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は
じ
め
に

『
篁
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
解
釈
上
、
ま
だ
意
味
が
不
分
明
な
個
所
が
か
な

り
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
伝
本
が
少
な
く
、
原
本
に
遡
る
こ
と
が
困
難
な
点
が

大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
学
部
の
紀
要
第
五
十
九
号

で
、
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
き
た(

注
１)

。
そ
の
後
さ
ら
に
、
幾

つ
か
の
解
釈
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
新
た
な
私
案
を
考
え
た
の
で
、
そ
れ
を

提
示
し
た
い
と
考
え
る
。

一
、
妹
が
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
後
、
篁
が
曹
司
に
戻
っ
て
食
べ
物
を
妹
に

持
っ
て
行
く
場
面
に
つ
い
て

平
野
由
紀
子
氏
『
小
野
篁
集
全
釈
』
で
該
当
部
分
を
引
用
す
れ
ば
、
次
の
よ

う
に
な
る(

注
２)

。

夜
明
け
に
け
れ
ば
、
曹
司
に
帰
り
て
、
こ
の
女
食
ひ
つ
べ
き
や
う
に
、

物
を
返
り
て
も
て
い
か
ん
と
す
る
に
、
心
ま
ど
ひ
し
て
、
足
も
え
踏
み
た

て
ず
、
も
の
覚
え
ざ
り
け
れ
ば
、
む
つ
ま
じ
う
使
ふ
雑
色
を
使
に
て
「
た
だ

今
心
地
あ
し
う
て
、
え
参
り
来
ず
。
そ
の
ほ
ど
、
こ
れ
す
き
給
へ
。
た
め
ら

ひ
て
参
ら
む
。」
女
、
穴
の
も
と
に
て
待
つ
に
、
か
く
言
ひ
た
れ
ば
、

た
が
た
め
と
思
ふ
命
の
あ
ら
ば
こ
そ
消
ぬ
べ
き
身
を
も
惜
し
み
と
ど
め
め

取
り
入
れ
ず
。
帰
り
て
、

「
か
く
な
む
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
か
し
か
う
し
て
、
ま
た
ま
た
行
き
て
見
れ
ば
、
三
四
日
も

の
も
食
は
で
、
も
の
を
思
ひ
け
れ
ば
、
い
と
く
ち
を
し
う
、
息
も
せ
ず
。

右
の
引
用
部
分
で
、
傍
線
部
「
物
を
返
り
て
も
て
い
か
ん
と
す
る
に
」
は
、

何
を
言
い
た
い
の
か
わ
か
り
に
く
い
場
面
で
あ
る
。
様
々
な
説
が
あ
る
が
、
従
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来
の
説
で
は
、
十
分
に
納
得
で
き
る
説
明
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
は
、
新
た
な
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
こ
の
場
面
を
よ
り
理
解

し
や
す
く
し
た
い
と
考
え
る
。

当
該
場
面
に
つ
い
て
、
先
行
論
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
。

①

（
本
文
）
こ
の
女
く
ひ
つ
べ
き
や
う
に
、
物
を
か
へ
て
持
て
ゆ
か
む
と
す

る
に
（
現
代
語
訳
・
注
釈
）
た
べ
る
事
が
出
来
る
や
う
に
。
か
へ
て
―
彰

「
て
か
へ
て
」「
て
う
じ
て
」
の
誤
か
。（
宮
田
和
一
郎
『
校
註
篁
物
語
』

爾
保
布
廼
園
、
昭
和
十
一
年
十
二
月
）(

注
３)

②

（
本
文
）
こ
の
女
く
ひ
つ
き
に
や
に
も
の
を
て
か
へ
て
ゆ
か
ん
と
す
る
に

（
注
釈
）
く
ひ
つ
き
や
に

図
「
く
ひ
つ
へ
き
や
う
に
」、
も
の
を
て
か

へ
て
も
て
ゆ
か
ん
（
図
「
も
の
を
返
て
も
て
い
か
ん
」）
宮
田
和
一
郎

『
新
校
篁
物
語
』
爾
保
布
廼
園
、
昭
和
十
一
年
十
二
月
）(

注
４)

③

（
本
文
）「
こ
の
女
く
ひ
つ
・

（
べ
）

き
や
・

（
う
）

に
、
物
を
て
か（

返

へ
て

・
・
）

持
て
ゆ

（
い
）

か
む

と
す
る
に
、」（
現
代
語
訳
。
図
書
寮
本
に
よ
る
。
妹
の
食
べ
ら
れ
る
や
う

に
物
を
調
理
し
て
持
参
し
よ
う
と
し
た
が
）（
宮
田
和
一
郎
『
王
朝
三
日

記
新
釈
』（
健
文
社
、
昭
和
二
十
三
年
三
月)

(

注
５)

④

（
現
代
語
訳
）
女
君
が
、
た
べ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
も
の
を
調
理

し
て
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
の
だ
が
、（
松
尾
聰
『
現
代
語
訳

日
本
古

典
文
学
全
集

更
級
日
記
・
平
中
物
語
・
篁
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
』

（
河
出
書
房
、
昭
和
三
十
一
年
十
月)

(

注
６)

⑤
（
本
文
）
こ
の
女
食
ひ
つ
べ
き
や
う
に
、
も
の
を
調
じ
て
持
て
行
か
む
と
す

る
に
、（
現
代
語
訳
）
食
べ
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に(

注
解)

底
本
「
く

ひ
つ
き
や
に
」
書
陵
部
本
に
よ
つ
た
。
底
本
「
て
か
へ
て
」
誤
写
と
み
た
。

書
陵
部
本
「
返
て
」（
山
岸
徳
平
校
注
『
日
本
古
典
全
書

平
中
物
語
・

和
泉
式
部
日
記
・
篁
物
語
』
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
三
十
四
年
五
月)

(

注
７)

⑥

（
本
文)

こ
の
女
食
ひ
つ
べ
き
や
に
、
も
の
を
て
か
へ
て
、
も
て
ゆ
か
ん

と
す
る
に
、（
現
代
語
訳
・
注
釈
）
食
う
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
。
書
陵

部
本
「
く
ひ
つ
べ
き
や
う
に
」
と
あ
る
に
よ
る
。
調
理
し
て
。「
て
う
じ

て
」
の
誤
写
か
。（
遠
藤
嘉
基
・
松
尾
聡
『
日
本
古
典
文
学
大
系

篁
物

語
・
平
中
物
語
・
濱
松
中
納
言
物
語
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
九
年
五

月)
(

注
８)

⑦

（
現
代
語
訳
）
妹
が
た
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
食
物
を
調
理
し
て

持
っ
て
い
こ
う
と
し
た
が
、（
頭
注
）
も
の
を
て
か
へ
て
―
物
を
返
て

（
書
）「
て
か
へ
て
」
ハ
「
て
う
じ
て
」
カ
（
平
林
文
雄
編
著
『
篁
物
語

総
索
引
』（
白
帝
社
、
昭
和
四
十
七
年
三
月)

(

注
９)

⑧

（
現
代
語
訳
）
こ
の
女
が
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
普
段
の
食
べ

物
と
違
っ
た
も
の
を
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
と
、（
注
解
）
彰
本
は
「
も

の
を
て
か
へ
て
」
と
あ
り
、『
全
書
』
は
誤
写
と
み
て
、「
も
の
を
調
じ
て
」

と
改
め
、『
全
集
』
は
そ
の
訳
語
を
「
も
の
を
調
理
し
て
」
と
す
る
。「
大

系
」
も
「
全
書
」
と
同
じ
意
見
で
「
手
う
じ
て
」
の
誤
写
説
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
二
語
以
上
に
わ
た
っ
て
根
拠
の
な
い
誤
写
説
を
取
っ
て
い
る
の

で
首
肯
し
が
た
い
。
む
し
ろ
「
か
へ
る
」
に
は
、
状
態
を
変
ず
る
、
変
わ

ら
せ
る
の
意
が
あ
る
ゆ
え
、「
て
う
じ
て
」
の
誤
写
と
考
え
な
く
て
も
、

物
を
「
代
ふ
」「
替
ふ
」（
下
二
段
・
他
動
）
が
、
取
り
替
え
る
、
変
え
る
、

の
意
が
あ
る
の
で
、
女
が
特
殊
な
状
況
に
あ
る
か
ら
普
段
と
違
っ
た
物
、

す
な
わ
ち
変
わ
っ
た
食
事
を
持
っ
て
行
こ
う
と
し
て
、
と
解
釈
で
き
る
。

『
竹
取
物
語
』
に
「
身
を
か
へ
た
る
が
ご
と
く
な
り
に
た
り
」
と
あ
る
。

彰
本
の
「
て
か
へ
て
」
の
「
て
」
は
接
頭
語
と
考
え
る
。（
石
原
昭
平
・

根
本
敬
三
・
津
本
信
博
『
篁
物
語
新
講
』（
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
十
二



�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

年
五
月)

(

注
10)

⑨

（
現
代
語
訳
）
食
べ
物
を
用
意
し
て
、
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
と
。
…
…

（
語
釈
）
物
を
返
り
て
も
て
い
か
む

『
新
講
Ｂ
』
は
「
も
の
を
か
へ
て
」

と
読
み
、「
変
っ
た
食
事
を
持
っ
て
行
こ
う
と
し
た
」
と
解
す
が
、
用
例

は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
諸
注
は
『
全
書
』
の
解
、
す
な
わ
ち
彰
本
「
も
の

を
て
か
へ
て
」
を
「
て
う
じ
て
」（
調
じ
て
）
の
誤
写
と
み
る
説
を
と
る
。

（
平
野
由
紀
子
『
小
野
篁
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
昭
和
六
十
三
年
三
月)

(

注
11)

⑩

（
本
文
）
こ
の
女
食
ひ
つ
べ
き
や
う
に
、
も
の
を
て
う
じ
て
持
ち
て
行
か

ん
と
す
る
に
、（
現
代
語
訳
）「
妹
が
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
食

物
を
調
理
し
て
持
っ
て
行
こ
う
と
し
た
が
」（
平
林
文
雄
『
増
補
改
訂

小
野
篁
集
・
篁
物
語
の
研
究
』（
和
泉
書
院
、
平
成
十
三
年
六
月)

(

注
12)

右
の
よ
う
に
、
先
行
論
で
は
、「
女
（
妹
）
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

い
つ
も
と
変
わ
っ
た
食
事
を
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
」
と
か
、「
女
（
妹
）

が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
食
物
を
調
理
し
て
持
っ
て
行
く
」
と
い
う
訳
が
な

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
篁
物
語
』
の
伝
本
で
あ
る
彰
考
館
甲
本
・
乙

本
の
い
ず
れ
に
も
「
も
の
を
て
か
へ
て
」
と
あ
る
本
文
を
取
り
、「
て
か

へ
て
」
を
「
手
を
変
え
て
」
の
意
味
に
取
れ
ば
、「
い
つ
も
と
違
っ
た
料

理
に
し
て
」
の
意
味
と
な
り
、「
て
か
へ
て
」
を
「
て
う
し
て
（
調
し
て
）」

の
誤
写
と
み
な
せ
ば
、「
食
物
を
料
理
し
て
」
の
意
味
に
な
る
と
い
う
理

解
に
基
づ
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
面
は
、
篁
が
曹
司
に
戻
っ
て
、
妹
に
食
べ
物

を
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
伝
本
ご
と
に
ま
と
め
て

示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

承
空
本

ヨ
ア
ケ
ニ
ケ
レ
ハ
サ
ウ
シ
ニ
帰
リ
テ
コ
ノ
ヲ
ン
ナ
ク
ヒ
ツ
ヘ
キ

ヤ
ウ
ニ
物
ヲ
返
テ
モ
テ
イ
カ
ン
ト
ス
ル
ニ

書
陵
部
蔵
本

よ
あ
け
に
け
れ
は
さ
う
○し

に
帰
り
て
こ
の
を
ん
な

く
ひ
つ
へ
き
や
う
に
物
を
返
て
も
て
い
か
ん
と
す
る
に

彰
考
館
甲
本

よ
あ
け
に
け
れ
は
さ
う
し
に
か
へ
り
て
こ
の
女
く
ひ
つ
き

や
に
も
の
を
て
か
へ
て
も
て
ゆ
か
ん
と
す
る
に

彰
考
館
乙
本

夜
あ
け
に
け
れ
は
さ
う
し
に
か
へ
り
て
こ
の
女
く
ひ
つ
き

や
に
も
の
を
て
か
へ
て
も
て
ゆ
か
ん
と
す
る
に

現
存
四
本
を
比
べ
れ
ば
、
承
空
本
と
書
陵
部
蔵
本
、
彰
考
館
甲
本
と
彰
考
館
乙

本
が
そ
れ
ぞ
れ
似
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
補
入
記
号
の
有
無

な
ど
か
ら
も
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
承
空
本
が
書
陵
部
蔵
本
の
親

本
的
存
在
で
あ
っ
て
、
よ
り
良
い
本
文
を
有
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
も

首
肯
で
き
る(

注
12)

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
四
本
と
も
、
原
本
か
ら
は
既
に
変
形
し
た
伝
本
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
四
本
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
意
が
不

分
明
の
と
こ
ろ
が
多
く
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

特
に
問
題
の
部
分
は
、「
物
ヲ
返
テ
」「
物
を
返
て
」「
も
の
を
て
か
へ
て
」

と
あ
る
部
分
で
あ
る
。「
物
ヲ
返
テ
」
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
し
、「
も
の
を
て

か
へ
て
」
も
不
自
然
な
日
本
語
で
あ
る
。
先
行
論
は
、
そ
れ
を
「
手
変
え
て
」

と
解
し
た
り
、「
て
う
し
て
（
調
じ
て
）」
の
誤
写
だ
と
し
て
き
た
。「
手
変
え

て
」
と
い
う
解
釈
は
、「
女
（
妹
）
が
閉
じ
込
め
ら
れ
、
食
事
も
ま
ま
な
ら
ぬ

状
態
な
の
で
、
普
段
と
異
な
る
特
別
な
食
べ
物
を
用
意
し
て
」
と
解
釈
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
調
じ
て
」
の
場
合
は
、「
料
理
を
し
て
食
べ
物
を
用

意
し
て
」
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
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そ
も
、
篁
が
曹
司
に
帰
っ
て
「
特
別
な
食
べ
物
を
用
意
」
し
た
り
、「
料
理
す

る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
曹
司
は
あ
く
ま
で
勉
学
と
就

寝
の
場
で
あ
っ
て
、
調
理
を
す
る
場
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
台
所
や
調
理

を
す
る
水
回
り
が
曹
司
に
備
わ
っ
て
い
る
と
は
到
底
考
え
難
い
。
勿
論
、
曹
司

に
は
ま
っ
た
く
食
べ
物
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
果
物
や
保
存
の
き
く

菓
子
類
等
は
置
い
て
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

『
篁
物
語
』
自
体
に
、
篁
が
大
学
の
宴
会
に
出
さ
れ
た
橘
の
実
を
懐
に
入
れ

て
妹
の
た
め
に
持
っ
て
帰
る
場
面
が
見
ら
れ
る
。

春
の
こ
と
に
や
あ
り
け
む
。
も
の
も
食
は
で
、
花
柑
子
・
橘
を
な
む
、
願

ひ
け
る
。
知
ら
ぬ
ほ
ど
は
、
親
求
め
て
食
は
す
。
兄
、
大
学
の
饗
応
す
る

に
、「
み
な
取
ら
ま
ほ
し
」
と
思
ひ
け
れ
ど
、
二
つ
三
つ
ば
か
り
、
た
た

う
紙
に
入
れ
て
と
ら
す
。

こ
れ
は
、『
二
十
四
孝
』
の
「
陸
績
」
の
話
で
、
母
親
の
た
め
に
、
橘
を
三

つ
懐
に
入
れ
て
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
六
歳
の
子
で
あ
っ
た
陸
績
の
故
事
と
関
係

が
あ
る
よ
う
だ
。

陸
績
、
六
歳
の
時
、
袁
術
と
い
ふ
所
へ
行
侍
り
。
袁
術
陸
績
が
た
め
に
、

菓
子
に
橘
を
出
せ
り
。
陸
績
こ
れ
を
三
つ
取
り
て
、
袖
に
入
れ
て
帰
る
と

て
、
袁
術
に
礼
を
い
た
す
と
て
、
袂
よ
り
落
せ
り
。
袁
術
こ
れ
を
見
て
、

「
陸
紡
績
殿
は
、
幼
き
人
に
似
あ
は
ぬ
こ
と
」
と
、
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
、

「
あ
ま
り
に
見
事
な
る
程
に
、
家
に
帰
り
母
に
与
へ
ん
た
め
な
り
」
と
申

し
侍
り
。

右
は
、
御
伽
草
子
の
中
の
「
二
十
四
孝
」
で
あ
っ
て
、
室
町
時
代
に
下
る
が
、

原
典
と
し
て
の
中
国
の
「
二
十
四
孝
」
は
、
晩
唐
以
前
の
成
立
の
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
、『
篁
物
語
』
が
、「
二
十
四
孝
」
の
影
響
下
に
成
立
し
た

可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う(

14)

。

そ
う
し
た
、
篁
物
語
の
典
拠
と
し
て
も
興
味
深
い
が
、
こ
れ
は
、
中
国
で
も

日
本
で
も
、
果
実
な
ど
の
入
手
は
、
そ
う
し
た
宴
会
な
ど
が
機
会
で
あ
っ
て
、

現
在
の
よ
う
に
、
す
ぐ
に
店
で
購
入
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
そ

う
。こ

の
場
面
で
も
、
柑
子
の
よ
う
な
果
物
類
が
、
篁
の
曹
司
に
保
存
し
て
あ
り
、

そ
れ
を
妹
に
持
っ
て
行
こ
う
と
し
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
篁
の
曹
司

に
あ
っ
た
食
べ
物
は
、
果
物
や
干
菓
子
の
よ
う
な
も
の
で
、
料
理
な
ど
を
す
る

類
の
も
の
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
特
別
な
食
べ
物
を
用
意
」

し
た
り
、「
料
理
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で

な
い
か
。
つ
ま
り
、
篁
が
妹
に
持
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
は
、
何
も
特
別
に
手

を
加
え
る
必
要
の
な
い
果
物
や
干
菓
子
な
ど
以
外
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
何
が
分
か
る
か
と
言
え
ば
、「
手
変
え
て
」
や
「
調

じ
て
」
と
解
し
て
、
篁
が
料
理
等
で
特
別
な
食
べ
物
を
作
る
と
い
う
解
釈
は
誤

り
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
次
に
そ
れ
を
考
え
た
い
。

も
う
一
度
、
伝
本
四
本
を
眺
め
て
み
た
い
。
問
題
個
所
は
、
次
の
部
分
で
あ

る
。

承
空
本

ク
ヒ
ツ
ヘ
キ
ヤ
ウ
ニ
物
ヲ
返
テ
モ
テ
イ
カ
ン
ト
ス
ル
ニ

書
陵
部
蔵
本

く
ひ
つ
へ
き
や
う
に
物
を
返
て
も
て
い
か
ん
と
す
る
に

彰
考
館
甲
本

く
ひ
つ
き
や
に
も
の
を
て
か
へ
て
も
て
ゆ
か
ん
と
す
る
に

彰
考
館
乙
本

く
ひ
つ
き
や
に
も
の
を
て
か
へ
て
も
て
ゆ
か
ん
と
す
る
に
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先
ず
、
彰
考
館
甲
本
・
乙
本
の
「
く
ひ
つ
き
や
に
」
は
、
承
空
本
・
書
陵
部

蔵
本
の
「
ク
ヒ
ツ
ヘ
キ
ヤ
ウ
ニ
（
く
ひ
つ
へ
き
や
う
に
）」
と
比
較
し
て
、「
く

ひ
つ
へ
き
や
う
に
（
食
ひ
つ
べ
き
や
う
に
）」
の
方
が
文
意
が
良
く
通
ろ
う
。

次
に
、
承
空
本
と
書
陵
部
蔵
本
の
「
物
ヲ
返
テ
（
物
を
返
て
）」
も
彰
考
館
甲

本
・
乙
本
の
「
も
の
を
て
か
へ
て
」
も
意
味
が
不
分
明
な
部
分
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
下
の
、
承
空
本
と
書
陵
部
蔵
本
の
「
モ
テ
イ
カ
ン
ト
ス
ル
ニ

（
も
て
い
か
ん
と
す
る
に
）」、
彰
考
館
甲
本
・
乙
本
の
「
も
て
ゆ
か
ん
と
す
る

に
」
の
ど
ち
ら
も
、「
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
」
の
意
味
で
理
解
で
き
る
。

結
局
、
そ
の
間
の
部
分
で
あ
る
承
空
本
と
書
陵
部
蔵
本
の
「
物
ヲ
返
テ
（
物
を

返
て
）」、
彰
考
館
甲
本
・
乙
本
の
「
も
の
を
て
か
へ
て
」
の
文
意
が
不
明
で
あ

る
の
は
、
何
ら
か
の
誤
写
が
あ
る
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
文
献
学

的
な
見
地
か
ら
よ
れ
ば
、
承
空
本
が
現
存
諸
本
の
中
で
は
、
最
も
古
態
を
伝
え

て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
の
で
、
四
本
の
中
で
は
、
先
ず
尊
重
さ
れ
る

べ
き
本
文
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
承
空
本
と
書
陵
部
蔵
本
の
「
物
ヲ
返

テ
（
物
を
返
て
）」、
が
よ
り
古
態
に
近
い
と
い
う
前
提
で
考
え
て
み
た
い
。

「
物
ヲ
返
テ
（
物
を
返
て
）」
が
古
形
を
伝
え
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ま

で
は
意
味
が
通
ら
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
は
誤
写
が
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
可
能
性
が
最
も
高
い
の
は
「
返
」
の
字
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、「
返
」

は
、
何
の
漢
字
の
誤
写
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
た
め
に
、
こ
の
前
後
の
文
脈
か
ら
、
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
場
面
は
、

承
空
本
に
よ
れ
ば
、「
物
ヲ
返
テ
」
と
あ
っ
て
、「
篁
が
夜
が
明
け
た
の
で
、
自

分
の
曹
司
に
帰
っ
て
、
こ
の
女(

妹)

が
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、『
物

ヲ
返
テ
』
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
に
」
と
な
る
。
こ
の
「
物
ヲ
返
テ
」
の
「
返
」

が
間
違
い
で
、「
物
ヲ
■
テ
」
の
■
の
部
分
に
何
か
別
の
漢
字
が
入
る
と
し
た

ら
、
何
が
入
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
曹
司
に
帰
る
こ
と
」
と
「(

曹
司)

か
ら
持
っ
て
行
く
」
の
間
に
、「
物
ヲ

■
テ
」
が
入
る
こ
と
に
な
る
。「
物
」
は
、「
食
べ
物
」
で
あ
る
か
ら
、「
曹
司

に
帰
っ
て
、
食
べ
物
を
■
て
、
そ
れ
を
曹
司
か
ら
持
っ
て
行
っ
た
」
と
い
う
意

味
に
な
る
。
こ
の
■
の
中
に
何
の
漢
字
が
入
る
か
は
、
状
況
か
ら
判
断
で
き
よ

う
。
曹
司
に
帰
る
ま
で
は
、
手
に
持
つ
こ
と
は
な
く
、
曹
司
に
帰
っ
て
か
ら
食

べ
物
を
手
に
持
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
間
に
食
べ
物
を
手
に
持
っ
た
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、「
物
ヲ
■
テ
」
の
■
の
中
に
は
、「
得
」「
持
」「
取
」
な
ど
の

「
手
に
持
つ
」
と
い
う
趣
旨
の
言
葉
が
入
ろ
う
。
す
ぐ
下
に
、「
持
て
行
か
ん

と
す
る
に
」
と
あ
る
か
ら
、
上
に
同
じ
言
葉
は
来
な
い
か
ら
、「
持
」
は
除
か

れ
る
。「
得
」
は
、
自
分
の
物
で
な
い
物
を
自
分
の
も
の
と
す
る
意
味
だ
か
ら
、

こ
れ
も
除
か
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
取
」
が
入
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、

こ
こ
は
、
本
来
、「
ヨ
ア
ケ
ニ
ケ
レ
ハ
サ
ウ
シ
ニ
帰
リ
テ
コ
ノ
ヲ
ン
ナ
ク
ヒ
ツ

ヘ
キ
ヤ
ウ
ニ
物
ヲ
取
テ
モ
テ
イ
カ
ン
ト
ス
ル
ニ
」
と
本
文
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。「
返
」
は
「
取
」
の
誤
写
で
あ
っ
た
可
能
性
が
出
て
来
る
。

実
際
、「
返
」
の
崩
し
字
と
「
取
」
の
崩
し
字
は
、
よ
く
似
た
字
体
が
あ
り
、

誤
写
・
誤
読
す
る
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
る
。

承
空
本
の
該
当
部
分
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宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
の
該
当
部
分

の
「
返
」
の
漢
字
が
誤
写
で
あ
る
。

「
返
」
の
字
の
草
体
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
取
」
の
字
の
草
体
は
、
次
の
よ
う
で
、「
返
」
の
草
体
に
類
似
し
て
い

る
。

（
承
空
本
）

（
書
陵
部
蔵
本
）

（「
返
」
の
草
体
）（「

取
」
の
草
体
）

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
当
該
部
分
は
、
篁
が
妹
の
た
め
に
食
べ
物
を

探
し
に
曹
司
に
帰
り
、
曹
司
に
あ
っ
た
適
当
な
食
べ
物
を
手
に
取
っ
て
、

持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
場
面
と
言
え
よ
う
。
適
当
な
食
べ
物
と
は
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
果
物
や
干
菓
子
な
ど
、
保
存
の
効
き
、
調
理
の
不
要
な

手
軽
な
食
べ
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、

従
来
の
調
理
な
ど
を
す
る
と
い
っ
た
無
理
な
解
釈
は
し
な
く
て
済
む
の
で

あ
る
。

二
、
篁
の
曹
司
は
ど
こ
に
あ
る
か

高
橋
諒
氏
は
、
御
論
考
の
中
で
、
物
語
に
登
場
す
る
篁
の
居
住
す
る
「
曹
司
」

が
大
学
寮
の
文
章
寮
の
中
に
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る(

注
15)

。

『
篁
物
語
』
は
、
小
野
篁
の
学
生
時
代
の
、
九
世
紀
前
半
を
忠
実
に
描

写
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、『
篁
物
語
』
の
「
曹
司
」
の
記
述

は
文
章
院
曹
司
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
つ
の
考
え
と
し
て
は
興
味
深
い
が
、『
篁
物
語
』
本
文
の
内
容
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
篁
の
曹
司
が
大
学
寮
の
中
に
あ
る
と
い
う
見
解
に
は
無

理
が
伴
う
と
思
う
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
篁
の
曹
司
は
、
実
父
、
並
び
に
、
腹

違
い
の
妹
が
住
ん
で
い
る
寝
殿
造
り
の
御
殿
の
敷
地
内
の
離
れ
の
よ
う
な
場
所

に
あ
っ
て
、
邸
宅
の
外
に
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
以
下
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て

み
た
い
。

恋
敵
の
兵
衛
佐
が
妹
に
手
紙
を
渡
そ
う
と
す
る
場
面
は
、次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
の
佐
、
人
を
つ
け
て
、「
い
づ
く
に
か
率
て
去
ぬ
る
」
と
見
せ
け
れ

ば
、「
そ
の
家
」
と
見
て
け
り
。

あ
し
た
に
文
あ
り
。「
神
の
教
へ
し
か
ば
な
む
、
さ
し
て
奉
る
。
か
の

石
神
の
御
も
と
に
て
、
今
日
あ
ら
ば
」。
文
を
取
り
入
れ
て
見
れ
ば
、
こ

の
兄
、
出
で
走
り
て
、「
父
ぬ
し
も
聞
き
給
ふ
に
、
い
と
も
の
騒
が
し
く
。

こ
の
童
は
、
い
づ
く
か
ら
来
た
る
ぞ
。
い
づ
れ
の
好
き
者
の
使
ぞ
。」
と

言
ひ
け
れ
ば
、「
御
文
は
、
奉
ら
せ
つ
れ
ど
、
昨
日
い
ま
せ
し
ぬ
し
の

『
い
づ
れ
の
使
ぞ
』
と
の
た
ま
ふ
を
、
う
ち
か
ら
は
、
翁
び
た
る
声
に
て
、

『
何
事
ぞ
』
な
ど
、
の
た
ま
ひ
つ
れ
ば
、
わ
づ
ら
は
し
さ
に
な
む
、
ま
う

で
来
ぬ
る
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、「
た
う
め
の
童
」
と
言
ひ
て
、
ま
た
の
あ

し
た
に
、「
昨
日
の
御
返
し
、
た
び
た
び
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
し
。
こ
の

童
の
、
あ
と
は
か
な
く
て
、
ま
う
で
来
に
し
か
ば

あ
と
は
か
も
な
く
や
な
り
に
し
浜
千
鳥
お
ぼ
つ
か
な
み
に
さ
は
ぐ
心

か
」

こ
の
兄
、
大
学
に
出
に
け
り
。
樋
洗
童
、
取
り
入
れ
て
奉
る
。「
文
を

も
取
り
、
大
学
の
ぬ
し
も
ぞ
見
つ
く
る
、
近
か
ら
む
人
の
家
に
据
ゑ
よ
」

と
て
、「
昨
日
も
見
し
か
ど
、
い
さ
や

た
ま
ぼ
こ
の
道
交
ひ
な
り
し
君
な
れ
ば
あ
と
は
か
な
く
も
な
る
と

し
ら
ず
や
」

こ
の
場
面
で
、
篁
の
行
動
に
注
意
し
て
み
る
と
、
一
度
目
は
、
朝
に
兵
衛
佐

か
ら
の
手
紙
を
妹
が
見
て
い
る
と
、
篁
が
出
て
き
て
、
妹
が
返
事
を
渡
す
前
に

兵
衛
佐
か
ら
の
使
い
の
童
を
追
い
返
し
て
し
ま
う
。
二
度
目
は
、
翌
朝
、
再
び

や
っ
て
き
た
兵
衛
佐
の
使
い
の
童
は
、
篁
が
大
学
へ
出
か
け
て
後
に
、
妹
の
召

使
い
の
樋
洗
童
に
手
紙
を
渡
す
。
妹
は
、
篁
が
そ
の
使
い
の
童
を
見
つ
け
る
の

を
恐
れ
て
、
樋
洗
童
に
対
し
て
、
兵
衛
佐
の
使
い
の
童
を
近
く
の
家
に
待
た
せ

て
お
く
よ
う
に
指
示
す
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
篁
が
普
段
、
妹
の
住

む
屋
敷
に
同
居
し
て
い
て
、
大
学
へ
は
そ
こ
か
ら
通
い
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い

る
の
で
、
妹
の
と
こ
ろ
へ
使
い
の
者
が
来
れ
ば
そ
れ
を
発
見
で
き
る
状
況
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
篁
が
妹
の
屋
敷
に
住
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、

大
学
へ
行
け
ば
、
篁
が
屋
敷
に
は
不
在
と
言
う
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
分
か

る
。
今
は
、
大
学
へ
行
っ
て
い
て
不
在
で
も
、
講
義
が
終
わ
れ
ば
、
い
つ
帰
っ

て
く
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
妹
は
篁
が
大
学
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
兵
衛
佐
の

使
い
の
童
を
発
見
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
だ
と
分
か
る
。「
大
学
へ
出
に

け
り
」
を
家
庭
教
師
が
終
わ
っ
て
文
章
寮
の
曹
司
に
帰
る
と
解
す
る
な
ら
、
も

う
明
日
ま
で
戻
っ
て
く
る
心
配
は
な
い
訳
だ
か
ら
、
使
い
の
童
を
近
所
に
待
た

せ
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。
篁
は
、
大
学
寮
に
住
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
大
学

へ
は
、
妹
の
屋
敷
か
ら
通
っ
て
い
る
か
ら
、
妹
の
気
遣
い
の
表
現
が
あ
る
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
大
学
へ
出
に
け
り
」
は
、
現
在
で
も
出
勤
と
い
う
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
居
住
す
る
場
所
か
ら
目
的
地
へ
所
要
で
出
か
け
る
場
合
に

使
う
言
葉
で
、
帰
宅
す
る
時
に
使
う
言
葉
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
大
学
で
の
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講
義
に
出
席
す
る
た
め
に
、
妹
の
邸
宅
の
中
に
あ
る
自
分
の
曹
司
を
出
た
と
い

う
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
曹
司
が
登
場
す
る
場
面
は
、
他
に
も
あ
る
。

篁
と
妹
が
師
走
の
十
五
日
ご
ろ
の
月
夜
で
語
り
合
う
場
面
で
あ
る
。

師
走
の
十
五
日
ご
ろ
、
月
い
と
あ
か
き
に
、
物
語
り
し
け
る
を
、
人
見

て
、「
誰
ぞ
、
あ
な
す
さ
ま
じ
、
師
走
の
月
夜
と
も
あ
る
か
な
」
と
言
ひ

け
れ
ば
、

春
を
待
つ
冬
の
か
ぎ
り
と
思
ふ
に
は
か
の
月
し
も
ぞ
あ
は
れ
な
り
け
る

返
し年

を
経
て
お
も
ひ
も
飽
か
じ
こ
の
月
は
み
そ
か
の
人
や
あ
は
れ
と
思
は

むか
く
言
ふ
程
に
、
夜
ふ
け
に
け
れ
ば
、「
人
う
た
て
見
む
も
の
」
と
て
入

り
に
け
り
。
男
は
、
曹
司
に
、
と
み
に
も
入
ら
で
、
う
そ
ぶ
き
あ
り
き
け

り
。さ

て
、
あ
し
た
に
、
久
し
う
書
読
ま
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
父
ぬ
し
、「
あ

や
し
う
篁
が
見
え
ぬ
か
な
」
と
言
ひ
て
、
呼
び
に
や
る
に
、
お
ど
ろ
き
て
、

例
の
書
か
き
集
め
て
教
へ
け
る
ま
ま
に
な
む
、こ
の
女
の
み
心
に
入
り
て
、

ひ
が
ご
と
を
の
み
な
む
、
し
け
る
。

こ
の
場
面
は
、
篁
と
妹
の
間
が
、
だ
ん
だ
ん
と
親
し
く
な
っ
て
い
く
場
面
で
、

妹
の
返
歌
に
喜
ん
で
、
興
奮
し
た
篁
が
、
妹
が
自
分
の
部
屋
に
入
っ
た
あ
と
も
、

う
れ
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
自
分
の
曹
司
に
は
す
ぐ
に
入
ら
ず
に
、
寝
殿
造
り
の

邸
内
を
歩
き
回
っ
て
、
詩
歌
を
吟
じ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
す
ぐ
に
自
分
の
曹

司
に
入
ら
ず
に
、
邸
内
を
夜
遅
く
ま
で
歩
き
回
っ
て
い
た
た
め
に
、
夜
更
か
し

を
し
て
し
ま
い
、
翌
朝
、
家
庭
教
師
の
時
間
に
な
っ
て
も
寝
坊
し
て
や
っ
て
来

ず
、
父
親
の
使
い
か
ら
起
こ
さ
れ
る
場
面
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿
で
論
じ
た
の
で
、
そ
れ
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
が
、

「
男
は
、
曹
司
に
、
と
み
に
も
入
ら
で
」
と
あ
る
点
が
、
こ
の
曹
司
が
、
妹
が

住
む
邸
宅
と
同
じ
寝
殿
造
り
の
中
に
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
よ

う(

注
16)

。

こ
の
邸
宅
と
は
全
く
別
の
、
大
学
寮
の
文
章
院
の
曹
司
で
あ
れ
ば
、「
入
ら

で
」
と
い
う
表
現
を
す
る
は
ず
が
な
い
。「
入
る
」
は
、
現
在
居
る
場
所
か
ら
、

直
接
に
出
入
り
が
可
能
な
空
間
に
入
る
場
合
に
使
う
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
一
度

邸
宅
を
出
て
、
か
な
り
歩
い
て
行
っ
て
、
そ
の
あ
と
で
、
離
れ
た
場
所
に
入
る

こ
と
な
ど
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
日
本
語
の
用
法
と
し
て
は
、
あ
り
得
な
い
か

ら
で
あ
る
。

も
う
一
か
所
の
曹
司
は
、
一
で
扱
っ
た
、
篁
が
妹
に
食
べ
物
を
持
っ
て
い
く

場
面
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
、
邸
内
の
離
れ
で
あ
る
か
ら
、
す
ぐ
に
対
応
が
で
き

る
の
で
あ
り
、
遠
く
離
れ
た
大
学
寮
ま
で
食
べ
物
を
取
り
に
行
く
な
ど
と
い
う

こ
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。

高
橋
氏
は
、「
よ
っ
て
普
段
は
、
日
中
は
家
庭
教
師
と
し
て
妹
の
家
に
通
い
、

夜
は
大
学
寮
の
文
章
院
、
紀
伝
道
曹
司
に
設
け
ら
れ
た
勉
強
室
に
戻
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。」
と
し
て
い
る
が
、
純
粋
に
昼
間
の
家
庭
教
師
し
か
妹
と
関

係
を
も
た
な
い
の
が
原
則
な
ら
ば
、
夜
遅
く
ま
で
月
見
を
す
る
な
ど
の
行
為
の

存
在
は
、
い
か
に
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
大
学
の
ぬ
し
を
ば
、
家
の
中
に
、
な
入
れ
そ
」
と
て
追
ひ
け
れ
ば
、

曹
司
に
こ
も
り
居
て
、
泣
き
け
り
。
妹
の
こ
も
り
た
る
所
に
行
き
て
、
見

れ
ば
、
壁
の
穴
の
い
さ
さ
か
あ
り
け
る
を
く
じ
り
て
、「
こ
こ
も
と
に
寄

り
給
へ
」
と
呼
び
寄
せ
て
、
物
語
り
し
て
泣
き
居
り
て
、
…
…
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と
あ
る
部
分
に
も
曹
司
が
出
て
来
る
。
こ
こ
で
、「
家
の
中
に
、
な
入
れ
そ
」

と
あ
る
部
分
は
、
高
橋
氏
の
如
く
、
邸
宅
の
外
へ
追
い
出
し
た
と
い
う
見
方
も

不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、
篁
が
、
妹

が
込
め
ら
れ
た
場
所
に
行
っ
て
、
妹
と
物
語
を
す
る
場
面
の
存
在
が
不
自
然
と

な
る
。
邸
宅
か
ら
完
全
に
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
忍
ん
で
近
づ

く
こ
と
は
困
難
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
大
学
の

ぬ
し
を
ば
、
家
の
中
に
、
な
入
れ
そ
」
も
、
寝
殿
造
り
の
邸
宅
の
中
の
妹
や
父

親
・
継
母
が
住
ん
で
い
る
居
住
空
間
の
中
に
篁
を
入
れ
る
な
、
と
い
う
意
味
に

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
篁
の
曹
司
は
、
別
棟
の
離
れ
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か

ら
も
追
い
出
す
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
夜
更
け
に
忍
ん

で
妹
に
逢
い
に
い
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
篁
物
語
の
篁
の
居
住
す
る
曹
司
は
、
大
学
寮
の
文
章
院

曹
司
で
は
な
く
、
妹
と
生
活
空
間
を
一
に
す
る
両
者
の
父
親
の
寝
殿
造
り
の
邸

宅
の
中
に
離
れ
と
し
て
用
意
さ
れ
た
部
屋
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
妹
の
稲
荷
詣
で
に
つ
い
て

妹
の
初
午
の
稲
荷
詣
で
の
場
面
も
問
題
の
あ
る
個
所
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
女
、
願
あ
り
て
、
二
月
の
初
午
に
、
稲
荷
に
ま
ゐ
り
に
け

り
。
供
に
人
多
く
も
あ
ら
で
、
大
人
二
人
、
わ
ら
は
二
人
ぞ
あ
り
け
る
。

お
と
な
は
、
い
ろ
い
ろ
の
袿
、
二
人
は
同
じ
を
な
む
、
着
た
り
け
る
。
君

は
、
綾
の
掻
練
の
単
襲
、
唐
の
羅
の
桜
色
の
細
長
着
て
、
花
染
の
綾
の
細

長
折
り
て
ぞ
、
着
た
り
け
る
。
髪
は
う
る
は
し
く
し
て
、
た
け
に
一
尺
ば

か
り
あ
ま
り
て
、
頭
つ
き
い
と
清
げ
な
り
。
顔
も
あ
や
し
う
世
人
に
は
似

ず
、
め
で
た
う
な
む
あ
り
け
る
。
男
の
童
三
四
人
、
さ
て
は
、
こ
の
兄
と

ぞ
、
あ
り
け
る
。
ま
ほ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
先
立
ち
お
く
れ
て
来
け
る
。
ま

う
で
ざ
ま
に
、
困
じ
に
け
れ
ば
、
兄
い
と
ほ
し
が
り
て
、「
篁
に
か
か
り

給
へ
」
と
て
寄
り
け
れ
ば
「
い
で
、
い
な
い
な
」
と
い
ひ
て
、
道
中
に
去

に
け
り
。

さ
る
程
に
、
兵
衛
佐
ば
か
り
の
人
、
か
た
ち
清
げ
に
て
、
年
二
十
ば
か

り
な
り
け
る
が
、
詣
で
あ
ひ
て
、
か
へ
さ
に
、
女
の
道
に
ゐ
た
る
、「
あ

な
苦
し
。
か
く
て
や
は
出
で
立
ち
給
へ
る
」
も
の
妬
み
し
て
、
男
申
す
に
、

「
か
も
は
車
つ
く
り
て
、
乗
せ
奉
り
て
、
こ
の
わ
た
り
な
る
、
き
さ
き
の

み
ね
に
す
ゑ
奉
ら
む
。
女
の
身
に
は
だ
い
わ
う
、
み
か
ど
に
は
誰
を
か
と
」

言
う
程
に
、
暮
れ
に
け
れ
ば
、
破
子
さ
が
し
て
食
は
せ
む
と
す
る
に
、
こ

の
佐
を
や
り
す
ぐ
す
。
こ
の
男
、
休
む
や
う
に
て
、
降
り
て
、

人
し
れ
ず
心
た
だ
す
の
神
な
ら
ば
思
ふ
心
を
そ
ら
に
知
ら
な
む

返
しや

し
ろ
に
も
ま
だ
き
ね
す
ゑ
ず
石
神
は
知
る
こ
と
か
た
し
人
の
心
を

ま
た
お
こ
せ
け
れ
ど
、
こ
の
兄
、
い
そ
が
し
て
、
車
に
乗
せ
て
、
率
て

去
ぬ
。

こ
の
部
分
に
は
、
幾
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。

第
一
に
、
妹
は
何
の
た
め
に
初
午
に
稲
荷
詣
で
を
し
た
の
か
。

第
二
に
、
ど
う
い
う
手
段
で
、
稲
荷
へ
出
か
け
た
の
か
。
徒
歩
か
牛
車
か
。

第
三
に
、
妹
は
、
本
当
に
、
稲
荷
詣
で
を
完
遂
で
き
た
の
か
ど
う
か
。

第
四
に
、「
か
も
は
車
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
。

な
ど
で
あ
る
。

分
か
り
易
い
第
二
の
点
か
ら
述
べ
た
い
。
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平
野
氏
は
、

当
時
の
貴
族
の
女
性
の
場
合
は
、
車
（
牛
車
）
で
ゆ
く
場
合
も
あ
っ
た

が
、
一
行
は
徒
歩
で
あ
る
。
歩
い
て
ゆ
く
物
詣
と
い
え
ば
、
源
氏
物
語
の

玉
鬘
の
初
瀬
詣
が
思
い
あ
わ
さ
れ
る
。

と
し
て
い
る(
注
17)

。

確
か
に
、
前
半
の
稲
荷
詣
で
の
部
分
だ
け
読
む
と
、
主
人
公
の
妹
も
徒
歩
で

出
掛
け
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。
し
か
し
、『
篁
物
語
』
の
稲
荷
詣
で
の

末
尾
で
は
、

「
ま
た
お
こ
せ
け
れ
ど
、
こ
の
兄
、
い
そ
が
し
て
、
車
に
乗
せ
て
、
率
て
去
ぬ
。」

と
あ
っ
て
、
篁
が
妹
を
牛
車
に
乗
せ
て
屋
敷
へ
急
い
で
帰
宅
さ
せ
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
判
断
し
て
明
ら
か
に
、
妹
は
牛
車
で
稲
荷
へ
参
詣
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
稲
荷
の
中
社
へ
は
、
坂
道
を
徒
歩
で
登
ら
な
い
と

い
け
な
い
の
で
、
途
中
か
ら
は
徒
歩
と
な
る
が
、
麓
ま
で
は
、
間
違
い
な
く
牛

車
で
出
か
け
て
い
る
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、「
供
に
人
多
く
も
あ
ら
で
」
は
、
稲
荷
に
牛
車
で
着
い
た
後
、
牛

車
か
ら
降
り
て
坂
道
を
徒
歩
で
登
る
場
面
を
描
い
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ

る
。妹

が
坂
道
の
途
中
で
疲
れ
て
し
ま
う
の
は
、
屋
敷
か
ら
ず
っ
と
歩
い
て
き
た

か
ら
で
は
な
く
て
、
か
弱
い
女
性
が
、
稲
荷
の
急
な
坂
道
を
登
る
の
は
、
体
力

的
に
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
よ
く
表
わ
す
の
が
、
清
少

納
言
の
枕
草
子
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
、「
う
ら
や
ま
し
げ
な
る
も
の
」
の
中

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

稲
荷
に
思
ひ
お
こ
し
て
ま
う
で
た
る
に
、
中
の
御
社
の
ほ
ど
、
わ
り
な

く
く
る
し
き
を
、
念
じ
の
ぼ
る
に
、
い
さ
さ
か
く
る
し
げ
も
な
く
、
お
く

れ
て
来
と
み
る
者
ど
も
の
、
た
だ
行
き
に
先
に
立
ち
て
ま
う
づ
る
、
い
と

め
で
た
し
。
二
月
午
の
日
の
暁
に
い
そ
ぎ
し
か
ど
、
坂
の
な
か
ら
ば
か
り

あ
ゆ
み
し
か
ば
、
巳
の
時
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
。
や
う
や
う
暑
く
さ
へ

な
り
て
、
ま
こ
と
に
わ
び
し
く
て
、
な
ど
、
か
か
ら
で
よ
き
日
も
あ
ら
ん

も
の
を
、
な
に
し
に
詣
で
つ
ら
ん
と
ま
で
、
涙
も
お
ち
て
や
す
み
困
ず
る

に
、
四
十
余
り
ば
か
り
な
る
女
の
、
壺
装
束
な
ど
に
は
あ
ら
で
、
た
だ
ひ

き
は
こ
え
た
る
が
、「
ま
ろ
は
七
度
詣
で
し
侍
る
ぞ
。
三
度
は
詣
で
ぬ
。

い
ま
四
度
は
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
ま
だ
未
に
下
向
し
ぬ
べ
し
」
と
、
道
に

あ
ひ
た
る
人
に
う
ち
い
ひ
て
下
り
い
き
し
こ
そ
、
た
だ
な
る
所
に
は
目
に

も
と
ま
る
ま
じ
き
に
こ
れ
が
身
に
た
だ
今
な
ら
ば
や
と
お
ぼ
え
し
か
。

清
少
納
言
は
、
途
中
で
「
涙
も
お
ち
て
や
す
み
困
ず
る
」
と
い
っ
た
悲
惨
な

状
態
に
陥
る
が
、
四
十
余
り
の
女
が
七
度
詣
で
を
し
て
い
る
の
を
目
の
当
り
に

し
、
そ
の
体
力
差
に
驚
き
呆
れ
、
普
段
な
ら
目
に
も
止
ま
ら
な
い
、
そ
の
女
性

の
身
に
な
り
た
い
と
羨
望
の
ま
な
ざ
し
で
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
中
や
貴

族
の
屋
敷
で
過
ご
し
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
体
を
動
か
さ
な
い
女
性
た
ち
に
と
っ

て
は
、
長
距
離
を
歩
い
て
い
な
く
て
も
、
牛
車
な
ど
の
乗
り
物
に
乗
ら
ず
に
、

急
坂
を
歩
い
て
登
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
き
つ
す
ぎ
る
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。い

ず
れ
に
せ
よ
、
牛
車
で
の
稲
荷
詣
で
で
あ
る
の
は
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
と
考
え
る
。

次
に
、
妹
は
、
本
当
に
、
稲
荷
詣
で
を
完
遂
で
き
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
を
考
え
て
み
た
い
。



�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

�

『
篁
物
語
』
の
本
文
で
は
、「
ま
う
で
ざ
ま
に
、
困
じ
に
け
れ
ば
」
と
あ
っ

て
、
ま
だ
お
参
り
が
完
遂
で
き
て
い
な
い
時
点
で
、
既
に
「
困
じ
に
け
れ
ば
」

と
い
う
状
態
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
か
も
は
車
つ
く
り
て
、
乗
せ
奉
り
て
、
こ

の
わ
た
り
な
る
、
き
さ
き
の
み
ね
に
す
ゑ
奉
ら
む
。
女
の
身
に
は
だ
い
わ
う
、

み
か
ど
に
は
誰
を
か
と
」
言
う
程
に
、
暮
れ
に
け
れ
ば
、
破
子
さ
が
し
て
食
は

せ
む
と
す
る
に
、
こ
の
佐
を
や
り
す
ぐ
す
。」
と
あ
っ
て
、
兵
衛
佐
が
、
妹
に

言
い
よ
っ
て
き
た
す
ぐ
後
に
、
日
が
暮
れ
て
し
ま
っ
て
、
篁
は
妹
に
食
事
を
さ

せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
あ
と
、
篁
は
そ
の
ま
ま
妹
を
邸
宅
へ
連
れ
帰
る
の
だ
か

ら
、
結
局
、
妹
は
稲
荷
詣
で
を
完
遂
し
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

次
に
、「
か
も
は
車
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
考
え
た
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
四
つ
の
伝
本
を
比
較
し
て
み
た
い
。

承
空
本

カ
シ
ハ
ク
ル
マ
ツ
ク
リ
テ
ノ
セ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
、コ
ノ
ワ
タ
リ
ナ
ル
、

キ
サ
キ
ノ
ミ
ネ
ニ
ス
ヱ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ム
。
女
ノ
事
ニ
ハ
タ
イ
ワ
ウ
、
サ
カ
ト
ニ

ハ
タ
レ
ヲ
カ
ト

書
陵
部
蔵
本

か
も
は
車
つ
く
り
て
の
せ
た
て
ま
つ
り
て
、
こ
の
わ
た
り
な
る

き
さ
き
の
み
ね
に
、
す
ゑ
た
て
ま
つ
ら
む
。
女
の
事
に
は
た
い
わ
う
、
さ
か
と

に
は
、
た
れ
を
か
と
、

彰
考
館
甲
本

か
し
は
車
つ
く
り
て
、
こ
の
わ
た
り
な
る
木
さ
き
の
屏
に
す
へ

た
て
ま
つ
ら
ん
。
女
の
身
に
は
大
王
、
み
か
と
に
は
た
れ
を
か
と

彰
考
館
乙
本

か
し
は
車
つ
く
り
て
・
・
・
・
こ
の
わ
た
り
な
る
木
さ
き
の
屏

に
す
へ
た
て
ま
つ
ら
ん
。
女
の
身
に
は
大
王
、
み
か
と
に
は
た
れ
を
か
と

こ
こ
で
、「
カ
シ
ハ
車
」「
か
も
は
車
」「
か
し
は
車
」「
か
し
は
車
」
と
あ
る

部
分
を
、
ど
う
理
解
す
れ
ば
良
い
か
、
考
え
て
み
た
い
。「
か
し
は
車
」「
か
も

は
車
」
の
い
ず
れ
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
意
味
が
通
ら
な
い
か
ら
、
何
ら
か
の

誤
写
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
発
想
を
変
え
て
、
そ
も
そ
も
車(

牛
車)

に
は
、
ど
う
い
う
種
類
が

あ
る
か
、
確
認
し
て
み
た
い
。

牛
車
の
名
称
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

唐
車
（
か
ら
ぐ
る
ま
）
唐
廂
（
庇
）
車
（
か
ら
び
さ
し
の
く
る
ま
）
雨
眉
車

（
あ
ま
ま
ゆ
の
く
る
ま
）
と
も
言
う
。

糸
毛
車
（
い
と
げ
く
る
ま
）

半
蔀
車
（
は
じ
と
み
ぐ
る
ま
）

檳
榔
毛
車
（
び
ろ
う
げ
の
く
る
ま
）

網
代
車
（
あ
じ
ろ
ぐ
る
ま
）
八
葉
車
（
は
ち
よ
う
く
る
ま
）
文
車
（
も
ん
ぐ
る

ま
）
等
の
種
類
が
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
種
々
の
名
称
が
あ
る
が
、
当
該
部
分
が
三
文
字
分
あ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
糸
毛
車
（
い
と
げ
く
る
ま
）
と
網
代
車
（
あ
じ
ろ
ぐ
る
ま
）
が

該
当
す
る
。
次
に
、
ど
ち
ら
が
適
切
か
考
え
る
上
で
、
承
空
本
の
片
仮
名
表
記

が
注
目
さ
れ
る
。
従
来
、
平
仮
名
の
表
記
か
ら
は
、
な
か
な
か
何
の
間
違
い
か

判
定
し
に
く
か
っ
た
が
、
承
空
本
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
、
そ
の
も
と
の
形
を
推

測
せ
し
め
る
も
の
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

承
空
本
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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こ
の
「
カ
シ
ハ
車
」
の
「
カ
」
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
「
ア
」
と
酷
似
し
、「
シ
」

は
そ
の
ま
ま
、「
ハ
」
も
「
ロ
」
と
似
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
承
空
本
の
中

の
表
記
で
は
、
次
の
も
の
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
分
か
る
事
で
あ
る
。

カア

ハロ
つ
ま
り
、「
ア
シ
ロ
」
は
「
カ
シ
ハ
」
に
変
わ
り
得
よ
う
。

な
お
、
書
陵
部
蔵
本
の
「
か
も
は
車
」
は
、
承
空
本
の
「
カ
シ
ハ
ク
ル
マ
」

の
「
シ
」
が
「
モ
」
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
来
た
誤
読
で
あ
ろ
う
。

枕
草
子
に
は
、
網
代
く
る
ま
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。（
注
１
８
）

檳
榔
毛
は
の
ど
か
に
や
り
た
る
。
い
そ
ぎ
た
る
は
わ
ろ
く
見
ゆ
。
網
代

は
は
し
ら
せ
た
る
。
人
の
門
の
前
な
ど
よ
り
わ
た
り
た
る
を
、
ふ
と
見
や

る
ほ
ど
も
な
く
過
ぎ
て
、
供
の
人
ば
か
り
は
し
る
を
、
誰
な
ら
ん
と
思
ふ

こ
そ
を
か
し
け
れ
。
ゆ
る
ゆ
る
と
久
し
く
ゆ
く
は
い
と
わ
ろ
し
（
三
十
二

段
）。

網
代
は
、
檳
榔
毛
に
比
べ
、
格
式
が
低
く
、
四
位
・
五
位
が
常
用
す
る
も
の

だ
が
、
遠
出
や
略
儀
で
は
、
摂
関
も
乗
る
。

こ
こ
で
も
、「
コ
ノ
ワ
タ
リ
ナ
ル
、
キ
サ
キ
ノ
ミ
ネ
ニ
、
ス
ヱ
タ
テ
マ
ツ
ラ

ム
」
と
あ
っ
て
、
后
の
峰
に
据
え
る
と
い
う
内
容
な
の
で
、
貴
人
の
遠
出
用
の

車
と
し
て
は
、
不
自
然
で
は
な
い
。
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従
っ
て
、
本
来
は
、「
ア
シ
ロ
ク
ル
マ
【
網
代
車
】」
と
あ
っ
た
の
を
、
承
空

本
で
は
、「
カ
シ
ハ
ク
ル
マ
」
と
書
き
誤
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
場
面
は
、
兵
衛
佐
が
妹
に
対
し
て
、「
ア
シ
ロ
ク
ル
マ
ツ
ク

リ
テ
ノ
セ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
、
コ
ノ
ワ
タ
リ
ナ
ル
、
キ
サ
キ
ノ
ミ
ネ
ニ
ス
ヱ
タ
テ

マ
ツ
ラ
ム
。」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
な
た
の
た
め
に
網
代
車
を
造

っ
て
お
乗
せ
し
て
、
こ
の
近
く
に
あ
る
「
后
の
峰
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
供
え

し
ま
し
ょ
う
。」
と
な
り
、
あ
な
た
を
后
に
し
た
い
と
い
う
意
味
と
取
れ
る
。

後
半
は
、
承
空
本
の
「
女
ノ
事
ニ
ハ
タ
イ
ワ
ウ
、
サ
カ
ト
ニ
ハ
タ
レ
ヲ
カ
ト
」

は
意
味
不
明
な
の
で
、
彰
考
館
甲
本
・
乙
本
の
「
女
の
身
に
は
大
王
、
み
か
と

に
は
た
れ
を
か
と
」
と
あ
る
本
文
を
採
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
彰
考

本
甲
本
・
乙
本
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
承
空
本
よ
り
良
い
本
文
を
伝
え
て

い
よ
う
。
即
ち
、
妹
を
后
、
自
ら
を
大
王
に
な
ぞ
ら
え
て
、
兵
衛
佐
は
、
妹
の

歓
心
を
買
お
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
な
ぜ
妹
は
初
午
に
稲
荷
詣
で
を
し
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
妹
は
、

急
に
初
午
の
稲
荷
詣
で
を
決
行
す
る
。
こ
こ
で
「
願
あ
り
」
と
い
う
妹
の
願
と

は
何
な
の
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
湯
浅
幸
代
氏
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る(
注
19)
。

こ
の
稲
荷
詣
で
が
、
特
に
女
性
の
真
摯
で
切
実
な
願
い
や
高
い
志
を
表

す
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
後
に
異
母
妹
が
篁
と
契
っ
て
妊
娠
し
自
死
す

る
こ
と
は
、
大
い
な
る
挫
折
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
異
母
妹
の
願
い
が
叶
っ

て
い
れ
ば
、
稲
荷
詣
で
の
段
は
、
間
違
い
な
く
は
彼
女
を
苦
難
か
ら
救
っ

た
霊
験
譚
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

確
か
に
慧
眼
と
言
う
べ
き
論
で
興
味
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
が
、
色
好

み
の
代
表
と
し
て
の
平
貞
文
が
稲
荷
で
詠
ん
だ
歌

稲
荷
に
ま
う
で
逢
ひ
て
侍
け
る
女
の
、
物
言
ひ
か
け
侍
け
れ
ど
、
い
ら

へ
も
し
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば

平

定
文

稲
荷
山
社
の
数
を
人
問
は
ば
つ
れ
な
き
人
を
み
つ
と
答
へ
む
（
拾
遺
和
歌

集
巻
十
九
・
雑
恋

一
二
一
一
）

を
、
篁
物
語
と
の
関
係
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
少
し
別
の
解
釈
も
可
能
で
な
か
ろ

う
か
。
平
の
貞
文
が
兵
衛
佐
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
平
定
（
貞
）
文
が
、

『
篁
物
語
』
の
兵
衛
佐
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、

拾
遺
和
歌
集
に
あ
る
よ
う
に
返
歌
を
し
て
も
、
女
は
、
平
定
文
の
求
愛
を
は
ね

つ
け
て
い
る
。

妹
の
願
掛
け
が
、
良
い
結
婚
相
手
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
、

兵
衛
佐
と
の
結
婚
は
、
最
初
か
ら
、
拒
否
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
確
か
に
、
妹
の
願
掛
け
の
中
身
は
、
良
い
結
婚
相
手
と
の
出
逢
い
で

あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
篁
を
考
慮
せ
ず
に
、
全
く
の
白

紙
の
状
態
で
の
結
婚
相
手
探
し
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
稲
荷
詣
で
に
行
く
前
に
既

に
、
妹
は
篁
に
対
し
て
、
心
が
か
な
り
傾
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

稲
荷
詣
で
を
通
し
て
良
い
結
婚
相
手
を
探
す
と
い
う
よ
り
は
、
本
当
に
篁
で
良

い
の
か
、
そ
の
確
認
に
出
か
け
た
と
い
う
方
が
、
本
文
の
内
容
に
即
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
妹
が
稲
荷
詣
で
を
完
遂
せ
ず
に
、
坂
道
を
上
る
前
に
苦
し
が
っ
て

休
憩
し
て
い
る
う
ち
に
、「
兵
衛
佐
ば
か
り
の
人
」
に
出
遭
い
、
歌
の
贈
答
を

す
る
。

妹
が
兵
衛
佐
の
歌
に
対
し
て
返
歌
を
し
た
の
は
、
別
に
兵
衛
佐
に
対
し
て
気

持
ち
が
動
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
稲
荷
詣
で
に
来
て
い
る
の
で
、

稲
荷
社
へ
の
参
詣
が
済
ん
だ
か
否
か
は
別
と
し
て
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
兵
衛
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佐
と
の
出
遭
い
は
、
稲
荷
社
の
御
神
託
で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
を
抱
い
た

可
能
性
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
人
が
歌
の
贈
答
を
す
る
の
を
、
篁
が
嫉
妬
し

て
、「
車
に
乗
せ
て
、
率
て
去
ぬ
」
と
あ
る
た
め
、
兵
衛
佐
と
の
関
係
も
深
ま

ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
湯
浅
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
稲
荷
詣
で
が
成
就
で
き

な
か
っ
た
か
ら
、妹
は
不
幸
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
見
方
は
疑
問
で
あ
る
。

稲
荷
詣
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、妹
は
篁
と
結
ば
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
妹
に
と
っ
て
幸
せ
で
あ
っ
た
と
見
做
す
べ
き
で
な
い
か
。
な
ぜ
か
と

言
え
ば
、
仮
に
兵
衛
佐
と
結
ば
れ
た
と
し
て
も
、
色
好
み
の
兵
衛
佐
は
、
妹
を

篁
ほ
ど
に
は
大
事
に
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
妹
が
幸
せ
に
な
っ
た
と
言

う
保
証
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
婦
多
妻
制
の
時
代
に
、
妹
が
亡
く
な
っ
て
か

ら
も
、
三
年
間
も
長
い
間
、
妹
の
幽
霊
と
共
に
過
ご
す
と
い
う
の
は
、
並
大
抵

の
愛
情
で
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
幽
冥
界
を
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な

っ
て
も
、
篁
の
愛
情
の
純
粋
さ
か
ら
見
て
、
二
人
の
純
愛
と
い
う
点
で
は
、
妹

は
篁
と
結
ば
れ
て
幸
せ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
初
午
の
稲
荷
詣
で
の
趣
旨
は
、
や
は
り
妹
が
篁
を
結

婚
相
手
と
す
る
こ
と
を
か
な
り
前
向
き
に
考
え
な
が
ら
も
、
本
当
に
そ
れ
で
良

い
か
ど
う
か
を
稲
荷
の
神
託
に
任
せ
よ
う
と
し
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
篁
の
愛
の
確
認
と
い
う
意
味
か
ら
は
、
か
た
き
相
手
の
登
場
は
む
し
ろ
好

都
合
と
言
う
面
を
持
と
う
。
そ
の
こ
と
で
、
ど
ち
ら
の
愛
が
本
物
か
を
確
か
め

る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
兵
衛
佐
の
求
愛
に
対
し
て
、
妹

は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
稲
荷
の
御
神
托
は
、
兵
衛
佐
と
の
結
婚
で
は
な
い
か

と
考
え
、
無
下
に
退
け
る
こ
と
は
せ
ず
、
一
度
は
、
兵
衛
佐
の
使
い
を
篁
に
見

つ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
近
く
の
家
に
隠
し
て
置
く
と
い
う
よ
う
な
行
動
に
さ
え

出
た
の
で
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
篁
の
策
略
で
、
兵
衛
佐
の
使
い
は
追
い

返
さ
れ
て
し
ま
い
、
結
局
、
兵
衛
佐
か
ら
の
求
愛
の
手
紙
も
絶
え
て
し
ま
っ
た

の
で
、
妹
は
、
そ
れ
が
、
稲
荷
の
御
神
託
で
、
自
分
は
篁
と
結
ば
れ
る
べ
き
だ

と
最
終
的
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
篁
へ
の
愛
は
、
妹
の
中
に
、
師
走
の
月
夜
の
時
以
来
、
間
違
い
な

く
芽
生
え
て
い
た
が
、
そ
れ
を
確
か
め
る
べ
く
稲
荷
詣
で
を
実
行
し
、
結
局
は
、

兵
衛
佐
と
い
う
篁
の
対
抗
馬
が
退
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
篁
と
の
愛
を
貫
こ
う
と

決
意
し
た
の
だ
と
考
え
る
。
二
人
の
純
愛
を
、
母
親
が
認
め
ず
、
引
き
裂
い
た

の
は
、
母
親
と
し
て
は
、
将
来
ど
う
な
る
か
も
分
か
ら
な
い
身
分
の
ま
だ
低
い

篁
で
は
な
く
、
妹
に
漢
籍
の
教
養
を
身
に
付
け
さ
せ
、
内
侍
に
さ
せ
、
も
っ
と

身
分
の
高
い
確
か
な
人
と
結
婚
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
暗

い
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
餓
死
し
て
し
ま
う
妹
の
様
子
は
、
そ
の
点
だ
け
み
れ

ば
不
幸
だ
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
亡
く
な
っ
て
幽
霊
に
な
っ
て

か
ら
も
、
篁
か
ら
愛
さ
れ
続
け
た
妹
は
、
純
愛
と
い
う
点
か
ら
は
幸
せ
な
愛
を

貫
い
た
と
言
え
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

篁
物
語
の
解
釈
は
い
ろ
い
ろ
と
難
し
い
面
が
あ
る
が
、
今
回
は
、
そ
う
し
た

点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

注（
１
）
拙
稿
「『
篁
物
語
』
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」（
長
崎
大
学
教
育
学
部
―

人
文
科
学
―
第
五
十
九
号
、
平
成
十
一
年
六
月
。

(

２)

平
野
由
紀
子
『
小
野
篁
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
）。

（
３
）
宮
田
和
一
郎
『
校
註
篁
物
語
』
爾
保
布
廼
園
、
昭
和
十
一
年
十
二
月

（
４
）
宮
田
和
一
郎
『
新
校
篁
物
語
』
爾
保
布
廼
園
、
昭
和
十
一
年
十
二
月
）

（
５
）
宮
田
和
一
郎
『
王
朝
三
日
記
新
釈
』（
健
文
社
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
）

（
６
）
松
尾
聰
『
現
代
語
訳

日
本
古
典
文
学
全
集

更
級
日
記
・
平
中
物
語
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・
篁
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
』（
河
出
書
房
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
）

（
７
）
山
岸
徳
平
校
注
『
日
本
古
典
全
書

平
中
物
語
・
和
泉
式
部
日
記
・
篁

物
語
』
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
三
十
四
年
五
月
）

（
８
）
遠
藤
嘉
基
・
松
尾
聡
『
日
本
古
典
文
学
大
系
篁
物
語
・
平
中
物
語
・
濱

松
中
納
言
物
語
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
九
年
五
月

（
９
）
平
林
文
雄
編
著
『
篁
物
語
総
索
引
』（
白
帝
社
、
昭
和
四
十
七
年
三
月

（
10
）（
石
原
昭
平
・
根
本
敬
三
・
津
本
信
博
『
篁
物
語
新
講
』（
武
蔵
野
書

院
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
）

（
11
）
平
野
由
紀
子
『
小
野
篁
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
昭
和
六
十
三
年
三
月

（
12
）
平
林
文
雄
『
増
補
改
訂

小
野
篁
集
・
篁
物
語
の
研
究
』（
和
泉
書
院
、

平
成
十
三
年
六
月

（
13
）
安
倍
清
哉
「『
篁
物
語
』
承
空
本
（「
小
野
篁
集
」）
に
関
す
る
研
究
課

題
（『
人
文
』
第
７
号
、
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
平
成
二
十

一
年
三
月
）

（
14
）
引
用
は
、
市
古
貞
次
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

御
伽
草
子
』（
岩

波
書
店
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
）
に
拠
る
。
な
お
、
近
藤
春
雄
氏
の

『
中
国
学
芸
大
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
）
で
は
、

「
二
十
四
孝
押
座
文
が
敦
煌
か
ら
発
見
さ
れ
て
、
そ
の
作
者
の
円
鑑
大

師
雲
辯
（
唐
末
五
代
の
人
、
五
代
後
周
の
広
順
元
九
五
一
年
歿
）
と
い

う
の
か
ら
は
、
あ
る
い
は
晩
唐
以
前
の
作
と
も
考
え
ら
れ
る
。」
と
し

て
い
る
。
納
得
で
き
よ
う
。

（
15
）
高
橋
諒
「『
篁
物
語
』
の
歴
史
認
識
：「
曹
司
」
を
中
心
に
」（『
三
田
國

文
』
五
十
六
号
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）。

（
16
）
注
１
に
同
じ
。

（
17
）
注
（
11
）
に
同
じ
。

（
18
）
引
用
は
、
池
田
龜
鑑
・
岸
上
慎
二
・
秋
山
虔
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大

系

枕
草
子
・
紫
式
部
日
記
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
三
年
九
月
）

（
19
）
湯
浅
幸
代
「『
篁
物
語
』
と
継
子
譚
―
書
読
む
女
の
悲
劇
―
」（『
駒
沢

国
文
』
四
七
号
、
平
成
二
二
年
二
月
）

（
補
注
１
）
承
空
本
に
つ
い
て
は
、
安
倍
清
哉
「『
篁
物
語
』
承
空
本
（「
小
野

篁
集
」）
に
関
す
る
研
究
課
題
」（『
人
文
』
第
七
号
、
平
成
二
一
年
三

月
、
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
を
参
考
と
し
、
本
文
の
転
載
は
、

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

第
六
十
九
巻
『
承
空
本
私
家
集
上
』（
朝
日
新

聞
社
、
二
〇
〇
二
年
八
月
）
所
収
「
小
野
篁
集
」
に
拠
る
。

（
補
注
２
）
崩
し
字
の
転
載
は
、
児
玉
幸
多
『
く
ず
し
字
用
例
辞
典

普
及
版
』

（
東
京
堂
書
店
、
平
成
５
年
３
月
新
装
版
）
一
三
六
頁
・
一
〇
六
九
頁

に
拠
る
。

（
補
注
３
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
の
本
文
の
転
載
は
『
小
野
篁
集
・
篁
物
語
の

研
究
・
影
印
資
料
・
翻
刻
・
校
本
・
対
訳
・
研
究
・
使
用
文
字
分
析
・

総
索
引
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
六
月
）
に
拠
る
。

（
附
記
）
補
注
１
か
ら
３
の
本
文
・
崩
し
字
等
の
転
載
を
御
許
可
下
さ
っ
た
関

係
諸
機
関
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。



　


