々
も
よ
ほ
し
顔
な
る
も
、

い
と
立
ち
離
れ
に
く
き
草
の
も
と
な
り
。�（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

こ
こ
で
も
、「
月
」「
風
」「
草
」「
虫
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
八
月
ら
し

い
緊
密
な
情
景
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
特
に
注
目
す

べ
き
は
「
い
と
立
ち
離
れ
に
く
き
草
の
も
と
な
り
」
で
あ
ろ
う
。「
こ

れ
は
も
ち
ろ
ん
「
草
の
も
と
、
い
と
立
ち
離
れ
に
く
し
」
と
い
う
正
則

の
述
語
を
、
連
体
法
に
倒
置
圧
縮
し
た
も
の
に
違
い
な
い
」。
そ
し
て
、

こ
れ
は
「
作
者
の
詠
嘆
に
似
た
、
作
者
自
身
の
洩
ら
す
思
い
入
れ
な
の

で
あ
る
」（
渡
辺
実
『
平
安
朝
文
章
史
』）。「
作
者
の
詠
嘆
に
似
た
」

「
思
い
入
れ
」
と
言
う
以
前
に
、
こ
れ
は
そ
の
情
景
を
体
感
し
て
い
る

は
ず
の
命
婦
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
作
中
の
命
婦

も
、
更
衣
の
里
邸
を
辞
去
す
る
に
当
た
っ
て
慨
嘆
す
る
。
そ
し
て
、
そ

の
作
中
の
命
婦
の
慨
嘆
が
物
語
に
現
実
感
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
、
こ
の
情
景
は
現
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

「
物
語
に
お
い
て
感
情
が
表
わ
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
対
象
た
る
物

語
の
出
来
事
は
、
そ
の
情
意
が
情
意
た
る
こ
と
を
証
と
し
て
、
最
早
す

で
に
現
実
な
の
で
あ
る
。
情
意
の
表
出
に
お
い
て
、
物
語
は
次
々
に
叙

述
に
生
彩
を
与
え
て
い
く
」（
上
野
英
二
「
物
語
の
言
語
行
為
」『
源
氏

物
語
序
説
』）
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る

も
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
の
極
め
て
具
体
的
で

詳
細
な
描
写
で
あ
っ
た）
（1
（

。
こ
う
し
て
『
源
氏
物
語
』
は
、
現
実
感
の
あ

る
確
た
る
物
語
世
界
を
構
築
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
宇
津
保
物
語
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
三
章
冒

頭
に
引
い
た
俊
蔭
巻
の
例
、「
月
」
の
描
写
が
単
純
で
類
型
化
し
た
表

現
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
景
物
の
美
し
さ
は
波
線
で
示
し
た

よ
う
に
、「
を
か
し
く
見
所
あ
り
」、「
お
も
し
ろ
く
映
れ
り
」
な
ど
と

表
現
さ
れ
る
。「
若
小
君
、
…
見
め
ぐ
り
て
見
た
ま
へ
ば
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
一
先
ず
こ
れ
ら
は
若
小
君
の
感
覚
を
表
し
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
を
か
し
く
」「
お
も
し
ろ
く
」
は
概
念
的

意
味
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
若
小
君
固
有
の
感
情
や
情
動
な
ど
は
感
じ
ら
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れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
こ
の
場
面
の
一
般
的
、
客
観
的
な
描
写

と
も
理
解
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
景
物
が
「
を
か
し
」「
お
も
し
ろ
し
」

と
い
う
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
す
に
止
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

「
月
隈
な
う
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
描
写
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
表
面
的
に
は
、
野
分
の
段
の
「
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
」
に
同
じ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
俊
蔭
巻
の
場
合
、
事
項
の
列
挙
の
一
つ
と
し
て
、
唐

突
に
附
加
さ
れ
た
感
が
あ
り
、
た
と
え
こ
れ
が
若
小
君
の
目
を
通
し
て

の
描
写
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
概
念
的
、
観
念
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
若
小
君
の
感
情
を
動
か
す
ほ
ど
の
具
体
性
、
現
実
性
に
欠
け

る
。
同
じ
「
あ
は
れ
な
り
」
で
も
、『
源
氏
物
語
』
が
「
対
象
の
一
回

的
な
個
別
の
あ
り
方
を
、
そ
れ
へ
の
情
意
に
お
い
て
表
現
す
る
も
の
」

（
上
野
前
掲
論
文
）
で
あ
る
の
に
対
し
、『
宇
津
保
物
語
』
の
そ
れ
は
、

三
章
で
引
い
た
『
清
少
納
言
枕
草
子
』
の
「
す
べ
て
、
池
あ
る
と
こ
ろ

は
、
あ
は
れ
に���

を
か
し
」
に
見
え
る
よ
う
な
、「
主
体
の
情
意
か
ら
は

離
れ
て
、
対
象
の
あ
り
方
自
体
を
状
態
と
し
て
言
い
止
め
る
よ
う
な
場

合
の
意
味
に
近
づ
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
」
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
宇
津
保
物
語
』
は
感
覚
表
現
を
用
い
て
い
な
が
ら

も
、
そ
れ
は
概
念
的
な
表
現
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
、
感
受
の
主
体
が
想

定
さ
れ
て
も
、
そ
こ
に
そ
の
情
意
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一

方
、『
源
氏
物
語
』
に
は
八
月
と
い
う
時
季
に
相
応
し
い
景
物
の
緊
密

な
構
築
に
よ
っ
て
、
現
実
的
な
必
然
性
を
有
し
、
具
体
的
で
詳
細
な
叙

述
が
成
立
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
感
覚
、
感
情
表
現
に
よ
っ
て

裏
打
ち
さ
れ
る
と
、
現
実
感
を
持
っ
た
叙
述
と
な
る
の
で
あ
る
。
喩
え

る
な
ら
ば
、
感
受
の
主
体
の
感
情
の
吐
露
に
よ
っ
て
、
そ
の
描
写
に
命

が
吹
き
込
ま
れ
る
、
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
感
受
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

客
観
的
な
事
実
は
主
体
に
よ
る
主
観
的
な
現
実
へ
と
昇
華
し
、
物
語
の

現
実
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
実
感
を
有
す
る
物
語
、『
源
氏
物

語
』
が
生
成
さ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
世
界
は
具
体
的
な
情
景
描
写

に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
そ
れ
を
前
提
と
す
る
必
然
性
の

あ
る
感
覚
、
感
情
表
現
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
現
実
感
を
以
っ
て
迫
っ
て

く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五

野
分
の
段
が
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
更
衣
の
死
の
時
季

も
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
更
衣
の
死
の
時
季
に
つ
い
て
は
、
物
語
で

は
、「
そ
の
年
の
夏
、
御
息
所
、
は
か
な
き
こ
こ
ち
に
わ
づ
ら
ひ
て
」

と
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。
玉
上
琢
彌
氏
は
「
袴
着
の
す
ん
だ
夏
、
精

神
的
に
疲
れ
は
て
た
身
に
迎
え
た
京
都
の
夏
の
高
温
と
多
湿
。
長
期
の
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結
核
性
疾
患
に
弱
っ
て
い
た
更
衣
の
身
体
…
は
、
最
後
の
症
状
を
呈
し

た
の
で
あ
っ
た
」（『
源
氏
物
語
評
釈
』）
と
言
う
。
し
か
し
、「
京
都
の

夏
の
高
温
と
多
湿
」
と
い
う
感
覚
は
現
在
の
京
都
の
気
候
を
念
頭
に
置

い
た
新
暦
の
夏
の
感
覚
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
暦
の
夏
と
旧
暦
の
夏
と

は
同
じ
で
は
な
い
。

し
か
し
今
、
野
分
の
段
を
八
月
七
日
頃
の
こ
と
と
す
る
な
ら
ば
、
更

衣
の
死
の
具
体
的
な
時
季
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
が
か

り
は
「
後
の
わ
ざ
」、
す
な
わ
ち
「
七
々
日
の
供
養
」（
吉
澤
義
則
『
対

校
源
氏
物
語
新
釈
』
頭
注
）
で
あ
る
。

野
分
の
段
の
直
前
に
帝
の
悲
し
み
を
語
る
叙
述
が
あ
っ
た
。

は
か
な
く
日
ご
ろ
過
ぎ
て
、
後
の
わ
ざ
な
ど
に
も
こ
ま
か
に
と
ぶ

ら
は
せ
た
ま
ふ
。
…
た
だ
涙
に
ひ
ち
て
明
か
し
暮
ら
さ
せ
た
ま
へ

ば
、
見
た
て
ま
つ
る
人
さ
へ
露
け
き
秋
な
り
。�
（
桐
壺
巻
）

悲
嘆
の
涙
に
昏
れ
る
帝
の
姿
を
拝
す
る
者
ま
で
が
涙
を
催
さ
れ
湿
っ

ぽ
い
、
そ
う
い
う
秋
で
あ
る
と
、
物
語
は
言
う
が
、
こ
の
「
露
け
き
秋

な
り
」
は
単
な
る
断
定
表
現
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
前
述
し

た
「
月
影
ば
か
り
ぞ
、
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
」
や

「
い
と
立
ち
離
れ
に
く
き
草
の
も
と
な
り
」
と
同
様
の
詠
嘆
表
現
に
類

す
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
露
け
き
秋
か
な
」
に
も
等
し
い
詠
嘆
の

表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
場
面
内
の
語
り
手
は
秋
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、
詠
嘆
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に

秋
の
訪
れ
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

須
磨
巻
の
一
節
に
も
、
秋
を
詠
嘆
す
る
同
様
の
文
が
あ
っ
た
。

須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
尽
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
す
こ
し
遠
け
れ

ど
、
行
平
の
中
納
言
の
、
関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
む
浦
波
、

夜
々
は
げ
に
い
と
近
く
聞
こ
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の

は
、
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
。�

（
須
磨
巻
）

源
氏
流
謫
の
地
、
須
磨
の
秋
を
描
く
場
面
。
こ
こ
に
「
か
か
る
所
の

秋
な
り
け
り
」
と
い
う
、
こ
れ
も
ま
た
詠
嘆
と
考
え
ら
れ
る
表
現
が
あ

る
。
こ
れ
は
「
い
と
ど
心
尽
く
し
の
秋
風
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
木
の
間
よ
り
も
り
く
る
月
の
影
見
れ
ば

心
尽
く
し
の
秋
は
来
に
け
り
」（
秋
上
・
一
八
四
）
を
引
く
。
こ
の
歌

で
は
、「
心
尽
く
し
の
秋
は
来
に
け
り
」
と
い
う
表
現
で
秋
の
到
来
が

告
げ
ら
れ
る
。
須
磨
巻
も
こ
の
歌
意
を
含
ん
だ
上
で
、「
い
と
ど
心
尽

く
し
の
秋
風
」
に
よ
っ
て
、「
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
」
と
、
秋
の

到
来
に
気
付
き
、
詠
嘆
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て
、
須

磨
に
秋
が
来
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
桐
壺
巻
に
お

い
て
も
、「
露
け
き
秋
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
桐
壺
巻
の
世
界
に
、
秋

が
到
来
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

そ
の
以
前
に
「
後
の
わ
ざ
な
ど
に
も
こ
ま
か
に
と
ぶ
ら
は
せ
た
ま
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ふ
」
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
立
秋
以
前
に
「
後
の
わ
ざ
」
は
済

ん
で
い
た
こ
と
に
な
る）
（1
（

。
と
す
る
な
ら
ば
、
更
衣
の
死
亡
し
た
時
季
も

自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
終
え
、
つ
ま
り
四
十
九

日
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
秋
が
来
た
と
い
う
こ
と
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、
更

衣
は
五
月
の
上
旬
か
ら
中
旬
あ
た
り
に
世
を
去
っ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
翻
案
で
あ
る
柳
亭
種
彦
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
に
も
、

室
町
御
所
の
娘
の
み
、
力
と
な
し
つ
ゝ
暮
せ
し
が
、
幸
ひ
に
し
て

義
正
の
、
寵
を
蒙
り
胤
を
宿
し
、
喜
ぶ
か
ひ
も
夏
の
野
の
、
草
葉

の
露
と
消
果
て
ゝ
、
早
夢
の
間
に
七
七
日
、
露
け
き
秋
と
ぞ
な
り

に
け
る
。�

（
初
編
）

と
あ
っ
た
。
桐
壺
更
衣
に
あ
た
る
「
室
町
御
所
の
娘
」、
花
桐
は
「
喜

ぶ
か
ひ
も
夏
の
野
の
、
草
葉
の
露
と
消
果
て
」、
夏
に
死
ぬ
。
そ
の
後
、

「
早
夢
の
間
に
七
七
日
、
露
け
き
秋
と
ぞ
な
り
に
け
る
」。
早
四
十
九
日

と
な
り
、
桐
壺
巻
と
同
じ
く
「
露
け
き
秋
」
に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い

る
。
と
す
れ
ば
、
花
桐
の
死
は
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

時
代
は
下
る
が
、
種
彦
の
設
定
も
桐
壺
巻
の
解
釈
の
参
考
と
な
ろ
う
。

五
月
と
言
え
ば
、
五
月
雨
の
時
季
で
あ
る
。
更
衣
が
世
を
去
っ
た

「
そ
の
年
の
夏
」
と
は
、
現
代
の
感
覚
で
の
「
高
温
と
多
湿
」
の
夏
で

は
な
い
。
当
時
は
む
し
ろ
、
五
月
雨
の
夏
が
念
頭
に
登
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
更
衣
の
死
に
は
梅
雨
時
の
気
候
が
影
響
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い）
（1
（

。

「
そ
の
年
の
夏
」、
お
そ
ら
く
五
月
に
更
衣
は
世
を
去
っ
た
。
そ
れ
か

ら
帝
は
「
は
か
な
く
日
ご
ろ
」
を
過
ご
す
う
ち
に
、
季
節
は
「
露
け
き

秋
」
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
野
分
の
段
の
八
月
を
迎
え
る
こ
と
で
、
そ
こ

に
は
五
月
、
六
月
、
七
月
、
八
月
と
、
具
体
的
な
時
間
が
帝
の
現
実
と

し
て
、
流
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
野
分
の
段
の
時
季

が
八
月
七
日
頃
の
「
夕
月
夜
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
意
義

は
、
更
衣
が
死
亡
し
た
時
季
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
ま
ら
な
い
。
帝
、

そ
の
他
の
作
中
人
物
た
ち
が
そ
の
時
間
の
現
実
を
生
き
た
こ
と
を
も
示

す
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
時
間
の
設
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

『
源
氏
物
語
』
の
世
界
は
し
っ
か
り
と
し
た
現
実
と
な
り
、
そ
れ
に
支

え
ら
れ
て
、
帝
、
そ
の
他
の
作
中
人
物
た
ち
は
、
そ
の
現
実
を
生
き
る

こ
と
に
な
る
。

野
分
の
段
、
帝
が
更
衣
と
過
ご
し
た
日
々
を
述
懐
す
る
場
面
。

か
う
や
う
の
を
り
は
、
御
遊
び
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、
心
こ

と
な
る
も
の
の
音
を
か
き
鳴
ら
し
、�

（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

「
か
う
や
う
の
を
り
」
と
は
、「
夕
月
夜
の
あ
は
れ
な
る
を
り
な
り
」

（
萩
原
広
道
『
源
氏
物
語
評
釋
』）。
そ
こ
で
行
わ
れ
る
「
御
遊
び
」
と

は
、
野
分
の
段
の
時
季
を
八
月
七
日
頃
と
す
る
な
ら
ば
、
中
秋
の
名
月

を
前
に
し
て
の
観
月
の
宴
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
更
衣
の
生
前
は
美
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し
い
月
を
眺
め
な
が
ら
、
共
に
管
絃
の
遊
び
に
興
じ
た
の
だ
ろ
う
が
、

今
年
は
更
衣
の
居
な
い
秋
で
あ
る
。
そ
こ
に
名
月
の
時
季
が
再
び
巡
っ

て
き
た
。
同
じ
名
月
を
眺
め
る
に
し
て
も
、
一
人
残
さ
れ
た
帝
の
寂
寥

感
は
、
更
衣
と
興
じ
た
か
つ
て
の
「
御
遊
び
」
を
回
想
す
る
こ
と
で
、

一
層
増
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
秋
と
い
う
季
節
、
月
と
い
っ
た
景
物

が
人
を
感
傷
的
に
さ
せ
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
時
季
を
八

月
と
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
、
以
上
の
よ
う
な
事
実
を
背
景
に
し
て
、

帝
は
悲
し
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
、
現
実
に
あ
り
得
べ
き
展

開
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
帝
の
心
中
を
察
し
な
い
人
物
が
居
た
。

弘
徽
殿
に
は
、
久
し
く
上
の
御
局
に
も
ま
う
の
ぼ
り
た
ま
は
ず
、

月
の
お
も
し
ろ
き
に
、
夜
ふ
く
る
ま
で
遊
び
を
ぞ
し
た
ま
ふ
な
る
。

い
と
す
さ
ま
じ
う
、
も
の
し
と
き
こ
し
め
す
。�

�

（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）

清
涼
殿
北
隣
、
弘
徽
殿
の
主
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
で
あ
る
。
そ
の
弘

徽
殿
か
ら
風
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
管
絃
の
音
を
耳
に
し
て
、
帝
は
「
遊

び
を
ぞ
し
た
ま
ふ
な
る
」
と
推
定
す
る
。
女
御
は
悲
し
み
の
中
に
あ
る

帝
を
余
所
に
、「
遊
」
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
当
然
こ
れ
も
観
月
の
宴

で
あ
る
。
更
衣
の
死
を
嘆
く
帝
や
そ
の
周
辺
の
人
々
を
見
て
、「
亡
き

あ
と
ま
で
、
人
の
胸
明
く
ま
じ
か
り
け
る
人
の
御
お
ぼ
え
か
な
」
と
恨

み
言
を
「
許
し
な
う
の
た
ま
ひ
け
る
」
女
御
の
気
性
を
思
う
と
、
女
御

は
中
秋
の
名
月
の
好
時
節
の
到
来
に
、
湿
っ
ぽ
い
宮
中
の
雰
囲
気
に
耐

え
切
れ
ず
、
宴
を
開
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
同
じ
仲
秋
八
月
で
も
、

女
御
に
は
帝
の
時
間
と
は
全
く
対
照
的
な
時
間
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。更

衣
の
死
を
悼
み
、
悲
嘆
の
涙
に
昏
れ
る
帝
。
そ
れ
に
対
し
て
、
更

衣
死
後
の
宮
中
の
湿
っ
ぽ
い
雰
囲
気
を
嫌
悪
す
る
女
御
、
そ
の
行
動
が

ま
た
帝
の
気
持
ち
を
刺
激
す
る
。
同
じ
時
間
を
巡
っ
て
、
相
反
す
る
二

人
の
現
実
が
こ
こ
に
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
帝
の
現
実
と
女
御
の

現
実
、
二
人
の
現
実
は
蔓
草
の
よ
う
に
有
機
的
に
絡
ま
り
合
う
こ
と
で
、

場
面
を
越
え
た
立
体
的
な
物
語
の
現
実
を
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
作
り

出
す
こ
と
に
な
る
。

『
宇
津
保
物
語
』
が
書
か
れ
た
頃
、「
王
朝
作
り
物
語
は
、
既
に
お
伽

噺
の
文
章
化
の
段
階
を
脱
し
て
、
現
実
の
人
生
な
り
世
相
な
り
を
描
く

べ
き
段
階
に
入
つ
て
ゐ
た
」
と
言
う
（
石
川
徹
『
古
代
小
説
史
稿
』）。

し
か
し
、『
宇
津
保
物
語
』
が
い
ま
だ
そ
の
過
渡
期
に
あ
り
、
内
容
や

叙
述
な
ど
の
点
で
未
熟
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
源
氏
物
語
』
は
内
容

の
点
に
お
い
て
も
、
叙
述
の
点
に
お
い
て
も
、
既
に
「
現
実
」
的
な

「
段
階
に
入
つ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
描
写
は
極
め
て
具
体
的
で
詳
細
な
も
の
で
あ
り
、
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必
然
性
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
感
覚
、
感
情

表
現
に
裏
打
ち
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
感
あ
る
も
の
、
乃
至
は

現
実
そ
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
個
々
の
現
実
と
現
実
と
が
絡
み

合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
劇
的
に
交
わ
る
世
界
は
圧
倒
的
な
現
実
感
を
以
っ

て
我
々
に
迫
っ
て
く
る
。
具
体
的
で
精
細
な
情
景
を
実
感
を
以
て
描
き

出
し
、
そ
れ
ら
の
有
機
的
な
関
係
の
中
に
、
現
実
的
な
物
語
世
界
を
創

り
出
し
て
行
く
。
こ
れ
こ
そ
が
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
構
築
と
言
う
べ

き
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

注（１
）�

本
文
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。『
源
氏
物
語
』『
貫
之
集
』『
枕
草

子
』『
古
今
和
歌
集
』
―
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』、『
毎
月
集
』
―

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』、『
宇
津
保
物
語
』
―
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
』、『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
―
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』、

『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
―
『
本
居
宣
長
全
集
』、『
源
註
拾
遺
』
―

『
契
沖
全
集
』、『
萬
葉
集
』
―
『
萬
葉
集�

訳
文
篇
』、『
源
氏
物
語

評
釋
』
―
嘉
永
六
年
刊
『
源
氏
物
語
評
釋
』。
便
宜
、
表
記
を
換

え
た
箇
所
が
あ
る
。

（
２
）�

篝
火
巻
、「
七
月
五
六
日
」
の
場
面
に
も
、「
鈴
虫
」
が
見
え
る
。

「
弁
の
少
将
、
拍
子
打
ち
出
で
て
、
忍
び
や
か
に
歌
ふ
声
、
鈴
虫
に

ま
が
ひ
た
り
」。
し
か
し
、
こ
れ
は
声
の
良
い
も
の
と
し
て
、「
鈴

虫
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
３
）�

九
月
に
は
草
や
虫
の
声
は
枯
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。「
遥
け
き

野
辺
を
分
け
入
り
た
ま
ふ
よ
り
、
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
。
秋
の

花
み
な
お
と
ろ
へ
つ
つ
、
浅
茅
が
原��

も
か
れ
が
れ
な
る��

虫
の

音��

に
」（
賢
木
巻
）。
時
季
は
「
九
月
ば
か
り
」、
こ
の
頃
、「
浅
茅

が
原
も
枯
れ
枯
れ
」「
嗄
れ
嗄
れ
な
る
虫
の
音
」
と
な
る
。
夕
霧
巻

に
も
、
九
月
の
小
野
の
「
枯
れ
」
た
情
景
が
描
か
れ
る
。
と
す
れ

ば
、
野
分
の
段
の
「
草
も
高
く
な
り
」「
八
重
葎
」「
蓬
生
」「
虫
の

音
し
げ
き
浅
茅
生
」
な
ど
の
、
草
や
虫
の
盛
り
の
様
は
そ
れ
以
前
、

八
月
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）�

し
た
が
っ
て
、
神
尾
暢
子
氏
が
「
八
月
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
…
つ

ご
も
り
が
た
に
、
風
い
た
く
吹
き
て
、
野
分
た
ち
て
雨
な
ど
ふ
る

に
」（『
和
泉
式
部
日
記
』）、「
九
月
一
日
頃
に
、
…
野
分
の
た
ち
て
、

風
い
と
荒
ら
か
に
」（『
狭
衣
物
語
』）
な
ど
の
例
か
ら
、「
野
分
は
、

仲
秋
に
現
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
限
定
す
れ
ば
、
八
月

後
半
か
ら
九
月
初
頭
に
か
け
て
現
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
言

い
、「
野
分
た
ち
て
」
を
台
風
一
過
と
解
し
て
、
野
分
の
段
の
「
野

分
」
を
八
月
下
旬
、
命
婦
の
派
遣
を
九
月
の
初
頭
の
こ
と
と
す
る

（「
王
朝
語
「
野
分
」
の
多
元
的
考
察
」『
王
朝
』
第
五
冊
）
の
に
は
、

従
え
な
い
。

（
５
）�

こ
の
他
に
も
、「
夕
月
夜
」
の
例
が
あ
る
。「
四
月
に
な
り
ぬ
。
…

の
ど
や
か
な
る
夕
月
夜
に
」（
明
石
巻
）、「
卯
月
ば
か
り
に
、
…
艶

な
る
ほ
ど
の
夕
月
夜
に
」（
蓬
生
巻
）、「
朔
日
ご
ろ
の
夕
月
夜
に
」

（
浮
舟
巻
）。
明
石
巻
、
蓬
生
巻
に
は
具
体
的
に
何
日
の
「
夕
月
夜
」

な
の
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
浮
舟
巻
の
「
朔
日
ご
ろ
の
夕
月
夜
」

に
つ
い
て
は
、
一
条
兼
良
は
「
暦
道
に
暦
を
つ
く
る
事
を
ば
推
歩

の
術
と
い
ふ
。
一
月
の
こ
よ
み
を
ば
四
段
に
分
て
朔
上
望
下
と
か

ぞ
ふ
る
也
。
故
に
上
の
弓
は
り
の
時
ま
で
を
ば
一
日
こ
ろ
と
い
ふ

也
」（『
源
語
秘
訣
』〔
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
第
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二
巻
〕）
と
言
い
、「
七
日
の
夕
月
夜
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
夕

月
夜
」
に
つ
い
て
は
、「
夕
月
夜
は
月
の
は
じ
め
の
月
。
…
月
の
大

小
に
よ
り
て
、
一
日
二
日
の
夕
よ
り
も
出
現
あ
る
事
分
明
候
歟
。

十
日
あ
ま
り
の
こ
ろ
ま
で
も
、
暮
天
に
出
る
ほ
ど
の
月
を
夕
月
夜

と
よ
み
な
ら
は
し
候
哉
」（
尭
孝
『
桂
明
抄
』〔『
続
群
書
類
従
』
十

六
下
〕）、「
夕
づ
く
夜
は
、
ゆ
ふ
べ
か
ら
月
の
出
づ
る
四
日
五
日
の

頃
也
。」（
正
徹
『
正
徹
物
語
』〔『
日
本
古
典
文
学
大
系�

歌
論
集�

能
楽
論
集
』〕）
と
す
る
説
も
あ
る
。

（
６
）�

萩
原
広
道
は
、「
夕
月
夜
は
宵
の
ほ
ど
月
夜
に
て
、
暁
の
闇
な
る
比

を
云
。
八
月
の
十
日
ご
ろ
の
さ
ま
也
」
と
言
う
（『
源
氏
物
語
評

釋
』）。
但
し
、
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
７
）�『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
、
い
わ
ゆ
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
に
お
い
て
、

左
馬
の
頭
が
「
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
に
、
思
ひ
の
ほ

か
に
、
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
閉
ぢ
ら
れ
た
ら
む
こ
そ
、
限
り
な

く
め
づ
ら
し
く
は
お
ぼ
え
め
」
と
語
る
よ
う
に
、
荒
廃
し
た
屋
敷

に
美
女
が
住
み
、
男
が
そ
れ
を
見
出
だ
す
と
い
う
設
定
は
当
時
の

物
語
に
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。
俊
蔭
巻
の
こ
の

場
面
も
、
そ
の
類
例
と
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）�「
荒
れ
た
る
家
の
」
に
、「
あ
は
れ
な
る
も
の
ゝ
下
に
」（
弥
富
本
・

刈
谷
本
）、「
哀
な
る
物
ノ
下
ニ
」（
伊
達
本
・
静
嘉
堂
本
）
と
傍
注

が
あ
る
（
田
中
重
太
郎
他
『
枕
冊
子
全
注
釈
』）。
ま
た
、「
能
因
本

「
あ
は
れ
な
る
も
の
」（
一
二
三
段
）
の
末
尾
に
ほ
ぼ
同
様
の
内
容

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
」

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集�

枕
草
子
』
頭
注
）。
書
か
れ
る
情
景

は
事
項
の
列
挙
に
思
わ
れ
る
が
、「
水
草
が
ち
に
荒
れ
青
み
た
る
」

「
絶
え
間
絶
え
間
よ
り
、
月
影
ば
か
り
は
、
白
々
と
映
り
て
見
え
た

る
」
な
ど
と
、『
源
氏
物
語
』
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
詳
細
な
描

写
と
な
っ
て
い
る
。

（
９
）�

同
様
の
情
景
の
構
築
は
帝
の
歌
「
宮
城
野
の
露
吹
き
む
す
ぶ
風
の

音
に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
」
に
も
、
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
も
、「
野
分
」
の
風
は
単
な
る
風
で
終
わ
る
の
で
は

な
く
、「
宮
城
野
」、
す
な
わ
ち
宮
中
に
吹
い
て
、「
露
」、
す
な
わ

ち
帝
の
涙
を
催
さ
せ
、
ま
た
音
と
な
っ
て
帝
の
耳
に
聞
こ
え
、
そ

れ
が
更
衣
の
里
邸
の
「
小
萩
」
を
吹
く
光
景
を
思
い
起
こ
さ
せ
る

と
い
う
よ
う
に
、
有
機
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
秋
八
月
の
こ
の
場

に
相
応
し
い
必
然
性
を
持
っ
た
具
体
的
な
情
景
を
作
り
出
し
て
い

る
。

（
10
）�「
野
分
の
段
の
時
間
を
示
す
尺
度
は
月
で
あ
る
。
こ
の
月
は
勅
使
が

宮
廷
を
出
る
時
は
「
夕
月
夜
の
を
か
し
き
程
」
で
、
さ
し
出
た
ば

か
り
で
あ
っ
た
が
、
更
衣
の
里
邸
で
は
「
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず

さ
し
入
り
」、
い
ま
離
れ
て
き
た
宮
廷
と
新
な
る
場
面
で
あ
る
里
邸

と
を
一
つ
の
世
界
に
つ
つ
む
役
目
を
す
る
。
い
ま
や
空
高
く
さ
し

の
ぼ
り
、
光
も
一
段
と
増
し
た
趣
で
、
宮
廷
を
出
で
立
っ
て
よ
り

の
時
の
経
過
も
お
の
ず
と
感
じ
ら
れ
る
」（
清
水
好
子
「
場
面
と
時

間
」『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』）。

（
11
）�

古
来
、「
野
分
だ
ち
て
」
か
「
野
分
た
ち
て
」
か
、
解
釈
の
分
か
れ

る
箇
所
で
あ
る
。
殆
ど
の
校
注
書
が
「
野
分
だ
ち
て
」
と
し
て
い

る
が
、「
た
ち
て
は
其
風
の
吹
立
つ
也
。
た
を
に
ご
り
よ
み
て
、
野

分
め
き
て
と
や
う
に
説
る
注
は
ひ
が
ご
と
也
。
ふ
く
風
な
ど
の
詞

な
く
て
は
聞
え
ぬ
こ
と
也
」（
萩
原
広
道
『
源
氏
物
語
評
釋
』）
の

よ
う
に
、「
野
分
た
ち
て
」
と
解
す
る
も
の
も
あ
る
。
広
道
は
、

「
ふ
く
風
な
ど
の
詞
な
く
て
は
聞
え
ぬ
こ
と
也
」
と
、
主
語
の
有
無

を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
玉
上
琢
彌
氏
は
「
日
本
語
、
と
く
に
古

代
日
本
語
は
主
語
を
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
は
し
な
い
」
と
し
て
、
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「
野
分
だ
ち
て
」
と
し
て
い
る
（『
源
氏
物
語
評
釈
』）。
ま
た
、
野

分
の
「
風
の
吹
立
つ
」
こ
と
を
言
う
場
合
、
当
時
は
「
一
般
に
、

「
野
分
吹
く
」
ま
た
は
「
野
分
す
」
が
用
い
ら
れ
て
」
お
り
、「
野

分
た
ち
て
」
と
い
う
表
現
を
「「
風
立
つ
」
の
類
推
か
ら
す
る
と
こ

ろ
の
「
野
分
立
つ
」
で
あ
る
と
見
た
場
合
、「
風
立
つ
」「
嵐
立
つ
」

の
例
か
ら
し
て
も
、
出
現
の
時
期
が
逆
に
早
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
上
に
、「
風
立
つ
」「
嵐
立
つ
」
が
、
も
っ
ぱ
ら
和
歌
に
用
い

ら
れ
て
い
る
の
に
較
べ
、
こ
れ
が
は
じ
め
散
文
に
用
い
ら
れ
、
和

歌
に
採
用
さ
れ
る
の
が
遥
か
後
に
な
り
、
し
か
も
用
例
が
極
め
て

少
な
い
と
い
っ
た
、
理
論
上
か
ら
で
は
あ
る
が
、
矛
盾
が
感
じ
ら

れ
る
」（
辻
田
昌
三
「
野
分
だ
ち
て
」『
島
大
国
文
』
第
十
巻
）
と

言
う
。
仮
に
「
野
分
た
ち
て
」
と
し
て
も
、「
た
ち
て
は
其
風
の
吹

立
つ
也
」
と
言
う
よ
う
に
、「
た
つ
」
は
「
事
象
の
生
起
し
た
状
態

を
言
う
も
の
で
あ
っ
て
、
経
過
ま
た
は
完
了
を
表
す
も
の
で
は
な

い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
他
の
「
―
立
つ
」
と
同
様
で
あ
る
」（
辻
田

前
掲
論
文
）。
し
た
が
っ
て
、「
野
分
た
ち
て
」
が
「
野
分
が
既
に

過
ぎ
去
っ
た
後
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系�

源
氏
物
語
』
補
注
）、

す
な
わ
ち
「
台
風
一
過
」（
高
橋
和
夫
『
古
典
に
歌
わ
れ
た
風
土
』）

と
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
玉
上
氏
は
、「
野
分
だ
ち
て
」

と
し
た
上
で
、「
台
風
が
す
ぎ
た
夕
方
」
と
解
し
て
い
る
（
前
掲

書
）
が
、
こ
れ
も
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
12
）�『
源
氏
物
語
』
に
は
野
分
の
段
の
他
に
も
「
膚
寒
」
し
の
例
が
見
え

る
。「
秋
風
、
谷
よ
り
は
る
か
に
吹
き
の
ぼ
り
て
、
い
と
膚
寒
き

に
」（
玉
鬘
巻
）、「
風
膚
寒
く
、
も
の
あ
は
れ
な
る
に
誘
は
れ
て
」

（
横
笛
巻
）、
玉
鬘
巻
、
横
笛
巻
共
に
具
体
的
な
時
季
を
明
ら
か
に

し
得
な
い
が
、
横
笛
巻
は
直
前
に
「
雁
」
の
語
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
九
月
の
こ
と
か
。
両
巻
に
お
け
る
「
膚
寒
」
し
は
そ
の
場

の
感
覚
で
あ
り
、
野
分
の
段
や
『
毎
月
集
』
の
「
膚
寒
く
な
る
」

変
化
を
表
わ
す
も
の
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。

（
13
）�「
右
近
の
司
の
宿
直
奏
の
声
聞
こ
ゆ
る
は
、
丑
に
な
り
ぬ
る
な
る
べ

し
」（
桐
壺
巻
・
野
分
の
段
）
の
「
な
る
べ
し
」
も
帝
の
推
定
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
帝
は
命
婦
の
復
命
を
受
け
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま

で
、
呆
然
と
過
ご
し
て
い
た
こ
と
に
自
ら
気
が
付
く
の
で
あ
る
。

時
間
の
経
過
を
感
覚
的
に
表
現
し
た
こ
の
叙
述
も
、
物
語
に
現
実

感
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
14
）�「
秋
な
り
と
い
ふ
に
時
の
お
し
う
つ
り
た
る
こ
と
を
お
も
は
せ
た
る

筆
の
は
た
ら
き
さ
ら
に
め
で
た
し
」（
萩
原
広
道
『
源
氏
物
語
評

釋
』）。
ま
た
、
橋
本
治
『
窯
変
源
氏
物
語
』
も
こ
こ
を
「
そ
の
御

尊
顔
を
拝
し
た
て
ま
つ
る
者
の
胸
ま
で
も
露
し
る
き
、
秋
と
は
な

っ
た
」
と
記
す
。

（
15
）�

こ
の
直
後
に
「
御
か
た
が
た
の
御
宿
直
な
ど
も
絶
え
て
し
た
ま
は

ず
」
と
言
う
の
は
、
更
衣
の
供
養
が
全
て
終
わ
っ
て
な
お
、
帝
は

他
の
妃
に
御
渡
り
に
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
う

の
で
あ
ろ
う
。

（
16
）�

一
般
的
に
は
、「『
源
氏
物
語
』
中
で
主
要
人
物
が
死
ぬ
の
は
秋
が

多
い
」（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』）。
柳
亭
種
彦
の
辞
世
の
句

に
も
、

　

源
氏
の
人
々
の
う
せ
給
ひ
し
は
お
ほ
か
た
秋
な
り
、
と
あ
り
て
、

　
　

我
も
秋
六
十
帖
の
名
残
か
な

と
あ
る
（
伊
刈
章
『
人
物
叢
書�

柳
亭
種
彦
』）。

（
な
り
た
・
だ
い
ち　

成
城
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）


