
　
　
　
　
は
じ
め
に

　

い
わ
ゆ
る
「
し
の
び
ね
型
」
物
語
と
呼
ば
れ
る
擬
古
物
語
の
作
品
群
は
、
院
政

期
に
成
立
し
た
散
逸
古
本
『
し
の
び
ね
』
を
起
点
と
す
る
共
通
し
た
構
造
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
中
世
に
多
い
悲
恋
遁
世
譚
の
な
か
で
も
、
特
に
帝
に
愛
人

を
奪
わ
れ
た
男
の
悲
痛
さ
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
お
り
、
物
語
の
構
成
要
素
は
次
の

よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
　

○　

女
主
人
公
は
葎
の
宿
の
姫
君
。

　
　

○　

権
門
の
貴
公
子
に
見
出
さ
れ
る
。

　
　

○　

男
の
親
の
迫
害
等
に
よ
り
女
は
失
踪
。

　
　

○　

流
浪
の
末
、
女
は
宮
中
に
入
る
。

　
　

○　

�

帝
の
寵
を
受
け
る
女
と
再
会
す
る
も
絶
望
し
た
男
主
人
公
は
出
家
、
あ

る
い
は
死
去
。

　
　

○　

女
は
立
后
し
栄
華
を
極
め
る
。

　

な
か
で
も
、
古
本
『
し
の
び
ね
』
を
改
作
し
た
現
存
本
『
し
の
び
ね
』（
南
北

朝
期
）
と
『
む
ぐ
ら
』・『
あ
き
ぎ
り
』（
共
に
鎌
倉
期
成
立
）
は
、
相
互
に
関
連

し
な
が
ら
成
立
し
て
お
り
右
の
典
型
的
構
造
を
持
つ
物
語
と
し
て
、「
し
の
び
ね

型
」物
語
群
に
お
い
て
中
核
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
室
町
物
語『
し
ぐ
れ
』も
、

こ
れ
ら
三
作
品
（
特
に
『
あ
き
ぎ
り
』）
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
①
、

狭
義
の
「
し
の
び
ね
型
」
の
典
型
的
話
型
を
有
し
て
い
る
。

　

ま
た
『
し
ぐ
れ
』
は
、
鎌
倉
前
期
に
成
立
し
た
散
逸
擬
古
物
語
『
恋
に
身
か
ふ

る
』
の
改
作
と
さ
れ
、
室
町
物
語
に
改
作
さ
れ
た
際
に
も
「
し
の
び
ね
型
」
話
型

が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
②
。
た
だ
し
、『
恋
に
身

か
ふ
る
』
は
男
が
出
家
す
る
『
し
ぐ
れ
』
と
は
異
り
、
恋
死
す
る
結
末
で
あ
っ
た

と
す
る
説
が
提
出
さ
れ
て
お
り
③
、
こ
れ
は
従
う
べ
き
見
解
と
考
え
る
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
本
来
一
つ
で
あ
る
物
語
が
恋
死
と
出
家
遁
世
と
い
う
二
つ
の
結

末
を
持
っ
た
こ
と
に
な
る
。
先
に
「
し
の
び
ね
型
」
話
型
は
、「
絶
望
し
た
男
主

人
公
は
出
家
、あ
る
い
は
死
去
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、そ
も
そ
も
「
出

家
」
と
「
恋
死
」
と
は
根
本
的
に
対
立
す
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　

�
人
を
恋
ひ
て
は
、
或
い
は
望
夫
石
と
名
を
と
ど
め
、
も
し
は
、
つ
ら
さ
の
余

り
に
悪
霊
な
ん
ど
に
な
れ
る
た
め
し
も
聞
こ
ゆ
。
い
か
に
も
罪
深
き
習
ひ
の

み
こ
そ
侍
る
に
、
そ
れ
を
往
生
の
縁
と
し
て
、
思
ふ
や
う
に
終
り
に
け
ん
、

い
と
め
で
た
か
り
け
る
心
な
る
べ
し
。
…
…
況
や
、
思
は
ぬ
人
の
為
に
は
、

こ
と
に
ふ
れ
つ
つ
あ
は
れ
も
知
ら
ん
こ
と
わ
り
も
な
し
。
思
ひ
あ
ま
り
ぬ
る

『
し
の
び
ね
』
と
「
し
の
び
ね
型
」
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
「
し
の
び
ね
型
」
話
型
の
再
検
討
―

�

安　

達　

敬　

子

『
し
の
び
ね
』
と
「
し
の
び
ね
型
」
物
語

一



時
、
富
士
の
嶺
を
ひ
き
か
け
、
海
士
の
袖
と
か
こ
ち
て
、
ね
ん
ご
ろ
に
心
の

底
を
あ
ら
は
せ
ど
、
何
の
か
ひ
か
は
あ
る
。
独
り
胸
を
こ
が
し
、
袖
を
し
ぼ

る
程
は
、
い
み
じ
く
あ
ぢ
き
な
く
な
む
侍
り
。�

い
か
に
況
や
、
此
の
世
ひ

と
つ
に
て
や
む
べ
き
事
に
て
も
あ
ら
ず
。
其
の
報
ひ
む
な
し
か
ら
ね
ば
、
来

世
に
は
又
、
人
の
心
を
尽
く
さ
す
べ
し
。
此
の
如
く
、
世
々
生
々
互
ひ
に
き

は
ま
り
な
く
し
て
生
死
の
き
づ
な
と
な
ら
ん
事
の
、い
と
罪
深
く
侍
る
な
り
。

此
の
度
、
思
ひ
切
り
て
、
極
楽
に
生
ま
れ
な
ば
、
う
き
も
つ
ら
き
も
寝
ぬ
る

夜
の
夢
に
こ
と
な
ら
じ
。
立
ち
帰
り
善
知
識
と
さ
と
り
て
、
か
れ
を
み
ち
び

か
ん
事
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
く
侍
れ
。�������������　
　
　
　

��

　
　

�　
　
『
発
心
集
』・
巻
五
ー
二
・「
伊
家
並
び
に
妾
、
頓
死
往
生
の
事
」（
新
潮

古
典
集
成
）

　

�

叶
わ
ぬ
思
い
に
焦
が
れ
死
に
す
る
こ
と
、
愛
着
を
断
ち
切
り
出
家
す
る
こ
と

は
、
恋
の
あ
り
方
と
し
て
ま
さ
に
正
反
対
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
、
女
主

人
公
が
帝
妃
と
し
て
栄
華
を
極
め
る
結
末
が
一
致
し
た
と
し
て
も
、
男
の
運
命
が

か
く
も
対
照
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
し
の
び
ね
型
」
物
語
が
一
括
し
て
同

じ
話
型
と
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、『
し
ぐ
れ
』
を
含
め
た
四
作
品
か
ら
考

察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　

一

　

ま
ず
、
男
主
人
公
の
末
路
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
現
存
本
『
し
の
び
ね
』・『
し

ぐ
れ
』
は
出
家
型
、『
む
ぐ
ら
』・『
あ
き
ぎ
り
』
は
恋
死
型
と
な
る
。
そ
し
て
、

そ
の
結
末
は
男
の
女
主
人
公
へ
の
感
情
と
正
確
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

《
出
家
型
》　

『
し
の
び
ね
』

　
　

�

何（
中
納
言
が
姫
君
ニ
）

ご
と
も
こ
の
世
ひ
と
つ
な
ら
ぬ
こ
と
と
思
し
て
、
い
ま
は
上
の
御
心
に
従

ひ
奉
り
給
へ
。
つ
ゆ
う
ら
め
し
と
思
ひ
奉
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
か
く
ま
で
近

づ
き
奉
る
も
、
い
と
便
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
い
ま
だ
御
心
と
け
ぬ
こ
と
と
見

奉
り
し
か
ば
、
い
ま
ひ
と
た
び
は
何
か
苦
し
か
ら
ま
し
と
思
ひ
は
べ
り
て
ぞ

や
。��

（
中
世
王
朝
物
語
全
集　

傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

　
　

�「
い
か
な
る
方
へ
あ
く
が
れ
出
で
給
ふ
と
も
、
女
は
身
を
心
に
ま
か
せ
ぬ
も

の
に
て
、
思
ひ
の
ほ
か
な
る
こ
と
も
ま
た
あ
ら
ば
、
い
と
本
意
な
か
る
べ
し
。

御
心
と
な
び
き
奉
り
給
ふ
と
思
は
ば
こ
そ
、
う
ら
み
も
あ
ら
め
、
い
ま
よ
り

は
、
あ
こ
が
こ
と
を
こ
そ
思
さ
め
。」
…
…
姫
君
は
、「
た
だ
い
づ
く
ま
で
も
、

も
ろ
と
も
に
具
し
て
お
は
せ
よ
。
さ
ら
に
残
り
と
ど
ま
ら
じ
。
お
く
ら
か
し

給
は
ん
が
心
憂
き
こ
と
」
と
慕
ひ
給
へ
ば
、
…
…
「
た
だ
い
ま
、
ま
づ
い
づ

く
ま
で
も
具
し
て
お
は
せ
よ
」
と
て
、
恥
の
こ
と
も
覚
え
ず
、
中
納
言
に
取

り
つ
き
て
離
れ
給
は
ね
ば

　『
し
ぐ
れ
』

　
　

�

我（
中
将
ノ
心
中
）

心
に
も
あ
ら
ず
し
て
、
か
く
別
れ
ぬ
る
事
を
今
は
人
を
恨
む
べ
き
に
も
あ

ら
ず
。
か
か
る
ゆ
ゆ
し
き
事
し
け
る
大
将
の
も
と
へ
、
あ
な
が
ち
に
せ
め
や

り
給
ひ
し
大
臣
殿
の
う
ら
め
し
く
口
惜
し
く
て
、
か
か
ら
ざ
り
せ
ば
妹
の
君

も
恥
づ
か
し
き
事
あ
ら
ん
や
と
、
今
は
い
か
に
思
ふ
と
も
甲
斐
あ
ら
じ
。
た

だ
い
か
に
し
て
か
し
こ
を
出
し
ぞ
と
問
ひ
聞
き
て
、
慰
ま
ば
や
。
ゆ
ゆ
し
き

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
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第
六
十
六
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事
ど
も
し
け
る
大
将
の
も
と
の
み
口
惜
し
く
て
、
進
め
や
り
給
ひ
し
父
大
臣

の
御
心
も
か
や
う
の
事
を
明
ら
か
に
聞
き
て
は
、
い
か
さ
ま
に
て
も
世
に
あ

り
巡
ら
ん
と
も
覚
え
ず
。　
　
　
　

���　

�　
（
永
正
十
年
絵
巻
『
し
ぐ
れ
物
語
』
適
宜
漢
字
表
記
に
改
め
た
。・
以
下
注

記
の
な
い
も
の
は
こ
の
本
文
を
用
い
る
④
）

出
家
型
で
は
、男
主
人
公
は
帝
の
寵
を
受
け
る
身
に
な
っ
た
女
を
恨
ま
な
い
。『
し

の
び
ね
』
の
中
納
言
は
姫
君
の
愛
情
に
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
お
り
、
姫
君
も
中

納
言
へ
の
貞
節
を
守
り
彼
へ
の
愛
は
激
情
的
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。『
し
ぐ

れ
』
の
中
将
の
場
合
も
、
彼
の
怒
り
と
恨
み
は
、
女
君
を
追
い
出
し
大
将
の
姫
と

の
結
婚
を
強
い
た
父
大
臣
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

《
恋
死
型
》

　
『
む
ぐ
ら
』

　
　

�

は
る
か
に
夜
更
け
て
内
裏
帰
り
渡
ら
せ
給
ふ
御
気
色
は
、
大
将
殿
は
見
ま
ゐ

ら
す
る
も
、
さ
き
ざ
き
よ
り
は
恨
め
し
く
覚
え
さ
せ
給
へ
ば
、
立
ち
隠
れ
給

ひ
ぬ
。「（

大
将
）
し
ば
し
は
心
な
ら
ぬ
事
な
ら
ば
、
つ
つ
ま
し
げ
に
も
あ
り
け
む
、

今
は
う
ち
と
け
な
つ
か
し
き
様
に
こ
そ
は
あ
た
り
ま
ゐ
ら
す
ら
め
」
な
ど
、

…
…
「
今
は
そ
の
事
も
世
に
思
し
出
で
じ
。
た
だ
い
み
じ
き
幸
ひ
か
な
と
の

み
ぞ
思
は
る
ら
ん
」
と
恨
め
し
く
て
、
い
か
に
も
物
な
ど
参
る
事
な
く
、
今

は
恨
め
し
か
ら
ぬ
人
も
な
く
、
内
裏
わ
た
り
へ
さ
し
出
づ
べ
し
と
も
覚
え
給

は
ず
。
…
…
今
は
か
く
と
思
ひ
絶
え
ぬ
べ
き
に
、
姫
君
の
今
日
明
日
と
も
知

ら
ぬ
老
い
人
を
頼
み
て
お
は
す
る
を
、
少
し
も
の
の
心
知
る
ま
で
見
ま
ほ
し

け
れ
ど
、
心
地
も
日
に
従
ひ
て
、
果
物
な
ど
も
つ
ゆ
も
見
入
れ
で
の
み
過
ご

し
給
え
ば
、
弱
々
し
き
心
地
し
て

　
　
　
　
（
大
将
ハ
）
筆
も
走
ら
ね
ど
念
じ
て
、
白
き
薄
様
に
て
、

　
　
　
　

�　
　

葦
田
鶴
の
雲
の
上
に
は
遊
ぶ
と
も
沢
の
小
松
に
あ
は
れ
か
け
な
む

「
さ
て
思
へ
ば
あ
さ
ま
し
や
」
と
て
、

　
　
　
　
　
　
「�

こ
の
世
に
は
思
ひ
絶
え
ぬ
る
仲
な
れ
ば
君
を
待
つ
瀬
の
川
を
渡

ら
ん

　
　

�　
　

そ
れ
も
違
ひ
や
し
侍
ら
ん
。
口
惜
し
く
」
な
ど
書
き
て
、
引
き
結
び
て

�

（
中
世
王
朝
物
語
全
集
）

　
『
あ
き
ぎ
り
』

　
　
　
　

�

お（
大
納
言
）
の
づ
か
ら
言
の
葉
ば
か
り
思
ひ
出
で
よ
引
く
手
に
靡
く
な
ら
ひ
あ
り

と
も

　
　
　
　

雲
の
上
に
光
を
照
ら
す
月
影
も
う
し
と
て
山
に
我
ぞ
入
り
ぬ
る

　
　

�

と
、書
き
給
へ
る
を
、ま
こ
と
に
い
か
に
思
ひ
出
に
け
る
ぞ
や
と
、（
中
宮
ハ
）

あ
は
れ
さ
も
世
の
常
な
ら
ず
お
ぼ
え
給
ひ
な
が
ら
、
今
さ
ら
言
ひ
交
は
さ
ん

も
心
づ
き
な
け
れ
ば
、
か
ひ
な
し
。

　
　

�　

宮
の
大
納
言
⑤
は
、
命
婦
に
会
ひ
て
、
ほ
の
め
か
し
出
で
し
よ
り
は
、
な

か
な
か
な
る
も
の
思
ひ
の
花
の
み
咲
き
ま
さ
り
て
、
心
細
さ
も
せ
ん
方
な
く

お
ぼ
え
給
ふ
ま
ま
に
は
、
日
に
従
ひ
て
、
物
な
ど
も
見
入
れ
給
は
ず
。
な
ど

か
一
条
り
の
返
事
だ
に
な
か
ら
ん
と
、恨
め
し
さ
も
取
り
重
ね
た
り
。
た
だ
、

我
が
憂
き
か
ら
に
や
と
思
ひ
な
し
給
へ
ど
、
な
ほ
人
は
恨
み
多
く
よ
ろ
づ
思

し
続
け
ら
れ
て
、
過
ぎ
に
し
方
の
思
ひ
は
、
数
な
ら
ざ
り
け
り
と
思
ふ
に
も
、

人
（
中
宮
）
は
露
ば
か
り
も
思
し
出
で
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
、
片
思
ひ
も
よ
し
な
く

『
し
の
び
ね
』
と
「
し
の
び
ね
型
」
物
語
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お
ぼ
え
給
ふ
ま
ま
に
、
ま
め
や
か
に
心
地
も
苦
し
く
、
弱
々
し
く
お
ぼ
え
給

ふ
。������������

（
中
世
王
朝
物
語
全
集
）

　

か
た
や
、
恋
死
型
に
お
い
て
は
、『
む
ぐ
ら
』
の
大
将
は
、
女
君
が
帝
の
寵
愛

を
嬉
々
と
し
て
受
け
入
れ
自
分
を
捨
て
た
と
疑
い
、
ひ
が
み
、
嫉
妬
し
て
恨
み
に

恨
ん
で
い
る
。『
あ
き
ぎ
り
』
の
宮
の
大
納
言
も
ま
た
、
呪
詛
に
よ
っ
て
女
君
を

忘
れ
た
己
れ
の
非
を
認
め
つ
つ
も
、
入
内
し
て
時
め
く
恋
人
に
恨
め
し
さ
を
抑
え

き
れ
な
い
。
た
と
え
、
実
際
に
は
女
も
男
を
思
い
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
て
も
（『
む

ぐ
ら
』
の
場
合
。『
あ
き
ぎ
り
』
の
中
宮
は
男
へ
の
思
い
を
断
ち
切
っ
て
い
る
）、

そ
の
真
情
は
通
じ
る
こ
と
な
く
、
男
主
人
公
は
恨
み
と
愛
執
で
我
が
身
を
滅
ぼ
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
失
踪
し
た
女
君
と
再
会
は
お
ろ
か
、
文
の
や
り
と

り
さ
え
叶
わ
ず
苦
悶
の
死
を
遂
げ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
「
し
の
び
ね
型
」
作
品
群
の
な
か
で
、
主
人
公
二
人
の
男
女
の

関
係
が
そ
の
ま
ま
男
の
運
命
に
連
動
し
て
い
る
さ
ま
が
対
蹠
的
に
明
ら
か
に
な

る
。
男
の
想
念
の
中
で
女
の
心
が
自
分
か
ら
離
れ
た
と
な
れ
ば
、
そ
の
恨
み
が
悲

憤
や
執
着
と
な
り
彼
を
悶
死
に
追
い
や
る
。
こ
の
傾
向
は
、「
し
の
び
ね
型
」
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
考
え
ら
れ
る
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
内
大
臣
と
一
品
宮
に
も

あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
⑥
。

　

一
方
、
女
の
愛
情
を
つ
ゆ
も
疑
う
必
要
が
な
い
『
し
の
び
ね
』
の
中
納
言
に
と

っ
て
は
、
片
思
い
の
妄
執
は
無
縁
で
あ
る
。
彼
の
選
択
肢
は
女
君
の
願
い
を
容
れ

て
共
に
逃
避
行
の
挙
に
で
る
か
、
女
君
を
捨
て
て
単
独
で
出
家
す
る
か
の
二
つ
に

一
つ
で
あ
っ
た
。

　　
　
　
　
　
　

二

　

さ
て
、『
し
ぐ
れ
』
の
中
将
も
、
現
存
本
『
し
の
び
ね
』
と
同
じ
く
出
家
遁
世

の
途
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
と
は
中
納
言
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
中
納
言

が
二
度
に
わ
た
っ
て
女
君
と
宮
中
で
逢
瀬
を
持
つ
の
に
ひ
き
か
え
、
中
将
は
姫
君

の
失
踪
後
再
会
か
な
わ
ず
、
互
い
の
愛
情
の
確
認
も
で
き
な
い
ま
ま
出
家
を
遂
げ

て
い
る
。
し
か
も
、
出
家
直
前
に
姫
君
の
乳
母
子
侍
従
と
会
う
際
に
は
、
事
の
真

相
や
出
家
に
つ
い
て
は
胸
に
秘
め
、
た
だ
姫
君
へ
の
文
だ
け
を
託
し
て
さ
り
げ
な

く
姿
を
消
し
た
（
永
正
十
年
絵
巻
の
本
文)

。
大
東
急
文
庫
蔵
永
正
十
七
年
写
本
・

正
保
慶
安
頃
刊
本
の
本
文
で
は
、中
将
は
髻
を
切
り
出
家
の
意
志
を
侍
従
に
告
げ
、

さ
ら
に
全
て
の
事
情
を
お
と
い
か
ら
聞
く
よ
う
言
い
遺
し
て
い
る
。
他
本
に
比
し

て
、
永
正
十
年
絵
巻
に
お
け
る
中
将
の
絶
望
と
孤
独
は
よ
り
深
い
の
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
存
本
『
し
の
び
ね
』
の
中
納
言
も
女
君
と
の
仲
を
引
き
裂
い
た

父
を
恨
ま
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

�「
と
に
か
く
に
、
殿
の
恨
め
し
さ
、
我
を
世
に
あ
ら
せ
ん
と
し
給
ふ
こ
と
な

れ
ど
、
こ
の
君
（
姫
君
）
を
う
し
な
ひ
て
、
行
末
も
知
ら
ず
な
り
な
ば
、
い

か
に
も
憂
き
世
に
た
ち
ま
ふ
べ
き
我
が
身
か
は
」

　

し
か
し
、
女
君
と
共
に
出
奔
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
出
家
の
決
断
は
、
父
の
立

場
を
顧
慮
し
た
故
と
い
う
一
面
を
持
っ
て
い
た
。

　
　

�

こ
れ
も
心
か
ら
ぞ
や
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
へ
も
ひ
き
具
し
て
、
巌
の
う
ち
に

も
、
も
ろ
と
も
に
過
ご
し
な
ば
や
と
思
し
よ
る
折
々
も
あ
れ
ど
、
ま
た
、「
我

が
身
こ
そ
あ
ら
め
、
か
ば
か
り
上
の
、
な
の
め
な
ら
ず
思
し
て
、
御
心
を
つ

く
し
給
ふ
に
、
ひ
き
具
し
な
ば
、
殿
を
も
よ
し
と
思
し
召
さ
じ
。
ま
た
若
君

の
た
め
に
も
、
我
か
く
な
り
ぬ
と
思
し
召
さ
ば
、
あ
は
れ
も
添
ひ
て
、
人
と
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も
な
さ
せ
給
ふ
べ
き
を
」
と
思
し
ま
は
す
に
、
か
た
が
た
い
と
ほ
し
か
る
べ

し
。「
た
だ
我
が
身
ひ
と
つ
を
な
き
に
な
し
て
、
の
こ
り
と
ど
ま
ら
ん
人
々
、

親
た
ち
を
も
心
安
く
あ
ら
せ
奉
ら
ん

中
納
言
の
出
家
は
、
自
己
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
父
を
含
め
た
周
囲
の
人
々
の
幸

福
と
安
寧
を
祈
る
と
い
う
意
図
か
ら
で
て
い
た
。
中
納
言
の
孝
心
に
対
し
、『
し

ぐ
れ
』
の
中
将
の
父
に
抱
い
た
怒
り
と
恨
み
は
深
甚
で
あ
っ
た
。
前
出
の
引
用
箇

所
以
外
に
も
、
父
親
へ
の
恨
み
は
執
拗
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
し
ぐ
れ
』

　
　

�（
女
君
ノ
）
出
で
け
る
程
の
心
地
、
思
ひ
遣
ら
る
る
憂
さ
に
引
き
替
へ
、
め

で
た
き
契
り
、
い
か
ば
か
り
か
う
れ
し
か
る
ら
ん
と
思
ふ
さ
へ
、
ま
た
大
臣

殿
の
つ
ら
さ
恨
め
し
さ
限
り
な
し
。

　
　

�

倭
文
の
苧
環
繰
り
返
せ
ど
も
詮
方
な
き
ま
ま
に
は
、
大
臣
殿
の
恨
め
し
さ
、

い
か
な
る
世
に
か
忘
れ
ん
。

中
将
の
心
中
思
惟「
よ
し
な
き
こ
と
故
に
ま
た
も
な
き
子
を
失
ひ
給
へ
る
ぞ
か
し
」

か
ら
も
、
出
家
に
は
女
君
を
失
っ
た
悲
嘆
ば
か
り
で
は
な
く
、
父
へ
の
面
当
て
と

い
っ
た
趣
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
物
語
の
語
り
手
も
、
最
後
ま
で
中
将

と
妹
姫
を
不
幸
に
追
い
や
っ
た
元
凶
と
し
て
、
父
大
臣
の
冷
酷
な
仕
打
ち
を
指
弾

し
て
や
ま
な
い
。

　
　

�

大
臣
殿
、
い
か
に
悔
し
く
思
さ
れ
け
ん
。
人
は
い
た
く
強
ち
な
る
こ
と
を
ば

言
ふ
ま
じ
き
に
こ
そ
。
中
将
も
か
く
な
り
ぬ
。
女
御
の
お
ぼ
え
も
な
し
。（
帝

が
）
承
香
殿
（
女
君
）
を
御
覧
ぜ
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
麗
景
殿
（
中
将
ノ
妹
）

さ
し
も
情
け
な
き
事
あ
ら
ま
し
や
。
報
ひ
あ
る
事
に
や
と
お
ぼ
ゆ
。
…
…
こ

れ
に
つ
け
て
も
大
臣
殿
の
み
ぞ
恨
め
し
き
。

　

ま
た
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
中
将
の
無
念
は
女
君
の
周
辺
の
人
々
に
ま
で
向
け

ら
れ
た
。

　
　

�「
恋
の
病
に
沈
み
て
失
せ
に
け
る
と
聞
く
と
も
、
誰
か
あ
は
れ
と
思
ふ
べ
き
。

侍
従
な
ど
も
め
で
た
き
事
に
心
移
り
て
、
お
こ
が
ま
し
く
こ
そ
思
は
ん
ず
ら

め
」
な
ど
、
つ
ら
く
恨
め
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、

こ
う
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
、
男
主
人
公
の
尽
き
せ
ぬ
恨
み
は
む
し
ろ
恋
死
型
に
近

い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
侍
従
に
託
さ
れ
た
中
将
の
文
に
あ
る
次
の
和
歌
は
、
恋
死
に
こ
そ

ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
⑦
。

　
　

み
つ
せ
川
逢
ふ
瀬
と
聞
く
を
頼
み
つ
つ
死
出
の
山
路
の
急
ぎ
を
ぞ
す
る

恋
死
の
歌
と
し
て
『
む
ぐ
ら
』
の
大
将
が
死
後
に
残
し
た
「
こ
の
世
に
は
思
ひ
絶

え
ぬ
る
仲
な
れ
ば
君
を
待
つ
瀬
の
川
を
渡
ら
ん
」が
こ
れ
と
類
似
し
た
趣
を
持
つ
。

　

同
じ
中
将
の
文
に
、

　
　

君
故
に
身
は
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
と
も
あ
は
れ
と
だ
に
も
思
ひ
お
こ
せ
じ

　

右
の
歌
に
つ
い
て
、『
し
ぐ
れ
』
諸
伝
本
の
異
文
は
次
の
通
り
。

　
　

君
ゆ
へ
に
山
の
お
く
に
は
入
り
ぬ
と
も
あ
わ
れ
と
だ
に
も
思
ひ
を
こ
せ
じ

�

（
大
東
急
文
庫
本
）

　
　

�
君
ゆ
へ
に
身
は
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
と
も
あ
は
れ
を
だ
に
も
お
も
ひ
を
こ
せ

じ�

�

（
正
保
慶
安
頃
刊
本
）

　
　

恋
ゆ
へ
に
身
は
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
と
も
あ
は
れ
と
だ
に
も
思
ひ
お
こ
さ
ば

�

（
東
洋
文
庫
蔵
奈
良
絵
本
）

『
し
の
び
ね
』
と
「
し
の
び
ね
型
」
物
語
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こ
れ
に
つ
い
て
も
、
類
歌
に
『
あ
き
ぎ
り
』
の
主
人
公
の
遺
詠
「
君
ゆ
ゑ
に
身
は

い
た
づ
ら
に
な
し
は
て
て
ま
よ
ふ
闇
路
を
と
は
ず
も
あ
ら
な
ん
」
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
散
逸
古
本
『
し
の
び
ね
』
に
は
、
当
該
歌
と
明
ら
か
に
関
わ
り
を

持
つ
次
の
和
歌
が
存
在
し
て
い
た
⑧
。

　
『
風
葉
和
歌
集
』・
巻
十
八
・
雑
三

　
　
　
　

本
意
遂
げ
て
後
、
同
じ
人
の
も
と
に
さ
し
置
か
せ
け
る

�

し
の
び
ね
の
中
将

　
　

�

あ
は
れ
と
も
思
ひ
起
こ
せ
よ
白
雲
の
棚
引
く
山
に
跡
絶
え
ぬ
と
も

�

（
一
三
七
二
）（
岩
波
文
庫
『
王
朝
物
語
秀
歌
選
』）

女
の
堅
固
な
愛
情
を
確
信
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
出
家
を
遂
げ
得
た
で
あ
ろ
う
古
本

『
し
の
び
ね
』
の
主
人
公
は
、「
あ
は
れ
と
も
思
ひ
起
こ
せ
よ
」
と
残
し
た
恋
人
に

詠
み
か
け
る
。
し
か
し
、恋
す
る
相
手
に
「
あ
は
れ
と
だ
に
も
」
期
待
で
き
ぬ
『
し

ぐ
れ
』の
中
将
が
、は
た
し
て
決
然
と
出
家
で
き
る
だ
ろ
う
か
⑨
。『
う
つ
ほ
物
語
』

の
仲
澄
や
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
以
来
、
つ
れ
な
い
女
に
執
深
く
恋
着
す
る
男
の

末
路
は
悶
死
で
あ
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
し
ぐ
れ
』
の
原
作
『
恋
に
身

か
ふ
る
』
は
主
人
公
が
恋
死
す
る
物
語
で
あ
っ
た
と
い
う
。
死
す
べ
き
男
主
人
公

の
運
命
が
ど
こ
か
の
時
点
で
出
家
遁
世
に
改
変
さ
れ
た
た
め
、『
し
ぐ
れ
』
は
愛

人
へ
の
恨
み
を
父
に
ふ
り
か
え
て
強
調
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
上
記
中

将
の
詠
歌
に
は
、
原
作
の
恋
死
の
要
素
が
痕
跡
と
し
て
残
さ
れ
た
た
た
め
、
出
家

遁
世
の
歌
と
し
て
は
や
や
不
自
然
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
姫
君
と
の
決
定
的
な
断
絶
も
然
り
で
あ
ろ
う
。

　

く
わ
え
て
、
出
家
決
行
の
前
、
中
将
が
心
中
ひ
そ
か
に
両
親
に
別
れ
を
告
げ
る

場
面
（
永
正
十
年
本
）、

　
　

�

母
上
、「
と
く
出
で
給
へ
」
と
の
給
へ
ば
、
限
り
と
知
り
給
は
ず
や
と
あ
は

れ
に
て
、

　
　
　
　

た
ら
ち
ね
の
親
の
心
の
闇
故
に
暗
き
道
に
や
な
ほ
惑
ふ
べ
き

　
　

と
思
す
に
、
引
き
返
す
心
地
し
な
が
ら
、
内
裏
に
参
り
給
へ
り
。

「
暗
き
道
に
惑
ふ
」
と
は
、
我
が
子
を
出
家
に
追
い
や
っ
た
親
の
歎
き
の
た
め
に
、

出
家
し
て
も
な
お
中
将
が
苦
し
む
こ
と
と
一
応
は
解
釈
で
き
る
。こ
の
和
歌
も『
あ

き
ぎ
り
』
の
宮
の
大
納
言
が
死
の
床
で
詠
ん
だ

　
　

た
ら
ち
ね
の
心
の
闇
に
い
と
ど
し
く
暗
き
道
に
も
入
り
ぬ
べ
き
か
な

と
、
ほ
と
ん
ど
共
通
し
た
表
現
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
⑩
。

　
『
あ
き
ぎ
り
』
に
お
い
て
は
、
女
君
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
幼
い
娘
へ
の
思
い
が
、

死
後
に
彼
を
更
な
る
煩
悩
の
闇
に
追
い
や
る
意
で
あ
る
。
文
脈
と
し
て
も
自
然
で

あ
り
、
こ
の
形
が
本
来
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
⑪
。

　

大
東
急
文
庫
本
『
し
ぐ
れ
』
は
、出
家
前
の
中
将
が
お
と
い
に
預
け
た
文
に
、「
一

人
こ
そ
思
ひ
入
り
ぬ
れ
山
の
端
に
つ
き
せ
ず
物
を
思
ふ
身
な
れ
ば
」に
続
い
て「
た

ら
ち
ね
の
親
の
心
の
闇
故
に
暗
き
道
に
や
な
ほ
惑
ふ
べ
き
」の
和
歌
を
掲
げ
る
が
、

こ
こ
で
は
親
の
賢
し
ら
の
た
め
に
女
君
へ
の
愛
執
に
迷
う
意
と
解
釈
す
べ
き
で
あ

っ
て
、
や
は
り
出
家
の
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
え
な
い
。
こ
う
し
た
不
適

合
は
お
そ
ら
く
、
恋
死
し
た
主
人
公
の
和
歌
を
出
家
遁
世
と
い
う
異
な
る
場
面
に

転
用
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。�

　

以
上
の
よ
う
に
出
家
遁
世
型
で
あ
り
な
が
ら
、『
し
ぐ
れ
』
の
世
界
は
、
実
は

現
存
本
『
し
の
び
ね
』
よ
り
も
『
む
ぐ
ら
』・『
あ
き
ぎ
り
』
に
近
く
、
緊
密
に
関

連
す
る
「
し
の
び
ね
型
」
四
作
品
の
中
で
、
他
な
ら
ぬ�

『
し
の
び
ね
』
だ
け
が
男

主
人
公
の
造
型
と
女
君
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
際
だ
っ
た
異
質
さ
を
示
し
て
い
る
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こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　

三

　

と
こ
ろ
で
、「
し
の
び
ね
型
」
物
語
の
始
発
と
も
言
う
べ
き
散
逸
古
本
『
し
の

び
ね
』
が
、
男
の
出
家
遁
世
の
悲
劇
よ
り
も
女
主
人
公
の
「
し
の
び
ね
」
に
泣
く

悲
恋
を
主
題
と
し
た
「
女
の
物
語
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
⑫
は
、
既
に
定
説
と
な

っ
て
い
る
。
院
政
期
に
は
、
他
に
も
様
々
な
「
女
の
物
語
」
が
創
作
さ
れ
た
こ
と

が
散
逸
物
語
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、以
下
の
よ
う
な
中
世
の「
し

の
び
ね
型
」
物
語
に
通
じ
る
パ
タ
ー
ン
を
持
つ
作
品
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
、

そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
帝
の
存
在
が
相
愛
の
男
女
を
引
き
さ
く
設
定
で
あ
っ
た
。

◎
『
玉
藻
に
遊
ぶ
』　　
　
　

�

尚
侍
（
蓬
の
宮
）
後
に
出
家
・
関
白
（
権
大
納
言
）・

朱
雀
院
（
帝
）

◎
『
み
づ
か
ら
悔
ゆ
る
』　　

�

左
大
将
・
尚
侍
・
帝
？

◎
『
親
子
の
中
』　　
　
　
　

�

内
大
臣
・
中
宮
・
帝
？

◎
『
末
葉
の
露
』　　
　
　
　

�

右
大
臣
（
宰
相
中
将
）・
女
院
、
皇
太
后
宮
・
帝
？

�

（
登
場
人
物
の
最
終
身
分
は
『
風
葉
和
歌
集
』
に
よ
る
）

後
冷
泉
朝
か
ら
十
二
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
成
立
し
た
右
の
散
逸
物
語
は
、
不
遇
な

女
君
が
貴
公
子
と
相
愛
の
仲
に
な
る
も
、
様
々
な
障
害
に
よ
っ
て
引
き
離
さ
れ
挙

げ
句
に
帝
の
寵
を
受
け
る
と
い
う
、「
し
の
び
ね
型
」
と
共
通
す
る
枠
組
み
を
持

っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
限
り
、
男
主

人
公
は
誰
一
人
と
し
て
出
家
遁
世
し
た
り
せ
ず
、後
に
顕
官
と
し
て
栄
え
て
い
る
。

同
時
期
の
古
本
『
海
人
の
刈
藻
』
は
悲
恋
遁
世
譚
で
は
あ
る
が
、
当
初
か
ら
藤
壺

女
御
へ
の
一
方
的
な
「
及
ば
ぬ
恋
」
を
主
題
と
す
る
物
語
な
の
で
、
狭
義
の
「
し

の
び
ね
型
」
と
は
異
な
る
性
格
の
も
の
と
考
え
て
お
く
。

　
『
親
子
の
中
』
に
つ
い
て
は
、

　
『
風
葉
和
歌
集
』・
巻
十
四
・
恋
四

　
　
　
　

�

心
な
ら
ず
隔
た
り
て
逢
ひ
が
た
く
な
り
に
け
る
女
に
、
病
に
わ
づ
ら
ひ

け
る
こ
ろ
遣
は
し
け
る

�

親
子
の
中
の
内
大
臣　

　
　

さ
り
と
も
と
思
ふ
ば
か
り
に
か
け
と
め
し
命
も
今
は
限
り
な
り
け
り

�

（
一
〇
三
〇
）

の
所
載
歌
か
ら
、
中
宮
と
な
っ
た
女
君
に
男
が
恋
死
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
⑬
。
と
は
い
え
、
内
大
臣
を
主
人
公
と
す
る
に
は
や
や
身
分
が
重
す
ぎ
る
憾

み
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
内
大
臣
に
昇
進
す
る
以
前
、
ま
だ
彼
が
若
く
身
軽
な
時
期

の
出
来
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
結
局
病
の
床
か
ら
回
復

し
た
可
能
性
が
大
き
い
⑭
。『
玉
藻
に
遊
ぶ
』
の
権
大
納
言
や
『
末
葉
の
露
』
の

宰
相
中
将
も
、
そ
れ
ぞ
れ
関
白
や
右
大
臣
に
栄
達
し
た
。
出
家
し
た
こ
と
が
明
ら

か
な
の
は
『
玉
藻
に
遊
ぶ
』
の
女
主
人
公
蓬
の
宮
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
平
安

朝
物
語
で
は
、
薫
と
浮
舟
や
『
朝
倉
』
に
見
る
如
く
、
権
門
の
貴
公
子
が
自
分
よ

り
劣
位
の
女
の
た
め
に
身
を
滅
ぼ
す
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
三
角
関
係
に

よ
っ
て
追
い
詰
め
ら
れ
る
の
は
基
本
的
に
女
の
側
で
あ
っ
た
。
帝
が
恋
敵
の
立
場

で
介
入
す
る
物
語
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
『
夜
の
寝
覚
』
に
し
て
も
、
帝
の
横
恋
慕
の

た
め
に
偽
死
を
よ
そ
お
っ
て
失
踪
し
、
果
て
は
出
家
す
る
ほ
ど
に
苦
悩
の
限
り
を

強
い
ら
れ
る
の
は
、
男
主
人
公
で
は
な
く
寝
覚
上
な
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
散
逸
し
た
多
く
の
後
期
物
語
の
な
か
で
、
女
の
運
命
の
変
転
と
嘆
き

『
し
の
び
ね
』
と
「
し
の
び
ね
型
」
物
語

七



が
読
者
好
み
の
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
に
帝
と
の
三
角
関
係
と
い
う

趣
向
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
色
好
み
の
権
大
納
言
（
後
に
右
大

臣
）
が
里
下
が
り
し
た
宣
旨
を
盗
ん
で
北
の
方
に
据
え
、
春
宮
（
後
冷
泉
院
）
と

の
仲
を
引
き
裂
く
『
心
高
き
春
宮
宣
旨
』
は
こ
の
種
の
パ
タ
ー
ン
の
変
奏
と
考
え

ら
れ
る
。

　

他
に
も
、『
あ
き
ぎ
り
』・『
し
ぐ
れ
』
に
共
通
す
る
呪
詛
に
よ
っ
て
男
君
が
心

変
わ
り
す
る
趣
向
も
、『
末
葉
の
露
』
に
類
似
の
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

�『
無
名
草
子
』・
末
葉
の
露
評

　
　

�

宰
相
中
将
の
、病
よ
く
な
り
て
参
り
た
る
に
…
…
物
怪
の
し
わ
ざ
な
れ
ど
も
、

宰
相
中
将
の
心
、
た
だ
変
は
り
に
か
は
る
こ
そ
、
い
と
浅
ま
し
く
あ
は
れ
な

れ
。
…
…
さ
て
も
思
ひ
出
も
な
き
、
宰
相
中
将
た
ち
帰
り
て
ば
か
り
め
で
た

き
。�

（
古
典
集
成
）

あ
る
い
は
、
帝
の
関
与
は
不
明
な
が
ら
、
後
冷
泉
朝
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
葦
火

焚
く
屋
』
は
、
男
の
父
親
が
女
主
人
公
の
頼
り
な
い
身
の
上
を
嫌
っ
て
、
息
子
を

裕
福
な
家
の
女
と
無
理
に
結
婚
さ
せ
る
悲
劇
を
描
い
て
い
た
ら
し
い
。

『
風
葉
和
歌
集
』・
巻
十
三
・
恋
三

　
　
　
　

�

宰
相
中
将
、
大
弍
が
娘
に
心
に
も
あ
ら
ず
通
ひ
け
る
こ
ろ
、
か
く
は
慣

ら
は
ざ
り
つ
る
に
と
心
細
く
て
よ
み
侍
り
け
る

�

葦
火
た
く
屋
の
源
大
納
言
女

　
　

�

我
な
が
ら
な
ど
思
ひ
け
ん
目
の
前
に
か
か
る
心
は
見
せ
じ
も
の
ぞ
と

�

（
九
六
六
）

　
　
　
　

か
へ
し

　
　
　
　

�

か
ば
か
り
の
心
を
人
に
見
せ
な
が
ら
今
日
ま
で
生
け
る
身
を
い
か
に
せ

む�

（
九
六
七
）

『
狭
衣
物
語
』・
巻
三

　
　

�「
何
物
語
ぞ
や
、
か
か
る
事
の
あ
る
よ
」
と
言
え
ば
、「
そ
れ
の
み
ぞ
多
か
る
。

『
葦
火
焚
く
屋
』の
、親
の
心
こ
そ
世
に
憎
け
れ
。
少
将
も
あ
ま
り
な
れ
ど
も
、

男
、
男
親
に
従
ひ
た
る
ぞ
と
よ
」
な
ど
言
ふ
を
、
母
宮
聞
き
た
ま
ひ
て
、
物

語
に
て
だ
に
、
さ
ば
か
り
心
づ
き
な
き
こ
と
を

�

（
新
編
全
集
）

『
し
の
び
ね
』・『
し
ぐ
れ
』
も
、
事
の
起
こ
り
は
息
子
に
対
し
て
父
親
が
有
利
な

結
婚
を
強
制
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
冒
頭
に
示
し
た
「
し
の
び
ね
型
」
話
型
の
構
成
要
素
は
、
男
の

末
路
を
除
い
て
ほ
ぼ
出
揃
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
院
政
期
物

語
の
も
つ
傾
向
、
か
弱
い
女
の
悲
嘆
が
重
視
さ
れ
が
ち
な
中
で
、
古
本
『
し
の
び

ね
』
に
お
い
て
男
の
出
家
遁
世
が
描
か
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
た
と
え
尚

侍
の
嘆
き
を
一
層
深
め
る
た
め
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
出
家
遁
世
を
決
行
す
る
こ
と

で
薄
幸
の
女
と
共
に
苦
し
み
、
身
を
捨
て
る
貴
公
子
が
初
め
て
出
現
し
た
か
ら
で

あ
る
。
現
存
本
に
比
し
て
、
古
本
『
し
の
び
ね
』
は
た
し
か
に
よ
り
多
く
「
女
の

物
語
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
擬
古
物
語
に
お
け
る
「
男
の
悲
恋
」
と
い

う
主
題
へ
の
関
心
の
萌
芽
と
し
て
、
古
本
『
し
の
び
ね
』
を
物
語
史
に
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　

四
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先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
現
存
本
『
し
の
び
ね
』
の
中
納
言
に
は
、
出
家
遁
世
か
、

或
い
は
女
と
の
逃
避
行
か
と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
後
者
も
彼
の
決
意

次
第
で
不
可
能
で
は
な
く
、
何
よ
り
女
君
が
熱
烈
に
そ
れ
を
望
ん
で
い
た
。
当
初

か
ら
出
家
に
傾
斜
し
て
い
た
中
納
言
の
選
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、「
逃

避
行
」
が
先
に
引
用
し
た
箇
所
も
含
め
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
。

　

出
家
後
、
姫
君
に
あ
て
た
文
に
も
、
中
納
言
が
「
一
緒
に
逃
げ
る
た
め
後
で
迎

え
に
来
る
」
と
、
姫
君
を
偽
っ
た
こ
と
へ
の
弁
解
が
縷
々
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　

思
ひ
入
る
み
山
隠
れ
の
住
ま
ひ
に
も
形
見
に
つ
な
ぐ
人
の
面
影

　
　

�

う
ち
捨
て
奉
る
こ
と
、
い
か
に
恨
め
し
く
思
す
ら
ん
、
さ
れ
ど
思
ふ
心
あ
れ

ば
、
ひ
た
ぶ
る
に
も
思
し
そ
。
い
ま
は
た
だ
、
帝
の
御
心
に
た
が
は
で
さ
ぶ

ら
ひ
給
へ
。
い
づ
く
の
野
の
末
ま
で
も
ひ
き
具
し
て
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ

ど
も
、
あ
こ
が
こ
と
を
思
ふ
ゆ
ゑ
と
よ
。

「
逃
避
行
」
と
は
、
男
が
女
を
一
方
的
に
誘
拐
す
る
の
で
は
な
く
、
二
人
手
を
携

え
世
の
し
が
ら
み
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
姫
君
に
は
、
そ
の

覚
悟
が
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

現
実
的
な
レ
ベ
ル
で
逃
避
行
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、『
し
の
び
ね
』
以

外
で
は
『
石
清
水
物
語
』
が
あ
る
。

　
　

�

い
か
な
ら
ん
い
は
ほ
の
中
の
住
家
を
も
尋
出
で
て
、
ゐ
て
か
く
し
き
こ
へ
ん

も
、
か
た
か
る
ま
じ
き
ゑ
び
す
心
な
れ
ど
、
た
ゞ
一
筋
に
こ
の
御
た
め
に
は
、

た
へ
ぬ
い
の
ち
を
い
た
し
て
も
、
よ
か
ら
ん
事
を
あ
ら
せ
き
こ
へ
ば
や
と
、

と
し
頃
思
ひ
す
ぐ
し
、
か
み
な
き
位
に
な
ら
せ
給
は
ん
を
見
奉
ら
ば
や
と
の

み
お
も
ふ
故
に
、
数
な
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
を
く
だ
き
て

�

（
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
）

東
国
武
士
た
る
伊
予
守
は
、
帝
を
中
心
と
す
る
宮
廷
秩
序
の
埒
外
に
い
る
た
め
、

逃
避
行
自
体
は
心
理
的
に
困
難
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
⑮
。
逆
に
言
え
ば
、
中
納

言
に
と
っ
て
、
逃
避
行
は
単
に
帝
の
勘
気
を
蒙
り
一
族
の
失
脚
を
も
た
ら
す
だ
け

で
は
な
く
、
宮
廷
貴
族
と
し
て
の
自
己
否
定
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。「
ゑ
び

す
心
」
の
持
ち
主
な
れ
ば
こ
そ
、「
我
身
の
た
め
計
を
思
は
ゞ
、
か
た
く
し
も
あ

ら
ん
」
と
嘯
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
伊
予
守
も
ま
た
、
貴
族
社
会
に
属

す
る
木
幡
の
姫
君
の
た
め
に
逃
避
行
を
断
念
し
た
の
で
あ
る
。
唯
一
、
略
奪
が
可

能
で
あ
っ
た
の
は
、
宮
廷
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
い
る
帝
で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
『
し
ぐ
れ
』
に
も

　
　

�

い
か
に
の
た
ま
ふ
と
も
明
日
一
日
だ
に
も
い
な
ば
、
い
づ
方
へ
も
具
し
て
出

で
な
む
と
お
ぼ
し
て
、
例
の
女
君
の
御
方
へ
お
は
し
て
、
よ
ろ
づ
う
ち
語
ら

ひ
て
、「
あ
は
れ
い
か
に
心
細
く
お
ぼ
す
ら
む
。
こ
の
度
ば
か
り
ぞ
ま
か
ら

ん
ず
る
。
い
か
な
る
岩
木
の
中
に
も
も
ろ
と
も
に
と
思
ふ
に
、
御
心
長
く
お

ぼ
せ
」
な
ん
ど
な
ぐ
さ
め
給
へ
ど
も�����������������������

と
、
逃
避
行
へ
の
言
及
が
あ
る
が
、
二
人
の
仲
に
反
対
す
る
父
親
へ
の
反
抗
と
い

う
文
脈
で
あ
る
の
で
、
帝
妃
と
の
そ
れ
と
は
全
く
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

物
語
史
に
お
い
て
、
擬
古
物
語
の
主
人
公
達
が
夢
想
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
た
逃

避
行
を
実
現
さ
せ
た
の
は
、い
う
ま
で
も
な
く
『
伊
勢
物
語
』
六
段
の
男
で
あ
る
。

　
　

�

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経
て
よ
ば
ひ

わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
き
に
き
け
り
。
芥
川

と
い
ふ
河
を
率
て
い
き
け
れ
ば
、
草
の
う
へ
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、「
か

『
し
の
び
ね
』
と
「
し
の
び
ね
型
」
物
語

九



れ
は
何
ぞ
」
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
…
…�

（
古
典
集
成
）

　

現
存
本
『
し
の
び
ね
』
や
『
石
清
水
物
語
』
に
み
ら
れ
る
叙
述
「
い
づ
く
の
野

の
末
ま
で
も
ひ
き
具
し
て
」・「
い
か
な
る
と
こ
ろ
へ
も
ひ
き
具
し
て
」・「
い
か
な

ら
ん
い
は
ほ
の
中
の
住
家
を
も
尋
出
で
て
、
ゐ
て
か
く
し
き
こ
へ
ん
」
な
ど
が
、

六
段
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
⑯
。

　

周
知
の
通
り
、
二
条
后
章
段
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
六
段
で
は
、
女
が
鬼

に
喰
い
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
段
の
逃
避
行
と
死
が
、
王
権
に
よ
っ
て
抹
殺
さ

れ
た
恋
の
象
徴
的
な
形
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
繰

り
返
し
出
現
し
て
い
た
。�

十
二
段

　
　

�

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
む
す
め
を
盗
み
て
、
武
蔵
野
へ
率
て
ゆ
く
ほ

ど
に
、
盗
人
な
り
け
れ
ば
、
国
の
守
に
か
ら
め
ら
れ
に
け
り
。
女
を
ば
草
む

ら
の
な
か
に
置
き
て
逃
げ
に
け
り
。
道
く
る
人
、「
こ
の
野
は
盗
人
あ
な
り
」

と
て
火
つ
け
む
と
す
。
女
わ
び
て
、

　
　

�　
　

武
蔵
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ
も
れ
り

と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
女
を
ば
と
り
て
、
と
も
に
率
て
い
に
け
り
。　
　

　
　
　

異
本
章
段��

　
　

�

昔
男
あ
り
け
り
。
女
を
ぬ
す
み
て
ゐ
て
ゆ
く
道
に
て
、水
の
ま
む
と
問
ふ
に
、

う
な
づ
き
け
れ
ば
、
つ
き
な
ど
も
具
せ
ね
ば
、
手
に
む
す
び
て
の
ま
す
。
さ

て
ゐ
て
の
ぼ
り
に
け
り
、
女
は
か
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
も
と
の
所
へ
ゆ
く

み
ち
に
、
か
の
し
水
の
み
し
所
に
て

　
　
　
　

�

大
原
や
せ
が
ゐ
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
あ
く
や
と
い
ひ
し
人
は
い
づ
ら

ぞ

　
　

と
い
ひ
て
き
え
か
ゑ
り
、
あ
は
れ
あ
は
れ
と
い
へ
ど
か
ひ
な
し
⑰

�
�（

群
書
類
従
本
）

　
　

　
　

�

む
か
し
を
と
こ
、
女
を
ぬ
す
み
て
、
水
の
あ
る
所
に
て
の
ま
む
と
問
ふ
に
、

う
な
づ
き
け
れ
ば
、
手
に
む
す
び
て
の
ま
す
。
さ
て
ゐ
て
の
ぼ
り
け
り
。
を

と
こ
な
く
な
り
け
れ
ば
、
も
と
の
所
へ
か
へ
り
ゆ
く
に
、
か
の
水
の
み
し
所

に
て

　
　
　
　

大
原
や
せ
が
ゐ
の
水
を
む
す
び
つ
つ
あ
く
や
と
い
ひ
し
人
は
い
づ
ら
は

�

（
小
式
部
内
侍
本
）

　
（
池
田
亀
鑑
『
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究
』
校
本
編
・
有
精
堂
、
昭
和
三
五
）

二
人
は
追
わ
れ
、
火
を
か
け
ら
れ
、
逃
避
行
の
中
で
相
手
に
死
な
れ
て
い
る
。
女

あ
る
い
は
男
の
命
を
奪
っ
た
者
は
六
段
と
同
じ
く
権
力
の
手
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

「
も
と
の
所
へ
ゆ
く
」（
異
本
章
段
）
の
も
、
追
手
に
捕
ら
わ
れ
引
っ
立
て
ら
れ
て

の
帰
還
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
六
段
の
非
定
家
本
本
文
「
え
う
ま
じ

か
り
け
る
女
を
年
へ
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
、
女
心
あ
は
せ
て

盗
み
い
で
て
」
は
、
女
の
側
の
積
極
性
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
『
伊
勢
物
語
』
の
逃
避
行
か
ら
た
だ
ち
に
連
想
さ
れ
る
の
が
、『
古

事
記
』
仁
徳
紀
に
記
さ
れ
た
速
総
別
王
と
女
鳥
王
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。

『
古
事
記
』
仁
徳
天
皇

　
　

�
亦
天
皇
、
其
の
弟
速
総
別
王
を
以
て
媒
と
為
て
、
庶
妹
女
鳥
王
を
乞
ひ
た
ま

ひ
き
。
玆
に
女
鳥
王
、
速
総
別
王
に
語
り
て
曰
は
く
、「
大
后
の
強
き
に
因

り
て
八
田
若
郎
女
を
治
め
賜
は
ず
。
故
、
仕
え
奉
ら
じ
と
思
ふ
。
吾
は
汝
命

京
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の
妻
に
為
ら
む
」
と
い
ひ
て
、即
ち
相
婚
ひ
ま
し
き
。
是
を
以
て
速
総
別
王
、

復
奏
さ
ざ
り
き
。
爾
に
天
皇
、
女
鳥
王
の
坐
す
所
に
直
に
幸
で
ま
し
て
、
其

の
殿
戸
の
閾
の
上
に
坐
し
き
。
是
に
女
鳥
王
、
機
に
坐
し
て
服
を
織
り
た
ま

へ
り
。
爾
に
天
皇
歌
曰
ひ
た
ま
は
く

　
　
　
　

女
鳥
の　

我
が
王
の　

織
ろ
す
機　

誰
か
料
ろ
か
も

　
　

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
女
鳥
王
答
へ
て
歌
曰
ひ
た
ま
は
く
、

　
　
　
　

高
行
く
や　

速
総
別
の　

御
襲
料

　
　

�

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
天
皇
、
其
の
情
を
知
ら
し
て
、
宮
に
還
り
入
り

ま
し
き
。
此
の
時
、
其
の
夫
速
総
別
王
到
来
り
ま
せ
る
時
、
其
の
妻
女
鳥
王

歌
曰
ひ
た
ま
は
く

　
　
　
　

雲
雀
は　

天
に
翔
る　

高
行
や　

速
総
別　

鷦
鷯
取
ら
さ
ね

　
　

�

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
天
皇
、
此
の
歌
を
聞
か
し
て
、
即
ち
軍
を
興
し
て
殺

さ
む
と
し
た
ま
ひ
き
。
爾
に
速
総
別
王
・
女
鳥
王
共
に
逃
げ
退
き
て
、
倉
椅

山
に
騰
り
た
ま
ひ
き
。
是
に
速
総
別
王
歌
曰
ひ
た
ま
は
く
、

　
　
　
　

�

梯
立
の　

倉
椅
山
を　

嶮
し
み
と　

岩
掻
き
か
ね
て　

吾
が
手
取
ら
す

も

　
　

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
又
歌
曰
ひ
た
ま
は
く
、

　
　
　
　

�

梯
立
の　

倉
椅
山
は　

嶮
し
け
れ
ど　

妹
と
登
れ
ば　

嶮
し
く
も
あ
ら

ず

　
　

�

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
其
の
地
よ
り
逃
げ
亡
せ
て
、
宇
陀
の
蘇
邇
に
到

り
し
時
、
御
軍
追
ひ
到
り
て
殺
し
ま
つ
り
き
。

�

（
新
編
全
集
）

『
日
本
書
紀
』
も
同
話
を
載
せ
る
が
、『
古
事
記
』
の
方
が
、
女
の
主
導
性
が
よ
り

際
だ
っ
て
い
る
⑱
。
后
が
ね
と
の
密
通
は
紛
れ
も
な
く
王
権
侵
犯
を
意
味
し
、
謀

叛
と
直
結
す
る
こ
と
か
ら
⑲
、
叛
逆
者
と
な
っ
た
二
人
は
逃
避
行
の
果
て
に
誅
殺

さ
れ
る
。
密
通
か
ら
逃
避
行
、
そ
こ
か
ら
死
は
原
理
的
な
帰
結
で
あ
る
。
直
接
的

な
影
響
関
係
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
で
、『
伊
勢
物
語
』
六
段
は
こ
の
構
造
を
共
有

し
て
い
る
。
本
来
の
鬼
一
口
は
、
後
人
注
の
よ
う
に
女
の
兄
が
妹
を
取
り
返
し
た

こ
と
の
比
喩
で
は
な
く
、
帝
に
そ
む
き
男
と
出
奔
し
た
女
が
文
字
通
り
死
を
与
え

ら
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。　

　

そ
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
六
段
で
描
か
れ
た
恋
の
罪
と
挫
折
は
、『
源
氏
物
語
』

柏
木
の
密
通
と
死
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
り
、
及
ば
ぬ
恋
の
悶
死
と
い
う
新
た
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
加
わ
っ
て
い
た
⑳
。

　

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
中
世
「
し
の
び
ね
型
」
物
語
の
基
本
型
を
備
え
た
画
期
的

な
作
品
と
し
て
、
中
島
泰
貴
氏
が
注
目
し
た
『
隆
房
集
』
に
も
明
白
に
顕
れ
て
い

る
。『
隆
房
集
』
は
、
手
の
届
か
ぬ
立
場
に
な
っ
た
恋
人
の
つ
れ
な
さ
を
嘆
く
男

の
歌
集
で
あ
る
。

　
　

�

四
月
み
あ
れ
の
日
、
人
の
使
に
て
、
立
ち
な
が
ら
逢
ひ
た
り
し
に
、「
今
は

こ
の
世
を
思
ひ
捨
て
て
、
い
か
な
ら
む
野
山
の
末
に
も
、
二
人
あ
ら
む
」
な

ど
語
ら
ひ
し
時
、
か
み
に
か
け
た
り
し
葵
を
取
り
て
、「
こ
れ
は
何
ぞ
」
と

問
ひ
し
こ
と
の
、
忘
れ
が
た
け
れ
ば

　
　

22　
�

し
る
ら
め
や
せ
め
て
あ
ふ
ひ
の
ま
れ
な
れ
ば
名
を
さ
へ
た
ど
る
け
ふ
の

か
ざ
し
を�　

　
　

�

か
く
ば
か
り
堪
へ
が
た
く
覚
ゆ
る
な
ら
ば
、
は
か
な
き
世
に
、
と
て
も
か
く

て
も
あ
り
な
ん
と
思
ひ
取
り
て
、「
い
か
な
ら
ん
所
へ
も
引
き
具
し
て
去
な

『
し
の
び
ね
』
と
「
し
の
び
ね
型
」
物
語

一
一



む
」
と
思
へ
ど
も
、「
そ
れ
も
人
聞
き
お
び
た
ゝ
し
か
り
ぬ
べ
し
。
ま
た
か

く
て
も
あ
る
べ
き
心
地
も
せ
ず
。
と
に
か
く
に
、
わ
れ
を
苦
し
む
る
君
な
り

け
り
」
と
あ
ぢ
き
な
く

　
　

89　

�

い
か
に
し
て
い
か
に
す
べ
し
と
覚
え
ぬ
は
わ
れ
と
君
と
の
中
に
ぞ
あ
り

け
る

�

（
三
弥
井
書
店
・
中
世
の
文
学
）

中
島
氏
は
、
愛
人
を
帝
に
奪
わ
れ
た
男
の
物
語
と
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
を
『
隆

房
集
』
が
摂
取
し
た
こ
と
で
、「
し
の
び
ね
型
」
を
「
女
の
物
語
」
か
ら
「
男
の

物
語
」
へ
と
転
換
さ
せ
た
と
論
じ
た
㉑
。
た
だ
、『
隆
房
集
』
に
は
『
伊
勢
物
語
』

だ
け
で
な
く
柏
木
の
影
響
も
濃
厚
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

『
隆
房
集
』

　
　

�

何
と
な
く
悩
ま
し
く
な
り
て
、
お
ど
ろ
〳
〵
し
か
ら
ね
ど
、
起
き
臥
し
も
た

や
す
か
ら
ぬ
を
、
こ
れ
も
た
れ
ゆ
ゑ
ぞ
と
、
ま
め
や
か
に
心
憂
く
て

　
　

30　

君
ゆ
ゑ
の
乱
り
心
ち
は
と
こ
ろ
せ
や
思
ひ
と
け
ど
も
結
ぼ
ほ
れ
つ
ゝ

����������������������������������������������　
　
　
　

『
源
氏
物
語
』・
若
菜
上

　
　

�

そ
の
夕
べ
よ
り
、
乱
り
ご
こ
ち
か
き
く
ら
し
、
あ
や
な
く
今
日
は
な
が
め
暮

ら
し
は
べ
る
。�

（
古
典
集
成
）

　

柏
木

　
　

�

さ
る
は
、た
ち
ま
ち
に
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
御
こ
こ
ち
の
さ
ま
に
も
あ
ら
ず
、

月
ご
ろ
も
の
な
ど
を
さ
ら
に
参
ら
ざ
り
け
る
に
、
い
と
ど
は
か
な
き
柑
子
な

ど
を
だ
に
触
れ
た
ま
は
ず
、
た
だ
、
や
う
や
う
も
の
に
引
き
入
る
る
や
う
に

見
え
た
ま
ふ
。

『
隆
房
集
』

　
　

�「
ま
め
や
か
に
こ
の
思
ひ
の
積
る
つ
も
り
は
、
後
の
世
の
罪
と
な
ら
む
事
は

疑
ひ
な
し
。
そ
れ
を
ば
君
な
ら
で
は
、
た
れ
か
は
助
け
ん
」
と
て

　
　

84　

�

さ
も
こ
そ
は
生
け
ら
ん
か
ぎ
り
つ
ら
か
ら
め
後
の
世
を
だ
に
あ
は
れ
と

は
い
へ

　
　

�「
ま
め
や
か
に
情
な
き
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
、
死
な
ん
世
に
は
、
さ
り
と
も
人

よ
り
は
あ
は
れ
と
思
ふ
こ
と
も
あ
り
な
ん
も
の
を
」
と
心
を
や
り
て
覚
ゆ
れ

ば

　
　

99　

�

恋
死
な
ば
あ
は
れ
を
わ
れ
に
か
げ
ろ
ふ
の
常
な
き
世
と
も
思
ひ
知
れ
か

し

　
『
源
氏
物
語
』・
柏
木

　
　

�

夕
は
わ
き
て
な
が
め
さ
せ
た
ま
へ
。
と
が
め
き
こ
え
さ
せ
た
ま
は
む
人
目
を

も
、
今
は
心
や
す
く
お
ぼ
し
な
り
て
、
か
ひ
な
き
あ
は
れ
を
だ
に
も
絶
え
ず

か
け
さ
せ
た
ま
へ
。

　

同

　
　
　
　

今
は
と
て
燃
え
む
煙
も
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残
ら
む

　
　

�

あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
。
心
の
ど
め
て
、
人
や
り
な
ら
ぬ
闇
に
ま
ど

は
む
道
の
光
に
も
し
は
べ
ら
む
、
と
聞
こ
え
た
ま
ふ

『
伊
勢
物
語
』の
男
と
柏
木
は
、共
に
高
貴
な
女
に
恋
し
て
身
を
滅
ぼ
し
た
た
め
か
、

後
期
物
語
に
受
容
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
は
、
し
ば
し
ば
柏
木
的
陰
影
を
湛
え
て

い
た
㉒
。
報
わ
れ
ぬ
片
恋
ゆ
え
の
死
が
逆
に
『
伊
勢
物
語
』
の
男
の
理
解
に
も
ち

京
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こ
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
島
氏
が
説
く
よ
う
に
、
中
世
「
し
の
び
ね
型
」

の
話
型
が
院
政
末
期
の
『
伊
勢
物
語
』
受
容
と
い
う
触
媒
に
よ
っ
て
完
成
し
た
の

で
あ
れ
ば
、「
し
の
び
ね
型
」
物
語
の
多
く
が
男
の
恋
死
と
い
う
結
末
を
持
つ
の

も
当
然
で
あ
ろ
う
。
現
に
、『
む
ぐ
ら
』
の
主
人
公
の
死
の
描
写
に
は
、
明
ら
か

に
柏
木
の
影
響
が
あ
る
㉓
。

『
む
ぐ
ら
』

　
　

�

今
は
か
く
と
思
ひ
絶
え
ぬ
べ
き
に
、
姫
君
の
今
日
明
日
と
も
知
ら
ぬ
老
い
人

を
頼
み
て
お
は
す
る
を
、
少
し
も
の
の
心
知
る
ま
で
見
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
心

地
も
日
に
従
ひ
て
、
果
物
な
ど
も
つ
ゆ
も
見
入
れ
で
の
み
過
ご
し
給
え
ば
、

弱
々
し
き
心
地
し
て
、
あ
り
経
べ
し
と
も
覚
え
給
は
ず
。

　
　
　
　

今
は
と
て
あ
く
が
れ
出
づ
る
魂
も
君
が
宿
に
は
や
す
ら
ひ
や
せ
む

　
　
　
　
お
わ
り
に

　

再
び
、
現
存
本
『
し
の
び
ね
』
に
戻
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
女
君
と
の
関
係
性
に

お
い
て
、
他
の
「
し
の
び
ね
型
」
物
語
と
異
質
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
は

前
に
述
べ
た
。
そ
の
異
質
さ
は
、『
し
の
び
ね
』
が
柏
木
的
性
格
を
持
た
な
い
こ

と
に
も
関
連
し
て
い
る
。
柏
木
的
性
格
と
は
男
の
片
恋
故
の
煩
悶
で
あ
る
。
ど
こ

ま
で
意
識
さ
れ
た
か
は
別
に
し
て
、『
隆
房
集
』
と
は
正
反
対
に
、
現
存
本
『
し

の
び
ね
』
が
言
及
し
た
逃
避
行
は
図
ら
ず
も
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
回
帰
し
て
い

た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
女
君
の
男
主
人
公
と
の
激
し
い
一
体
化
へ
の
希

求
で
あ
る
。『
し
の
び
ね
』
の
（
結
局
は
実
行
さ
れ
な
い
）
逃
避
行
が
照
射
す
る

も
の
は
、
帝
と
の
緊
迫
し
た
関
係
を
背
景
に
、
最
後
ま
で
男
と
共
に
あ
ろ
う
と
す

る
女
の
強
い
意
志
で
あ
り
、
そ
れ
は
男
の
出
家
後
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

男
と
の
絆
を
保
ち
彼
の
遺
志
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
女
君
の
姿
勢
は
、
后
と
な
っ

た
後
も
微
塵
も
ゆ
る
が
な
い
。

　
　

�

な
ほ
人
（
中
納
言
）
は
世
を
背
き
、
身
を
や
つ
し
て
、
な
ら
は
ぬ
様
に
な
り

給
ふ
に
、
我
が
身
は
つ
れ
な
く
て
、
人
に
見
え
奉
ら
ん
こ
と
の
か
な
し
く
て
、

心
も
ゆ
か
ぬ
な
る
べ
し
。

　
　

�「（
中
宮
）
我
も
様
を
も
変
へ
て
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
も
、
心
に
ま
か
せ
ず
、
ま
た
御

こ
と
の
心
苦
し
さ
に
、心
な
ら
ず
過
ぐ
す
ぞ
と
よ
。
…
…
」（
大
殿
ガ
若
君
ヲ
）

い
は
け
な
か
り
し
時
、
な
さ
け
な
く
ひ
き
放
ち
給
ひ
し
こ
と
（
中
宮
ハ
）
思

し
出
で
て
、た
だ
い
ま
の
心
地
の
み
せ
ら
れ
給
ふ
。
大
殿
の
こ
と
は
中
宮
も
、

こ
と
に
う
た
て
く
思
し
召
せ
ど
も
、
若
君
の
こ
と
を
思
せ
ば
、
知
ら
ず
顔
に

て
過
ぐ
し
給
ふ
。

　

従
来
、
古
本
『
し
の
び
ね
』
に
比
べ
て
、
現
存
本
に
は
「
女
の
物
語
」
の
性
格

が
後
退
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
敢
え
て
帝
に
背
く
逃
避
行
さ
え
辞

そ
う
と
し
な
い
女
君
こ
そ
「
決
然
た
る
態
度
」
と
評
せ
ら
れ
る
に
値
す
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
㉔
。
女
君
の
態
度
の
明
確
さ
は
簡
単
に
中
世
的
と
呼
ば
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
古
本
の
「
恋
の
悲
嘆
に
忍
び
泣
く
女
君
」
と
は
異
質
で
あ
っ
て

も
、
現
存
本
『
し
の
び
ね
』
の
女
君
も
男
主
人
公
に
劣
ら
ぬ
主
題
性
を
担
う
存
在

な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
古
本
『
し
の
び
ね
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
精
神
的

比
重
に
お
い
て
女
と
男
は
や
は
り
対
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
『
し
ぐ
れ
』
の
姫
君
に
こ
う
し
た
精
神
が
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ

な
ら
『
し
ぐ
れ
』
は
、男
の
出
家
と
い
う
外
面
的
形
態
に
お
い
て
は
『
し
の
び
ね
』

『
し
の
び
ね
』
と
「
し
の
び
ね
型
」
物
語

一
三



と
共
通
す
る
が
、
他
の
『
む
ぐ
ら
』・『
あ
き
ぎ
り
』
と
同
じ
く
、
男
女
の
絆
が
失

わ
れ
た
悲
劇
を
男
の
側
か
ら
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
帝
と
の

関
係
に
も
反
映
し
て
お
り
、『
む
ぐ
ら
』・『
あ
き
ぎ
り
』
で
は
、
帝
の
寵
愛
を
受

け
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
男
女
の
間
に
葛
藤
が
生
じ
て
い
る
。『
し
ぐ
れ
』
は
恋
死

型
か
ら
出
家
遁
世
型
に
変
容
し
た
た
め
に
、
父
と
息
子
の
葛
藤
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
に
過
ぎ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
帝
と
男
が
直
接
向
か
い
合
う
関
係
は
こ
の
三
作

品
に
は
見
出
せ
な
い
。

　

対
し
て
、
現
存
本
『
し
の
び
ね
』
は
、
明
ら
か
に
帝
と
主
人
公
二
人
が
対
峙
す

る
構
図
を
提
示
し
た
㉕
。「
逃
避
行
」
の
物
語
世
界
に
お
け
る
意
義
は
か
く
も
大

き
い
の
で
あ
る
。

　

擬
古
物
語
研
究
に
お
い
て
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
「
し
の
び
ね
型
」
な
る
用
語

の
基
と
な
る
現
存
本
『
し
の
び
ね
』
が
、
同
類
と
さ
れ
る
作
品
群
と
こ
れ
程
に
異

な
る
内
実
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
注
意
を
喚
起
し
た
い
。同
時
に
、「
恋
死
」

か
ら
「
出
家
遁
世
」
へ
、
あ
る
い
は
「
女
の
物
語
」
か
ら
「
男
の
物
語
」
へ
と
い

う
中
世
の
物
語
史
研
究
の
公
式
的
理
解
に
つ
い
て
も
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
を
よ

り
綿
密
に
分
析
す
る
立
場
か
ら
の
さ
ら
な
る
再
検
討
が
常
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

�〈
注
〉

①　

神
野
藤
昭
夫
「『
し
の
び
ね
物
語
』
の
位
相　

―
古
本
『
し
の
び
ね
』・
現
存

『
し
の
び
ね
』・『
し
ぐ
れ
』
の
軌
跡
―
」（『
散
佚
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』
若

草
書
房
、
平
成
一
〇
）・
辛
島
正
雄
「
擬
古
物
語
と
お
伽
草
子
の
間　
『
あ
き
ぎ
り
』

を
軸
と
し
て
」（『
中
世
王
朝
物
語
史
論
下
巻
』
笠
間
書
院
、
平
成
一
三
）・
金
光

桂
子
「
中
世
王
朝
物
語
『
あ
き
ぎ
り
』
引
歌
小
考　

―
室
町
物
語
『
し
ぐ
れ
』
と

の
関
係
に
及
ぶ
―
」（『
国
語
国
文
』
８
３
巻
７
号
、
平
成
二
六
）
参
照
。

②　

中
野
荘
次
「
風
葉
和
歌
集
考
・
下
」（『
国
語
国
文
』
３
巻
３
号
、
昭
和
八
）。

③　

①
辛
島
論
文
参
照
。

④　

徳
田
和
夫
「
お
伽
草
子
『
し
ぐ
れ
』
永
正
十
年
絵
巻
の
紹
介
と
翻
刻
」（
石

川
透
編
『
魅
力
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
』
三
弥
井
書
店
、
平
成
十
八
所
収
）
に
よ
る
。

こ
の
本
文
は
、①
金
光
論
文
に
よ
り
最
も
古
態
を
残
す
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

⑤　

底
本
は「
宮
の
大
将
」。
文
脈
上
か
ら「
大
納
言
」の
誤
り
と
し
て
訂
正
し
た
。

⑥　
『
い
は
で
し
の
ぶ
』�

は
従
来
、内
大
臣
と
伏
見
大
君
の
関
係
が「
し
の
び
ね
型
」

と
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
形
態
と
し
て
は
「
し
の
び
ね
型
」
の
パ
タ
ー
ン
を
そ

な
え
て
い
る
が
、
内
大
臣
に
と
っ
て
伏
見
大
君
は
愛
人
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
。
彼

が
本
当
に
心
を
尽
く
し
て
愛
す
る
の
は
、
正
室
の
一
品
宮
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
最

愛
の
妻
を
宮
の
父
院
に
引
き
離
さ
れ
、
白
河
院
に
取
り
籠
め
ら
れ
て
、
内
大
臣
は

悲
嘆
の
あ
ま
り
悶
死
す
る
。
こ
こ
で
は
院
が
、
悪
役
で
あ
る
父
と
女
を
奪
う
帝
を

兼
ね
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
品
宮
と
の
関
係
こ
そ
が
内
大
臣
を
め
ぐ
る
物

語
の
主
題
で
あ
り
、
本
質
的
に
「
し
の
び
ね
型
」
悲
恋
譚
を
形
成
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

⑦　

三
角
洋
一
「
改
作
物
語
の
和
歌
」（『
物
語
の
変
貌
』
若
草
書
房
、平
成
八
）
は
、

『
し
ぐ
れ
』
に
つ
い
て
「
男
君
に
死
期
が
せ
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、『
し

で
の
山
ぢ
の
い
そ
ぎ
』
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
、
も
ち
ろ
ん
『
い
そ
ぎ
』
は

準
備
・
仕
度
の
意
に
は
違
い
な
い
が
、
や
や
そ
ぐ
わ
な
い
気
が
す
る
」
と
述
べ
る
。

⑧　

①
神
野
藤
論
文
参
照
。

⑨　

①
神
野
藤
論
文
は
、
大
東
急
本
『
し
ぐ
れ
』
の
和
歌
は
古
本
『
し
の
び
ね
』

の
和
歌
を
語
順
を
替
え
て
改
作
し
た
も
の
で
歌
意
は
変
わ
ら
な
い
と
す
る
が
、
相

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
六
号
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手
に
一
切
を
期
待
で
き
な
い
『
し
ぐ
れ
』
と
「
あ
は
れ
」
を
求
め
る
こ
と
の
で
き

る
『
し
の
び
ね
』
と
の
差
異
は
決
定
的
で
あ
ろ
う
。

⑩　

①
辛
島
論
文
参
照
。

⑪　
『
む
ぐ
ら
』
に
も

　
　
　

�

こ
ひ
わ
ぶ
る
人
は
雲
井
の
月
な
れ
ど
く
ら
き
み
ち
に
ぞ
わ
れ
は
い
り
ぬ
る

　
　

と
い
う
、
宮
の
大
納
言
の
死
の
床
で
の
詠
歌
が
あ
る
。

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
内
大
臣
の
臨
終
の
和
歌
も
類
似
の
発
想
の
歌
と
い
え
よ
う
。

　
　

�

こ
と
と
へ
よ
恋
も
う
ら
み
も
は
れ
や
ら
で
た
れ
ゆ
へ
な
ら
ぬ
や
み
に
ま
よ

は
ゞ

⑫　

①
神
野
藤
論
文
参
照
。

⑬　

三
角
洋
一
「『
お
や
こ
の
中
』
と
二
条
太
皇
太
后
宮
式
部
」（『
物
語
の
変
貌
』���

若
草
書
房
、
平
成
八
）。

⑭　

帝
の
側
に
上
が
っ
た
女
に
絶
望
し
て
重
病
の
床
に
伏
し
な
が
ら
回
復
す
る
の

は
、『
隆
房
集
』
に
例
が
あ
る
。『
風
葉
和
歌
集
』
の
詞
書
で
は
、
死
の
床
に
伏
す

時
は
「
心
地
限
り
に
な
り
て
」（
六
五
五
、六
八
五
、一
〇
〇
五
、一
〇
三
一
）・「
心

地
限
り
に
お
ぼ
え
」（
六
二
八
、
六
五
八
）
と
あ
り
、
ま
た
「
限
り
の
さ
ま
に
さ

へ
な
り
に
け
れ
ば
」（
一
〇
三
二
）・「
今
は
の
際
に
」（
一
〇
四
三
）
な
ど
の
表
現

が
見
え
る
。
逆
に
病
か
ら
回
復
し
た
場
合
は「
御
心
地
例
な
ら
ず
お
ぼ
え
け
れ
ば
」

（
九
四
一
）、「
心
地
損
な
へ
り
け
る
に
」（
一
〇
二
九
）
の
例
が
見
え
る
。
他
に
病

死
し
た
人
物
に
「
心
地
重
く
わ
づ
ら
ひ
け
る
こ
ろ
」（
六
三
〇
）、「
病
重
く
な
り
て
」

（
六
五
二
）、「
病
し
て
弱
く
な
り
に
け
る
時
」（
六
五
七
）
と
い
っ
た
詞
書
が
付
さ

れ
て
い
る
。『
親
子
の
中
』
の
内
大
臣
に
つ
い
て
、「
病
に
わ
づ
ら
ひ
け
る
こ
ろ
」

と
い
う
詞
書
だ
け
で
は
必
ず
し
も
病
死
し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

⑮　
『
石
清
水
物
語
』
に
は
、
さ
ら
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
　

�

な
ぞ
や
、
こ
れ
よ
り
か
た
き
雲
の
上
な
ら
ん
こ
と
だ
に
、
身
を
惜
し
ま
ず
い

の
ち
を
す
て
ゝ
、
み
え
ぬ
山
路
に
も
ゐ
て
か
く
し
き
こ
へ
て
、
人
目
思
は
で

う
ち
そ
ひ
て
も
、
し
ば
し
は
な
ど
、
う
き
よ
の
思
ひ
出
に
も
、
我
身
の
た
め

計
を
思
は
ゞ
、
か
た
く
し
も
あ
ら
ん
。
さ
れ
ど
、
さ
ば
か
り
あ
た
ら
し
き
御

身
の
、
う
き
み
ひ
と
つ
ゆ
へ
に
女
御
か
う
い
と
も
い
は
せ
き
こ
え
ぬ
だ
に
、

ゆ
ゝ
し
き
あ
や
ま
ち
を
か
し
な
る
を
、
す
へ
の
よ
ま
で
の
う
き
名
を
伝
へ
き

こ
え
ん
こ
と
は
、
い
か
ゞ
あ
ら
ん
。
た
ゞ
か
ひ
な
き
身
の
な
げ
き
を
ば
、
も

の
な
ら
ず

⑯　

足
立
繭
子
執
筆
「
Ⅳ
中
世
王
朝
物
語
の
言
葉　

構
造
」（『
中
世
王
朝
物
語
・

御
伽
草
子
事
典
』
勉
誠
出
版
、
平
成
一
四
）・
中
島
泰
貴
「「
し
の
び
ね
型
」
と
し

て
の
『
隆
房
集
』　

―
物
語
文
学
史
へ
の
視
点
―
」（『
中
世
王
朝
物
語
の
引
用
と

話
型
』
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成
二
二
）
参
照
。

⑰　

阿
波
国
文
庫
本
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
男
女
二
人
と
も
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
　

�

む
か
し
、
女
を
ぬ
す
み
て
ゆ
く
道
に
、
水
の
あ
る
所
に
て
、
の
ま
む
や
と
問

ふ
に
、
う
な
づ
き
け
れ
ば
つ
き
な
ど
も
具
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
手
に
む
す
び
て

く
は
す
。
さ
て
の
ぼ
り
に
け
れ
ば
、
も
と
の
所
に
か
へ
り
ゆ
く
に
か
の
水
の

み
し
所
に
て

　
　
　
　

大
原
や
せ
が
ゐ
の
水
を
む
す
び
つ
つ
あ
く
や
と
と
ひ
し
人
は
い
づ
ら
は

　
　

と
い
ひ
て
き
え
に
け
り
。
あ
は
れ
あ
は
れ

⑱　
『
日
本
書
紀
』で
は
、雌
鳥
皇
女
か
ら
隼
別
皇
子
に
求
愛
す
る
場
面
は
な
い
し
、

天
皇
が
密
通
を
知
る
の
は
皇
女
の
織
縑
女
の
歌
か
ら
、
ま
た
謀
反
を
知
る
の
は
皇

子
の
舎
人
の
歌
か
ら
で
あ
る
。『
古
事
記
』
は
、
こ
れ
ら
を
全
て
女
鳥
王
の
歌
に

『
し
の
び
ね
』
と
「
し
の
び
ね
型
」
物
語

一
五



し
て
い
る
。
総
じ
て
『
日
本
書
紀
』
の
登
場
人
物
が
多
い
の
に
対
し
、『
古
事
記
』

は
仁
徳
天
皇
と
速
総
別
王
・
女
鳥
王
の
三
人
に
限
定
し
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

⑲　

古
代
の
謀
反
が
し
ば
し
ば
天
皇
の
御
妻
と
の
密
通
の
形
で
形
象
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
吉
村
武
彦
「
日
本
古
代
に
お
け
る
婚
姻
・
集
団
・
禁
忌　

―
外
婚

制
に
関
わ
る
研
究
ノ
ー
ト
―
」（『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
上
』
吉
川
弘
文
館
、
昭

和
五
四
）・
西
山
良
平
「
古
代
王
権
の
〈
侵
犯
〉
伝
承　

―
『
古
事
記
』
中
・
下

巻
を
中
心
に
―
」(

中
山
修
一
先
生
喜
寿
記
念
事
業
会
編『
長
岡
京
古
文
化
論
叢
Ⅱ
』

三
星
出
版
、
平
成
四
）
参
照
。

⑳　

柏
木
・
女
三
の
宮
密
通
事
件
に
お
い
て
、
い
か
に
『
伊
勢
物
語
』
二
条
后
章

段
の
イ
メ
ー
ジ
が
浸
透
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、今
井
久
代「
柏
木
物
語
の「
女
」

と
男
た
ち　

ー
「
帝
の
御
妻
を
も
過
つ
」
業
平
幻
想
ー
」（
物
語
研
究
会
編
『
新

物
語
研
究
３　

物
語
「
女
と
男
」』
有
精
堂
出
版
、
平
成
七
）
参
照
。「
さ
か
し
く

思
ひ
し
づ
む
る
心
も
失
せ
て
、
い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
率
て
隠
し
た
て
ま
つ
り
て
、

わ
が
身
も
世
に
経
る
さ
ま
な
ら
ず
、
跡
絶
え
て
止
み
な
ば
や
、
と
ま
で
思
ひ
乱
れ

ぬ
。」（『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
）
か
ら
、「
逃
避
行
」
が
そ
の
ま
ま
姦
通
の
遂
行
の

象
徴
的
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
女
三
の
宮
と
の
密
通
は
「
逃

避
行
」
の
連
想
と
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
柏
木
の
病
死
は
、
六
条
院
に
処
罰

さ
れ
る
罪
を
内
面
化
し
た
形
、
ほ
と
ん
ど
自
死
の
様
相
を
呈
し
た
。
さ
ら
に
、
柏

木
の
死
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
澄
の
面
影
が
あ
る
こ
と
も
既
に
古
注
釈
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
「
う
つ
ほ
云
宮
お
と
ゝ
に
き
こ
え
給
こ
の
ほ
と
か
く
わ
つ
ら
ふ
を
物

と
は
せ
つ
れ
は
女
の
ら
う
と
な
む
い
ひ
け
る
」（『
河
海
抄
』
柏
木
巻
）。
久
下
裕

利
「
四
、
求
婚
譚　

柏
木
に
お
け
る
仲
澄
の
影
響
」（『
物
語
の
廻
廊
』
新
典
社
）

参
照
。
こ
れ
に
よ
っ
て
柏
木
の
恋
は
、
王
権
侵
犯
と
片
恋
の
苦
悩
の
二
つ
の
要
素

を
併
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
相
思
相
愛
の
男
女
か
ら
つ
れ
な
い
女
に
む
け
て
男

の
絶
望
的
な
哀
訴
へ
と
、
密
通
に
関
わ
る
二
人
の
関
係
が
変
容
す
る
分
岐
点
が
柏

木
で
あ
る
。

㉑　

⑯
中
島
論
文
参
照
。
た
だ
し
、『
隆
房
集
』
の
男
は
逃
避
行
を
夢
想
し
て
も
、

「『
い
か
な
ら
ん
所
へ
も
引
き
具
し
て
去
な
ん
』
と
思
へ
ど
も
、
そ
れ
も
人
聞
き
お

び
た
た
し
か
り
ぬ
べ
し
」
と
あ
っ
さ
り
放
棄
し
、
初
め
か
ら
実
行
す
る
意
志
な
ど

は
な
か
っ
た
。

㉒
　
賀
茂
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
源
氏
宮
に
迫
る
狭
衣
に
は
、
従
来
か
ら『
伊
勢
』の

影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、明
ら
か
に
柏
木
の
イ
メ
ー
ジ
も
投
影
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

さ
り
と
も
思
し
め
し
知
る
ら
ん
と
こ
そ
思
ひ
つ
る
を
、
あ
さ
ま
し
か
り
け
る

御
心
ば
へ
に
こ
そ
、
身
も
い
た
づ
ら
に
な
り
は
べ
り
ぬ
べ
け
れ
」
と
て
堰
き

も
や
ら
ぬ
涙
に
、
何
故
か
い
た
づ
ら
に
も
な
り
た
ま
は
ん
、
い
と
ど
恐
ろ
し

う
わ
り
な
し
と
思
し
て
う
ち
泣
き
た
ま
へ
る
け
は
ひ
な
ど
の
近
き
は
、
い
と

ど
来
し
方
行
く
末
の
た
ど
り
も
失
せ
て
、「
今
は
か
く
だ
に
聞
こ
え
さ
せ
じ

と
、
念
じ
は
べ
れ
ど
、
も
の
思
ふ
魂
あ
く
が
る
る
と
は
、
ま
こ
と
に
こ
そ
は
。

現
し
心
も
な
き
心
地
し
て
、い
ま
さ
ら
に
思
し
疎
ま
れ
ぬ
る
に
こ
そ
」
と
て
、

「
い
で
や
、
い
ま
は
と
て
も
か
く
て
も
同
じ
さ
ま
に
世
に
は
べ
る
べ
き
に
も

あ
ら
ね
ば
、
見
え
ぬ
山
路
も
も
ろ
と
も
に
や
と
さ
へ
、
思
ひ
は
べ
り
ぬ
れ
」

と
さ
へ
の
た
ま
ふ
。�

�（『
狭
衣
物
語
』
巻
二
）

　
　

�「
よ
し
御
覧
ぜ
よ
。
こ
の
同
じ
さ
ま
に
て
や
、
世
に
は
べ
り
け
る
。
か
く
見

は
て
た
て
ま
つ
る
ま
で
と
、
あ
な
が
ち
に
過
し
は
べ
る
を
、
ま
た
御
覧
ぜ
ら

れ
ぬ
や
う
も
は
べ
ら
ん
。
こ
の
世
の
思
ひ
出
で
に
し
は
べ
る
ば
か
り
、
あ
は

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
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れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」�

�（
同
）

　
　

�

さ
か
し
く
思
ひ
し
づ
む
る
心
も
失
せ
て
、
い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
率
て
隠
し
た

て
ま
つ
り
て
、
わ
が
身
も
世
に
経
る
さ
ま
な
ら
ず
、
跡
絶
え
て
止
み
な
ば
や
、

と
ま
で
思
ひ
乱
れ
ぬ
。
…
…�

い
と
憂
し
と
思
ひ
聞
こ
え
て
「
さ
ら
ば
不
用

な
め
り
。
身
を
い
た
づ
ら
に
や
は
な
し
果
て
ぬ
。
い
と
捨
て
が
た
き
に
よ
り

て
こ
そ
、
か
く
ま
で
も
は
べ
れ
。
今
宵
に
限
り
は
べ
り
な
む
も
い
み
じ
く
な

む
。
つ
ゆ
に
て
も
御
心
ゆ
る
し
た
ま
ふ
さ
ま
な
ら
ば
、
そ
れ
に
か
へ
つ
る
に

て
も
捨
て
は
べ
り
な
ま
し
」
と
て
、
か
き
抱
き
て
出
づ
る
に
、
果
て
は
い
か

に
し
つ
る
ぞ
と
、
あ
き
れ
て
お
ぼ
さ
る
。
…
…
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
ら
む

の
心
あ
れ
ば
、
格
子
を
や
を
ら
吹
き
上
げ
て
、「
か
う
い
と
つ
ら
き
御
心
に
、

う
つ
し
心
も
失
せ
は
べ
り
ぬ
。す
こ
し
で
も
思
ひ
の
ど
め
よ
と
お
ぼ
さ
れ
ば
、

あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
、
お
ど
し
き
こ
ゆ
る
を

�

（『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
）

こ
れ
に
関
し
て
、⑯
足
立
論
文
は
、中
世
の
悲
恋
遁
世
譚
に
頻
出
す
る
「
山
路
」「
野

山
」
の
語
に
つ
い
て
、「『
伊
勢
』
引
用
が
必
ず
し
も
明
示
的
で
な
い
『
源
氏
物
語
』

柏
木
の
物
語
を
引
用
し
つ
つ
、
新
た
に
明
示
的
な
『
伊
勢
』
引
用
を
加
え
た
『
狭

衣
物
語
』
を
さ
ら
に
引
い
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
た
だ
、
狭
衣
が
実
際
に
逃
避
行

の
挙
に
出
る
こ
と
は
『
狭
衣
物
語
』
の
世
界
観
か
ら
し
て
考
え
が
た
い
。
単
に
片

恋
の
切
実
さ
を
強
調
す
る
修
辞
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
で
は
、
後
の
『
隆
房
集
』

と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。　
　

㉓　

先
に
「
し
の
び
ね
型
」
と
し
た
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
お
い
て
も
、
内
大
臣

の
死
去
の
場
面
の
柏
木
の
影
響
は
顕
著
で
あ
る
。

㉔　

現
存
本
『
し
の
び
ね
』
中
納
言
の
女
君
に
対
す
る
執
着
を
指
摘
し
、
①
神
野

藤
論
文
が
強
調
す
る
「
男
君
の
決
然
た
る
出
家
行
の
悲
劇
性
」
に
疑
義
を
呈
し
て

い
る
の
は
、
大
倉
比
呂
志
「
し
の
び
ね
物
語
」（『
体
系
物
語
文
学
史　

第
四
巻
』

有
精
堂
、
平
成
元
）
で
あ
る
。

㉕　

し
た
が
っ
て
、
中
島
泰
貴
「『
し
の
び
ね
型
』」
試
論
」（
⑯
中
島
著
書
所
収
）

の
説
く
「
女
を
共
有
す
る
臣
下
と
帝
に
よ
る
君
臣
和
合
の
理
想
」
と
い
う
「
し
の

び
ね
型
」
世
界
観
に
は
賛
同
し
な
い
。

�

本
学
教
授

�

（
二
〇
一
四
年
十
月
一
日
受
理
）

�

（
あ
だ
ち　

け
い
こ　

文
学
部
日
本
・
中
国
文
学
科
教
授
）
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