
は
じ
め
に

『
堤
中
納
言
物
語
』
所
収
の
「
貝
合
」
は
、
恋
を
求
め
て
彷
徨
す

る
蔵
人
少
将
が
偶
然
足
を
止
め
た
あ
る
邸
に
女
童
の
導
き
に
よ
っ
て

侵
入
し
、
明
日
に
迫
っ
た
貝
合
の
準
備
に
奔
走
す
る
童
た
ち
の
世
界

を
垣
間
見
、
劣
勢
の
姫
君
方
を
密
か
に
援
助
す
る
に
至
る
物
語
で
あ

る
。
継
子
の
姫
君
と
異
母
姉
に
あ
た
る
姫
君
と
が
貝
合
を
め
ざ
し
て

競
い
合
い
、
継
子
の
姫
君
方
が
圧
迫
さ
れ
る
構
図
は
、
継
子
い
じ
め

（
�
）

譚
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、
蔵
人
少
将
が
観
音
を
装
い
継
子
の
姫
君

方
を
援
助
す
る
あ
り
方
は
、
観
音
霊
験
譚
と
の
繋
が
り
を
想
起
さ
せ

（
�
）
る
。
継
子
い
じ
め
譚
や
観
音
霊
験
譚
が
当
該
物
語
の
趣
向
の
根
底
に

深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
該
物
語
の
大
き
な
特
色
と
し
て
見

逃
せ
な
い
。
こ
う
し
た
話
型
の
み
な
ら
ず
、
先
行
す
る
文
学
作
品
を

「
貝
合
」
が
い
か
に
活
用
し
、
新
た
な
物
語
を
形
成
し
た
の
か
、
具

体
相
の
さ
ら
な
る
掘
り
起
こ
し
が
求
め
ら
れ
て
も
い
よ
う
。

一
方
、
細
部
の
物
語
本
文
の
読
み
に
つ
い
て
、
当
該
物
語
は
他
の

（
�
）

『
堤
中
納
言
物
語
』
と
同
様
、
議
論
の
少
な
く
な
い
作
品
で
あ
る
。

個
々
の
本
文
を
い
か
に
校
訂
し
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
、
物
語
に
形

成
さ
れ
た
事
実
関
係
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
物
語
世
界
の
全

貌
の
理
解
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
個
々
の
本

文
の
読
み
も
、
物
語
世
界
を
捉
え
る
上
で
不
断
に
検
証
し
続
け
る
必

要
が
あ
る
。

稿
者
は
、「
貝
合
」
冒
頭
部
分
と
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
一
場

（
�
）

面
と
は
密
接
な
繋
が
り
が
存
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
起
点
と

し
て
、
若
紫
巻
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
印
象
的
な
文
言
が
、
さ
ら
に

趣
向
を
加
え
た
か
た
ち
で
「
貝
合
」
に
意
図
的
に
鏤
め
ら
れ
た
と
推

（
�
）

測
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
単
純
な
模
倣
に
と
ど
ま
ら
な
い
、「
貝
合
」

の
文
学
的
営
み
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し

『
堤
中
納
言
物
語
』「
貝
合
」
の
世
界

井

上

新

子

―１ ―



た
視
座
か
ら
、「
貝
合
」
に
お
い
て
形
象
さ
れ
た
言
葉
の
世
界
の
一

特
色
に
迫
り
た
い
。
と
同
時
に
、
細
部
の
物
語
本
文
を
め
ぐ
る
読
み

も
物
語
世
界
の
理
解
に
不
可
欠
で
あ
る
。
す
で
に
近
年
に
な
っ
て
新

説
が
提
案
さ
れ
て
い
る
個
所
や
、
稿
者
が
疑
問
を
抱
い
て
い
る
個
所

に
つ
い
て
、
私
見
を
提
示
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
し
て
、

「
貝
合
」
の
物
語
世
界
の
解
明
を
め
ざ
す
。

一

若
紫
巻
の
源
氏
の
朝
帰
り
場
面
か
ら

「
貝
合
」
冒
頭
へ

『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
以
下
の
場
面
に
着
目
す
る
。

い
み
じ
う
霧
り
わ
た
れ
る
空
も
た
だ
な
ら
ぬ
に
、
霜
は
い
と
白

う
お
き
て
、
ま
こ
と
の
懸
想
も
を
か
し
か
り
ぬ
べ
き
に
、
さ
う

ざ
う
し
う
思
ひ
お
は
す
。
い
と
忍
び
て
通
ひ
た
ま
ふ
所
の
道
な

り
け
る
を
思
し
出
で
て
、
門
う
ち
叩
か
せ
た
ま
へ
ど
、
聞
き
つ

く
る
人
な
し
。
か
ひ
な
く
て
、
御
供
に
声
あ
る
人
し
て
う
た
は

せ
た
ま
ふ
。

あ
さ
ぼ
ら
け
霧
立
つ
そ
ら
の
ま
よ
ひ
に
も
行
き
過
ぎ
が
た

き
妹
が
門
か
な

と
二
返
り
ば
か
り
う
た
ひ
た
る
に
、
よ
し
あ
る
下
仕
を
出
だ
し

て
、

立
ち
と
ま
り
霧
の
ま
が
き
の
過
ぎ
う
く
は
草
の
と
ざ
し
に

さ
は
り
し
も
せ
じ

と
言
ひ
か
け
て
入
り
ぬ
。
ま
た
人
も
出
で
来
ね
ば
、
帰
る
も
情

な
け
れ
ど
、
明
け
ゆ
く
空
も
は
し
た
な
く
て
、
殿
へ
お
は
し

（
�
）

ぬ
。

（
①
二
四
六
〜
二
四
七
頁
）

祖
母
尼
君
が
他
界
し
て
し
ま
い
、
い
よ
い
よ
心
細
い
身
の
上
と
な

っ
た
若
紫
。
そ
の
若
紫
邸
を
訪
れ
た
源
氏
の
帰
途
の
あ
り
さ
ま
を
語

る
場
面
で
あ
る
。
昨
晩
は
霰
が
降
り
、
風
も
吹
き
荒
れ
る
夜
で
あ
っ

た
。
幼
い
若
紫
を
守
り
、
実
事
な
く
朝
を
迎
え
た
源
氏
の
、
風
変
り

な
朝
帰
り
を
か
た
ど
っ
て
い
る
。
霧
が
立
ち
込
め
る
「
あ
さ
ぼ
ら

け
」、
途
中
、
そ
こ
が
忍
び
所
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
源
氏
は
、

女
性
宅
の
「
門
」
を
供
の
者
に
叩
か
せ
る
け
れ
ど
も
、
反
応
が
な

い
。
供
の
一
人
の
声
の
よ
い
者
に
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
歌
を
う
た
わ
せ

た
。

（
�
）

「
貝
合
」
の
冒
頭
は
、「
長
月
の
有
明
の
月
」
に
誘
わ
れ
、
朝
霧
の

中
、
恋
の
相
手
を
求
め
て
彷
徨
す
る
蔵
人
少
将
の
さ
ま
を
語
る
。
以

下
、
引
用
す
る
。

長
月
の
有
明
の
月
に
さ
そ
は
れ
て
、
蔵
人
少
将
、
指
貫
つ
き
づ

き
し
く
引
き
あ
げ
て
、
た
だ
一
人
、
小
舎
人
童
ば
か
り
具
し

て
、
や
が
て
朝
霧
も
よ
く
立
ち
隠
し
つ
べ
く
、
ひ
ま
な
げ
な
る

― ２ ―



に
、「
を
か
し
か
ら
む
と
こ
ろ
の
、
あ
き
た
ら
む
も
が
な
」
と

言
ひ
て
あ
ゆ
み
ゆ
く
に
、
木
立
を
か
し
き
家
に
、
琴
の
声
ほ
の

か
に
聞
こ
ゆ
る
に
、
い
み
じ
う
う
れ
し
く
な
り
て
、
め
ぐ
る
。

門
の
わ
き
な
ど
、
崩
れ
や
あ
る
と
見
け
れ
ど
、
い
み
じ
く
築
地

な
ど
全
き
に
、
な
か
な
か
わ
び
し
く
、「
い
か
な
る
人
の
、
か

く
弾
き
ゐ
た
る
な
ら
む
」
と
、
わ
り
な
く
ゆ
か
し
け
れ
ど
、
す

べ
き
か
た
も
お
ぼ
え
で
、
例
の
、
声
い
だ
さ
せ
て
随
身
に
う
た

は
せ
給
ふ
。

ゆ
く
か
た
も
忘
る
る
ば
か
り
朝
ぼ
ら
け
ひ
き
と
ど
む
め
る

琴
の
声
か
な

と
う
た
は
せ
て
、「
ま
こ
と
に
、
し
ば
し
、
内
よ
り
人
や
」
と

心
と
き
め
き
し
給
へ
ど
、
さ
も
あ
ら
ぬ
は
口
惜
し
く
て
、
あ
ゆ

み
過
ぎ
た
れ
ば
、（
略
）

（
一
オ
〜
一
ウ
）

風
変
わ
り
な
朝
帰
り
の
源
氏
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
こ
れ
か
ら
女

性
と
の
出
会
い
を
求
め
て
の
外
出
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
正
反
対
の

状
況
を
語
り
取
る
両
く
だ
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
朝
霧
の
立
ち
込

め
る
中
、
あ
る
屋
敷
の
前
で
足
を
止
め
、
そ
の
屋
敷
に
住
む
者
へ
の

挨
拶
と
し
て
、
男
主
人
公
の
詠
歌
を
供
の
者
に
「
声
」
を
出
さ
せ
て

う
た
わ
せ
る
と
い
う
一
連
の
設
定
が
、
二
つ
の
物
語
に
お
い
て
共
通

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
致
は
、
若
紫
巻
の
表
現
を
「
貝
合
」
が
受

け
継
ぎ
、
冒
頭
場
面
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
若
紫
巻
は
、
実
父
・
兵
部
卿
宮
に
よ
っ
て
引
き
取

ら
れ
る
直
前
の
若
紫
を
、
源
氏
が
二
条
院
へ
密
か
に
引
き
取
る
と
い

う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
若
紫
が
実
父
に
引
き
取
ら
れ
れ
ば
、
兵
部

卿
宮
と
同
居
す
る
北
の
方
に
よ
っ
て
継
子
い
じ
め
に
遭
う
危
機
が
予

想
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
回
避
し
た
の
が
、
源
氏
に
よ
る
若
紫
の
引

き
取
り
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
若

紫
巻
自
体
が
継
子
い
じ
め
譚
と
深
く
関
わ
る
物
語
で
あ
っ
た
。「
貝

合
」
冒
頭
場
面
は
、
継
子
い
じ
め
譚
を
変
奏
す
る
若
紫
巻
の
一
場
面

│
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
場
面
自
体
に
継
子
い
じ
め
譚
は
影
を
落

と
し
て
い
な
い
が
│
に
多
く
を
拠
っ
た
表
現
に
よ
っ
て
形
象
さ
れ
て

い
る
。「
貝
合
」
も
ま
た
別
の
か
た
ち
で
継
子
い
じ
め
譚
と
深
く
関

わ
る
物
語
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
注
目
し
た
若
紫
巻
引
用
場
面

と
の
表
現
の
一
致
は
、
単
な
る
表
面
的
な
文
飾
レ
ベ
ル
で
の
借
用
と

（
�
）

い
っ
た
体
の
も
の
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。「
貝
合
」
一
編
の
構

成
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

二

若
紫
巻
の
表
現
や
発
想
の
断
片
の
集
積

「
貝
合
」
で
は
、
検
討
し
た
冒
頭
場
面
に
続
き
、
蔵
人
少
将
と
あ

る
屋
敷
の
女
童
と
の
出
会
い
や
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
や
り
取
り
が
語
ら
れ

― ３ ―



る
。
そ
の
叙
述
に
お
い
て
、
若
紫
巻
の
表
現
や
発
想
を
取
り
込
み
、

変
形
を
加
え
、
作
中
世
界
の
形
成
に
活
用
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
個

所
が
散
見
す
る
。
以
下
に
、
そ
の
女
童
と
の
や
り
取
り
の
場
面
を
掲

げ
る
。（

略
）
い
と
こ
の
ま
し
げ
な
る
童
べ
、
四
五
人
ば
か
り
走
り
ち

が
ひ
、
小
舎
人
童
、
男
な
ど
、
を
か
し
げ
な
る
小
破
子
や
う
の

も
の
を
さ
さ
げ
、
を
か
し
き
文
、
袖
の
上
に
う
ち
お
き
て
、
出

で
入
る
家
あ
り
。「
な
に
わ
ざ
す
る
な
ら
む
」
と
ゆ
か
し
く
て
、

人
目
見
は
か
り
て
、
や
を
ら
は
ひ
入
り
て
、
い
み
じ
く
繁
き
薄

の
中
に
立
て
る
に
、
八
九
ば
か
り
な
る
女
子
の
、
い
と
を
か
し

げ
な
る
、
薄
色
の
衵
、
紅
梅
な
ど
み
だ
れ
着
た
る
、
小
さ
き
貝

を
瑠
璃
の
壺
に
入
れ
て
、
あ
な
た
よ
り
走
る
さ
ま
の
あ
わ
た
だ

し
げ
な
る
を
、
を
か
し
と
見
給
ふ
に
、
直
衣
の
袖
を
見
て
、

「
こ
こ
に
、
人
こ
そ
あ
れ
」
と
何
心
も
な
く
言
ふ
に
、
わ
び
し

く
な
り
て
、「
あ
な
か
ま
よ
。
聞
ゆ
べ
き
こ
と
あ
り
て
、
い
と

忍
び
て
参
り
来
た
る
人
ぞ
。
と
寄
り
給
へ
」
と
言
へ
ば
、「
明

日
の
こ
と
思
ひ
侍
る
に
、
今
よ
り
い
と
ま
な
く
て
、
そ
そ
き
侍

る
ぞ
」
と
さ
へ
づ
り
か
け
て
、
往
ぬ
べ
く
見
ゆ
め
り
。
を
か
し

け
れ
ば
、「
な
に
ご
と
の
、
さ
い
そ
が
し
く
は
思
さ
る
る
ぞ
。

ま
ろ
を
だ
に
思
さ
む
と
あ
ら
ば
、
い
み
じ
う
を
か
し
き
こ
と
も

人
は
得
て
む
か
し
」
と
言
へ
ば
、
名
残
な
く
立
ち
ど
ま
り
て
、

（
一
ウ
〜
二
ウ
）

随
身
に
う
た
わ
せ
た
詠
歌
に
反
応
が
な
い
の
で
、
そ
の
邸
を
通
り

過
ぎ
る
と
、
蔵
人
少
将
は
人
々
が
出
入
り
し
て
な
に
や
ら
せ
わ
し
な

い
家
を
発
見
す
る
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
童
べ
」
や
「
出
で

入
る
」
は
、
北
山
で
源
氏
が
垣
間
見
た
屋
敷
の
様
子
を
語
る
く
だ
り

に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

き
よ
げ
な
る
大
人
二
人
ば
か
り
、
さ
て
は
童
べ
ぞ
出
で
入
り
遊

ぶ
。

（『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻

①
二
〇
六
頁
）

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
程
度
の
共
通
点
を
根
拠
に
両
者
の
影
響
関
係
を

云
々
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
先
に
見
た
朝
帰
り
場

面
と
の
共
通
点
や
、
こ
れ
以
後
の
物
語
本
文
に
見
出
さ
れ
る
共
通
す

る
表
現
や
発
想
の
用
例
を
一
連
の
も
の
と
し
て
な
が
め
る
と
、「
貝

合
」
が
若
紫
巻
の
表
現
や
発
想
の
片
々
を
集
積
し
、
物
語
世
界
を
構

築
し
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

家
の
敷
地
に
侵
入
し
、
た
い
そ
う
茂
っ
た
薄
の
中
に
立
つ
蔵
人
少

将
。
そ
こ
へ
、
こ
の
屋
敷
に
仕
え
る
女
童
が
や
っ
て
来
る
。
八
、
九

歳
ほ
ど
の
「
女
子
」
が
「
走
る
」
と
い
う
登
場
の
仕
方
は
、
若
紫
巻

北
山
の
垣
間
見
の
、
前
掲
の
本
文
の
直
後
に
語
ら
れ
る
若
紫
登
場
の

場
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

― ４ ―



中
に
、
十
ば
か
り
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど

の
萎
え
た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ
る
子
ど

も
に
似
る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
ひ
先
見
え
て
う
つ
く

し
げ
な
る
容
貌
な
り
。
髪
は
扇
を
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら
ゆ

ら
と
し
て
、
顔
は
い
と
赤
く
す
り
な
し
て
立
て
り
。

（『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻

二
〇
六
頁
）

「
姫
君
」
で
あ
る
若
紫
と
女
童
と
で
は
、
身
分
や
物
語
上
の
役
割
も

大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
平
安
朝
の
作
り
物
語
に
お
い
て
、「
走
る
」

行
為
自
体
に
言
及
し
た
も
の
が
少
な
い
こ
と
、「
走
る
」
行
為
は
平

（
�
）

安
の
女
性
に
と
っ
て
異
例
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、

「
走
る
少
女
」
が
男
主
人
公
の
視
界
に
入
っ
て
く
る
こ
と
を
語
る
二

つ
の
表
現
の
間
に
は
繋
が
り
が
あ
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い

（

）
か
。女

童
は
、
蔵
人
少
将
の
「
直
衣
の
袖
」
を
見
て
、
侵
入
者
の
存
在

に
気
づ
き
、
そ
の
こ
と
を
無
邪
気
に
口
に
出
す
。
一
方
、
若
紫
巻
に

お
い
て
も
、「
直
衣
」
が
来
訪
者
の
存
在
を
知
ら
せ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
祖
母
尼
君
を
亡
く
し
た
若
紫
の
許
を
源
氏
が
訪
ね
た
く
だ

り
。

君
は
、
上
を
恋
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
泣
き
臥
し
た
ま
へ
る
に
、

御
遊
び
が
た
き
ど
も
の
、「
直
衣
着
た
る
人
の
お
は
す
る
。
宮

の
お
は
し
ま
す
な
め
り
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
起
き
出
で
た
ま
ひ

て
、「
少
納
言
よ
。
直
衣
着
た
り
つ
ら
む
は
、
い
づ
ら
。
宮
の

お
は
す
る
か
」
と
て
寄
り
お
は
し
た
る
御
声
、
い
と
ら
う
た

し
。

（『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻

①
二
四
二
頁
）

女
童
た
ち
が
、「
直
衣
着
た
る
人
」
か
ら
若
紫
の
父
宮
の
来
訪
を
連

想
す
る
。
若
紫
も
こ
れ
に
つ
ら
れ
て
「
直
衣
着
た
り
つ
ら
む
は
」

と
、
父
宮
の
来
訪
を
期
待
。
実
際
は
光
源
氏
が
や
っ
て
来
て
い
る
の

で
あ
っ
た
。
若
紫
巻
の
「
直
衣
」
の
や
り
取
り
が
、「
貝
合
」
の

「
直
衣
の
袖
」
か
ら
侵
入
者
に
気
づ
く
女
童
の
描
写
に
繋
が
っ
て
い

っ
た
と
捉
え
た
い
。

蔵
人
少
将
が
女
童
に
声
を
か
け
る
も
の
の
、
明
日
の
貝
合
の
準
備

で
忙
し
い
彼
女
は
早
口
で
そ
の
旨
を
告
げ
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
。

そ
こ
へ
蔵
人
少
将
が
か
け
た
言
葉
「
ま
ろ
を
だ
に
思
さ
む
と
あ
ら

ば
、
い
み
じ
う
を
か
し
き
こ
と
も
人
は
得
て
む
か
し
」
に
よ
り
、
女

童
は
蔵
人
少
将
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
対
話
を
継
続
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
目
先
の
利
益
に
心
を
動
か
さ
れ
る
女
童
の
無
邪
気
な
様
子
が

よ
く
表
れ
て
い
る
。「
ま
ろ
を
だ
に
思
さ
む
と
あ
ら
ば
」
と
い
う
蔵

人
少
将
の
言
葉
に
は
、
尼
君
死
去
後
の
若
紫
邸
を
訪
れ
、
幼
い
若
紫

と
と
も
に
過
ご
そ
う
と
強
引
に
ふ
る
ま
う
、
以
下
の
源
氏
の
様
子
が

思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
。
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手
を
と
ら
へ
た
ま
へ
れ
ば
、
う
た
て
、
例
な
ら
ぬ
人
の
か
く
近

づ
き
た
ま
へ
る
は
恐
ろ
し
う
て
、「
寝
な
む
と
い
ふ
も
の
を
」

と
て
強
ひ
て
ひ
き
入
り
た
ま
ふ
に
つ
き
て
す
べ
り
入
り
て
、

「
今
は
、
ま
ろ
ぞ
思
ふ
べ
き
人
。
な
疎
み
た
ま
ひ
そ
」
と
の
た

ま
ふ
。

（『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻

①
二
四
三
頁
）

無
邪
気
な
若
紫
を
説
得
し
よ
う
と
、
源
氏
は
「
今
は
、
ま
ろ
ぞ
思
ふ

べ
き
人
」
と
口
に
し
て
い
る
。
相
手
を
年
端
も
い
か
な
い
少
女
と
見

く
び
っ
て
の
、
大
胆
な
言
で
あ
る
。
若
紫
と
一
緒
に
過
ご
そ
う
と
す

る
源
氏
と
、
も
う
少
し
詳
し
い
話
を
聞
き
た
く
て
女
童
に
声
を
か
け

た
蔵
人
少
将
と
は
そ
の
目
的
が
異
な
る
も
の
の
、
少
女
を
篭
絡
し
よ

う
と
発
せ
さ
れ
た
、「
ま
ろ
ぞ
思
ふ
べ
き
人
」
と
「
ま
ろ
を
だ
に
思

さ
む
と
あ
ら
ば
」
と
は
、
発
想
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。以

上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
貝
合
」
の
蔵
人
少
将
と
女
童
と
の
交

流
を
語
る
物
語
の
叙
述
に
は
、
若
紫
巻
に
お
け
る
源
氏
と
若
紫
の
物

語
の
表
現
や
発
想
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
蔵
人
少
将
が

目
当
て
の
姫
君
と
す
る
の
は
、
女
童
の
仕
え
る
こ
の
邸
の
継
子
の

「
姫
君
」
な
の
で
、「
貝
合
」
で
は
若
紫
の
人
物
像
を
女
童
と
姫
君
と

に
振
り
分
け
た
造
型
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
若
紫
巻
の
表

現
や
発
想
の
か
け
ら
を
取
り
込
み
、
変
形
さ
せ
、「
貝
合
」
の
世
界

が
新
た
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
営
み
は
、
模
倣
や
パ
ロ
デ
ィ
ー

精
神
と
も
異
な
る
、
物
語
の
形
成
の
あ
り
方
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ

う
。「
貝
合
」
冒
頭
に
お
い
て
若
紫
巻
の
源
氏
の
風
変
わ
り
な
朝
帰

り
場
面
を
継
承
す
る
表
現
が
あ
る
意
味
で
唐
突
に
配
さ
れ
た
の
は
、

以
後
展
開
さ
れ
る
若
紫
巻
を
取
り
込
ん
だ
物
語
の
叙
述
、
継
子
い
じ

め
譚
を
意
識
し
た
物
語
世
界
を
拓
く
先
鞭
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
読
者
は
、
若
紫
巻
の
、
継
子
の
不
幸
を

幻
影
と
し
て
背
負
う
若
紫
と
源
氏
の
物
語
を
一
方
で
想
起
し
な
が

ら
、「
貝
合
」
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

三

異
腹
の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
の
競
い
合
い

継
子
い
じ
め
の
物
語
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
叙
述
を

一
方
で
念
頭
に
置
き
な
が
ら
「
貝
合
」
を
読
む
と
、
実
母
の
い
な
い

姫
君
の
不
憫
な
境
遇
が
よ
り
一
層
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
。
若
紫
巻
で

は
、
亡
き
母
に
か
わ
り
、
祖
母
尼
君
や
少
納
言
の
乳
母
が
若
紫
の
た

め
に
心
を
砕
く
さ
ま
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
た
。「
貝
合
」
の
物

語
本
文
を
読
む
限
り
、
そ
う
し
た
大
人
の
保
護
者
的
な
役
割
を
果
た

（

）

す
人
物
の
存
在
は
見
当
た
ら
な
い
。

さ
ら
に
「
貝
合
」
の
継
子
の
姫
君
を
め
ぐ
っ
て
は
、
彼
女
を
取
り

巻
く
周
囲
の
人
々
の
対
立
関
係
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
蔵
人
少
将
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は
女
童
か
ら
、
異
母
姉
妹
と
競
い
合
う
貝
合
の
準
備
状
況
に
つ
い
て

教
え
ら
れ
た
。
女
童
の
発
言
か
ら
う
か
が
え
る
事
実
関
係
に
つ
い
て

は
、
従
来
説
と
は
異
な
る
解
釈
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
以
下
、
久
邇
宮
本
で
そ
の
該
当
箇
所
を
掲
げ
る
。

あ
な
た
の
御
か
た
は
た
い
ふ
の
君
し
ゝ
う
の
君
と
か
い
あ
は

せ
ゝ
さ
せ
給
は
ん
と
て
い
み
し
く
も
と
め
さ
せ
給
な
り
ま
ろ
か

御
ま
へ
は
た
ゝ
わ
か
き
み
一
と
こ
ろ
に
て
い
み
し
く
わ
り
な
く

お
ほ
ゆ
れ
は
た
ゝ
い
ま
も
あ
ね
き
み
の
御
も
と
に
人
や
ら
む
と

て
ま
か
り
な
む

（
二
ウ
〜
三
オ
）

（

）

女
童
の
仕
え
る
姫
君
の
対
戦
相
手
の
姫
君
の
味
方
と
し
て
、「
た

い
ふ
の
君
し
ゝ
う
の
君
」
が
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
女
童
の
仕
え

る
姫
君
の
味
方
は
「
た
ゝ
わ
か
き
み
一
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。「
た
い

ふ
の
君
し
ゝ
う
の
君
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
大
輔
の
君
、
侍
従
の

君
」
の
字
が
あ
て
ら
れ
、
対
戦
相
手
の
姫
君
に
仕
え
る
大
人
の
女
房

（

）

と
解
さ
れ
て
き
た
。「
わ
か
き
み
」
は
「
若
君
」
で
あ
り
、
女
童
の

仕
え
る
姫
君
の
同
腹
の
弟
君
を
指
す
。
女
童
の
説
明
で
は
、
そ
の

「
若
君
一
と
こ
ろ
」
と
「
た
い
ふ
の
君
し
ゝ
う
の
君
」
と
が
対
に
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
及
の
仕
方
を
考
慮
す
る
と
、「
た
い
ふ
の

君
し
ゝ
う
の
君
」
は
対
戦
相
手
の
姫
君
の
同
腹
の
き
ょ
う
だ
い
で
あ

る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
稿
者
は
、「
た
い
ふ
の
君
し
ゝ
う
の

君
」
に
「
大
夫
の
君
、
侍
従
の
君
」
の
字
を
あ
て
、
対
戦
相
手
の
姫

君
の
同
腹
の
き
ょ
う
だ
い
と
解
し
た
い
。
姫
君
た
ち
の
同
腹
の
き
ょ

う
だ
い
た
ち
も
こ
の
貝
合
の
準
備
に
そ
れ
ぞ
れ
加
勢
し
て
い
る
構
図

と
し
て
捉
え
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
元
服
後
の
「
大
夫
の

君
、
侍
従
の
君
」
が
加
勢
す
る
対
戦
相
手
の
姫
君
に
比
し
て
、
ま
だ

元
服
前
の
弟
君
（
後
に
「
十
ば
か
り
」
と
あ
る
）
の
み
し
か
味
方
の

（

）

い
な
い
継
子
の
姫
君
の
劣
勢
の
構
図
が
よ
り
浮
彫
に
な
ろ
う
。

「
大
夫
の
君
、
侍
従
の
君
」
と
言
え
ば
、
例
え
ば
『
と
り
か
へ
ば

や
物
語
』
に
、

冠
は
童
よ
り
得
た
ま
へ
り
し
か
ば
、
大
夫
の
君
と
き
こ
ゆ
。
や

が
て
、
そ
の
秋
の
司
召
し
に
侍
従
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。

（

）

（『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
巻
第
一

一
七
七
頁
）

と
あ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
「
若
君
」
の
元
服
後
の
動
静
を
語
る
く

だ
り
で
あ
る
。
元
服
前
か
ら
五
位
を
賜
っ
て
い
て
、
元
服
後
、
官
職

に
は
就
い
て
い
な
か
っ
た
期
間
に
「
大
夫
の
君
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
そ
の
後
「
侍
従
」
に
任
命
さ
れ
た
と
あ
る
。
元
服
後
間
も
な
い

若
い
者
た
ち
、
権
門
の
子
息
た
ち
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
若
い
者
た
ち

な
の
で
若
輩
者
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
も
あ
っ
た
ら
し
く
、『
枕
草
子
』

で
は
、位

こ
そ
な
ほ
め
で
た
き
も
の
は
あ
れ
。
同
じ
人
な
が
ら
、
大
夫
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の
君
、
侍
従
の
君
な
ど
聞
ゆ
る
を
り
は
、
い
と
あ
な
づ
り
や
す

き
も
の
を
、
中
納
言
、
大
納
言
、
大
臣
な
ど
に
な
り
た
ま
ひ
て

は
、
む
げ
に
せ
く
か
た
も
な
く
、
や
む
ご
と
な
う
お
ぼ
え
た
ま

ふ
事
の
こ
よ
な
さ
よ
。

（『
枕
草
子
』
第
一
七
九
段
「
位
こ
そ
な
ほ
め
で
た
き
も
の
は
あ

（

）

れ
」
三
一
五
頁
）

と
評
さ
れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
少
女
巻
で
は
、
内
大
臣
が
大
宮
邸
か
ら
雲
居
雁
を

引
き
取
る
直
前
の
様
子
を
語
る
際
に
、
内
大
臣
に
付
き
従
っ
て
大
宮

邸
に
や
っ
て
来
た
内
大
臣
の
子
息
た
ち
（
雲
居
雁
に
と
っ
て
は
異
腹

の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
）
が
、
以
下
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

内
の
大
殿
の
君
た
ち
、
左
少
将
、
少
納
言
、
兵
衛
佐
、
侍
従
、

大
夫
な
ど
い
ふ
も
、
皆
こ
こ
に
は
参
り
集
ひ
た
れ
ど
、
御
簾
の

内
は
ゆ
る
し
た
ま
は
ず
。

（『
源
氏
物
語
』
少
女
巻

③
五
二
〜
五
三
頁
）

当
時
十
四
歳
の
雲
居
雁
の
異
腹
の
き
ょ
う
だ
い
と
し
て
、「
侍
従
、

大
夫
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。「
侍
従
、
大
夫
」
か
ら
は
元
服
し
て

間
も
な
い
、
若
い
貴
公
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
「
大
夫
の
君
、
侍
従
の
君
」
の
文
学
世
界
に
お
け

る
登
場
の
仕
方
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
十
三
歳
の
継
子
の
姫
君
の
異

腹
の
き
ょ
う
だ
い
と
し
て
の
「
大
夫
の
君
、
侍
従
の
君
」
と
い
う
設

定
は
十
分
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
貝
合
」
の
世
界

は
、
母
を
異
に
す
る
き
ょ
う
だ
い
た
ち
の
競
い
合
い
と
い
う
性
格
も

（

）

有
し
て
い
よ
う
。

四

さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
層
の
女
童
た
ち

若
紫
巻
で
は
、
前
掲
し
た
よ
う
に
若
紫
と
遊
ぶ
「
童
べ
」
に
言
及

さ
れ
る
も
の
の
、
主
に
語
ら
れ
る
の
は
ヒ
ロ
イ
ン
・
若
紫
で
あ
る
。

「
貝
合
」
で
は
継
子
の
姫
君
に
仕
え
る
女
童
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
様

子
が
こ
ま
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
数
字
を
掲
げ
る
記
述

を
め
ぐ
り
、
諸
注
に
よ
り
解
釈
が
揺
れ
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
見
て

み
た
い
。

以
下
は
、
蔵
人
少
将
が
女
童
の
導
き
に
よ
り
屋
敷
に
侵
入
し
た

後
、
蔵
人
少
将
の
視
界
に
入
っ
て
き
た
女
童
た
ち
の
有
様
を
語
る
く

だ
り
で
あ
る
。

十
四
五
ば
か
り
の
子
ど
も
見
え
て
、
い
と
若
く
き
び
は
な
る
か

ぎ
り
十
二
三
ば
か
り
、
あ
り
つ
る
童
の
や
う
な
る
子
ど
も
な

ど
、
手
ご
と
に
小
箱
に
入
れ
、
物
の
蓋
に
入
れ
な
ど
し
て
、
持

（

）

ち
ち
が
ひ
さ
わ
ぐ
中
に
、

（
三
ウ
）

「
十
四
五
ば
か
り
の
子
ど
も
」
は
、
従
来
「
十
四
、
五
歳
ほ
ど
の
女
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（

）

の
子
」
と
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
異
を
唱
え
た
の
が
、
後
藤
康
文

氏
で
あ
る
。
後
藤
氏
は
、
十
四
、
五
歳
ほ
ど
の
「
子
ど
も
」
と
い
う

の
は
当
時
の
社
会
通
念
か
ら
す
る
と
普
通
に
は
考
え
難
い
と
し
、

「
十
四
五
ば
か
り
」
を
年
齢
で
は
な
く
、
人
数
表
現
と
し
て
捉
え
る

（

）

と
い
う
新
説
を
提
示
し
た
。

「
貝
合
」
の
中
に
は
、
数
字
に
「
人
」
が
付
く
も
の
、
数
字
に

「
ば
か
り
」
が
付
く
も
の
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
表
現
の
間
に
は
明

確
な
使
い
分
け
が
存
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
「
〜
ば
か
り
」
は
文
脈

に
応
じ
て
「
年
齢
」
を
表
わ
し
て
い
る
場
合
も
「
人
数
」
を
表
わ
し

て
い
る
場
合
も
あ
る
の
か
。「
十
四
五
ば
か
り
」
と
い
う
言
い
方
を

人
数
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
た

め
て
確
認
し
た
い
。
他
作
品
の
用
例
を
参
照
し
、
検
討
す
る
。

数
字
に
「
ば
か
り
な
る
」
が
付
く
例
は
多
数
存
す
る
も
の
の
、
今

回
は
「
貝
合
」
本
文
で
「
十
四
五
ば
か
り
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

こ
の
、
数
字
に
「
ば
か
り
」
が
付
い
た
用
例
を
主
に
検
討
し
た
。
結

果
、
数
字
に
「
ば
か
り
」
が
付
い
た
用
例
は
、
管
見
に
入
る
限
り
、

（

）

ほ
と
ん
ど
が
年
齢
を
表
わ
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で

あ
る
。

・
十
八
、
九
ば
か
り
の
人
の
、
髪
い
と
う
る
は
し
く
て
、
た
け
ば

か
り
に
、
裾
い
と
ふ
さ
や
か
な
る
、

（『
枕
草
子
』
第
一
八
一
段
「
病
は
」
三
一
八
頁
）

・
三
十
二
三
ば
か
り
の
人
に
て
、
い
と
盛
り
に
め
で
た
く
も
の
せ

さ
せ
た
ま
ふ
。

（

）

（『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
十
六
・
根
あ
は
せ

③
三
四
四
頁
）

・
見
れ
ば
、
廿
五
六
ば
か
り
の
男
の
清
げ
な
る
ぞ
、
主
と
思
し
く

て
あ
る
。
さ
て
は
若
き
男
二
三
人
ば
か
り
に
て
、
わ
づ
か
に
見

ゆ
。

（

）

（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
十
ノ
十

三
二
五
〜
三
二
六
頁
）

最
後
に
掲
げ
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
例
は
、
二
つ
の
表
現
の
異
な

り
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。
人
数
を
表
わ
す
場
合
は
、
数
字
の
直

後
に
「
〜
人
」
を
付
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、「
貝
合
」
の
「
十
四
五
ば
か
り
」
も
年

齢
を
表
わ
し
て
い
る
と
解
し
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
直
後
の
本
文
、

「
十
二
三
ば
か
り
」
も
年
齢
を
表
わ
す
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
は
な

い
か
。「
い
と
若
く
き
び
は
な
る
か
ぎ
り
」
を
受
け
る
「
十
二
三
ば

か
り
」
な
の
で
、
従
来
人
数
を
表
わ
す
と
解
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
用
例
の
出
現
状
況
か
ら
は
、
年
齢
を
表
わ
す

と
解
す
る
方
が
自
然
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

蔵
人
少
将
の
視
界
に
入
っ
て
き
た
女
童
た
ち
は
、
十
四
、
五
歳
の

者
も
い
れ
ば
、
十
二
、
三
歳
の
者
も
い
る
。「
あ
り
つ
る
童
の
や
う
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な
る
子
ど
も
」
は
、（「
あ
り
つ
る
童
」
と
は
手
引
き
を
し
た
「
八
九

ば
か
り
な
る
女
子
」
だ
っ
た
の
で
）
八
、
九
歳
く
ら
い
の
女
の
子
で

あ
る
。「
十
四
五
ば
か
り
の
〜
持
ち
ち
が
ひ
さ
わ
ぐ
」
の
く
だ
り
は
、

年
齢
層
の
異
な
る
女
童
た
ち
が
せ
わ
し
な
く
行
き
来
し
て
い
る
図
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
子
ど
も
」
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
い
わ
ゆ

る
小
児
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
は
な
く
、
ま
た
自
身
の
も
う
け
た
子

と
い
っ
た
意
味
合
い
で
も
な
い
「
子
ど
も
」
の
用
例
が
ご
く
わ
ず
か

な
が
ら
見
出
さ
れ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
以
下
の
例
で
あ
る
。
上

野
宮
に
よ
る
あ
て
宮
略
奪
の
計
画
を
知
っ
た
正
頼
が
、
上
野
宮
の
計

画
を
阻
止
し
よ
う
と
逆
に
計
略
を
め
ぐ
ら
す
中
、
部
下
に
対
し
て
次

の
指
示
を
出
し
て
い
る
。

「
と
う
り
う
寺
に
、
上
野
の
親
王
の
、
大
い
な
る
わ
ざ
し
た
ま

ふ
な
る
を
、
政
所
の
男
ど
も
や
り
て
、
と
こ
ろ
取
ら
せ
よ
。
若

き
子
ど
も
や
り
て
、
も
の
見
せ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

（

）

（『
う
つ
ほ
物
語
』
藤
原
の
君

①
一
五
九
頁
）

こ
の
「
若
き
子
ど
も
」
は
「
若
い
娘
た
ち
」
の
意
で
あ
る
。「
貝
合
」

の
「
子
ど
も
」
も
、
こ
う
し
た
例
と
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
従

来
の
解
釈
「
女
の
子
」
が
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
付
言
す
る

と
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
女
童
の
年
齢
を
十
五
歳
以
下
と
す
る

く
だ
り
が
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

童
六
人
、
五
位
の
娘
、
十
五
歳
の
う
ち
、
か
た
ち
、
す
る
わ

ざ
、
大
人
の
ご
と
く
、
装
束
、
唐
綾
の
、
赤
色
の
五
重
襲
の
上

の
衣
、
綾
の
上
の
袴
、
袷
の
袴
、
綾
の
衵
着
た
り
。

（『
う
つ
ほ
物
語
』
あ
て
宮

②
一
一
七
〜
一
一
八
頁
）

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
は
、
美
し
い
姿
の
十
四
、
五
歳
の
女
童

が
登
場
す
る
。

よ
き
ほ
ど
に
簾
巻
き
上
げ
て
、
あ
ざ
や
か
な
る
几
帳
の
帷
う
ち

か
け
て
、
十
四
五
ば
か
り
な
る
童
の
い
と
き
よ
げ
な
る
、
二
藍

の
単
衣
に
紅
の
袴
あ
ざ
や
か
に
踏
み
や
り
て
、
帯
ゆ
る
ら
か
に

う
ち
し
て
、
団
扇
す
め
る
。

（『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
巻
第
三

三
四
八
頁
）

十
四
、
五
歳
の
女
童
は
、「
童
」
の
中
で
は
お
そ
ら
く
最
も
高
い
年

齢
層
に
属
し
よ
う
。「
貝
合
」
の
「
十
四
五
ば
か
り
の
子
ど
も
」
は

そ
う
し
た
女
童
た
ち
に
言
及
し
て
い
る
と
考
え
る
。「
子
ど
も
」
と

し
て
い
る
の
は
、
大
人
の
女
房
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
今
の
女
童
の

状
態
を
強
調
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

継
子
の
姫
君
の
許
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
層
の
女
童
た
ち
が
行

き
来
し
、
貝
合
の
準
備
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
蔵
人
少
将
を
手

引
き
し
た
り
、
突
然
や
っ
て
来
た
東
の
御
方
の
目
か
ら
貝
を
隠
し
た
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り
、
み
な
で
観
音
に
お
祈
り
し
た
り
と
、「
八
九
ば
か
り
な
る
女
子
」

（
あ
り
つ
る
童
）
や
「
あ
り
つ
る
や
う
な
る
童
」
と
い
う
、
八
、
九

歳
く
ら
い
の
女
童
た
ち
の
活
躍
が
顕
著
で
あ
る
。「
貝
合
」
に
お
け

る
年
齢
記
述
を
見
る
と
、
こ
の
八
、
九
歳
く
ら
い
の
女
童
た
ち
が
女

童
た
ち
の
中
で
は
最
も
年
少
の
部
類
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
代
の
女
童

が
年
上
の
女
童
た
ち
が
い
る
中
で
健
気
に
活
躍
す
る
点
も
、「
貝
合
」

の
世
界
の
魅
力
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

「
貝
合
」
は
、『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
断
片
を
取
り
込
み
な
が

ら
、
継
子
い
じ
め
譚
の
系
譜
に
繋
が
る
物
語
世
界
を
形
成
し
て
い

た
。
そ
の
発
想
や
表
現
の
活
用
の
あ
り
方
は
、
単
純
な
模
倣
で
も
な

く
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
も
な
く
、
若
紫
巻
の
片
々
を
集
積
し
、
新
た
な

文
脈
や
物
語
世
界
を
構
築
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
貝
合
」

で
は
若
紫
巻
と
は
異
な
り
、
継
子
の
姫
君
を
守
る
大
人
の
保
護
者
的

な
人
物
が
姫
君
の
傍
ら
に
い
な
い
。
こ
れ
に
か
わ
り
、
せ
わ
し
な
く

活
動
す
る
女
童
た
ち
の
姿
が
活
写
さ
れ
て
い
た
。
継
子
の
姫
君
と
今

の
北
の
方
の
姫
君
と
の
競
い
合
い
は
、
お
の
お
の
の
男
き
ょ
う
だ
い

も
参
加
し
、
さ
ら
に
外
部
の
者
に
も
援
助
を
求
め
る
と
い
う
、
大
掛

か
り
な
争
い
と
な
っ
て
い
た
。
劣
勢
の
継
子
の
姫
君
を
支
え
、
と
り

わ
け
活
躍
し
て
い
た
の
は
、
女
童
た
ち
の
中
で
も
年
少
の
部
類
で
あ

る
ら
し
い
、
こ
の
八
、
九
歳
く
ら
い
の
女
童
た
ち
で
あ
っ
た
。
深
謀

遠
慮
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
あ
る
意
味
で
目
先
の
こ
と
に
左
右
さ

れ
、
突
発
的
に
行
動
す
る
彼
女
た
ち
が
、
結
果
的
に
は
継
子
の
姫
君

に
幸
運
を
齎
し
た
の
で
あ
っ
た
。

蔵
人
少
将
は
観
音
を
装
い
、
援
助
を
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の

「
援
助
」
に
つ
い
て
、
受
け
取
っ
た
女
童
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
、
最
後
に
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
て
お
き
た

い
。
蔵
人
少
将
が
暁
に
門
の
あ
た
り
に
佇
ん
で
い
る
と
、
昨
日
の
例

の
女
童
が
走
っ
て
来
た
。
蔵
人
少
将
は
懐
か
ら
「
を
か
し
き
小
箱
」

（

）

を
出
し
て
女
童
に
渡
す
。
陣
野
英
則
氏
は
、
こ
の
小
箱
と
直
前
に
語

ら
れ
た
準
備
段
階
の
「
い
み
じ
き
小
箱
を
据
ゑ
て
」
と
を
考
え
合
わ

せ
、
州
浜
と
女
童
に
渡
し
た
小
箱
と
が
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
こ
の
来
訪
者
（
蔵
人
少
将
）
が
用
意
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

す
サ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
く

で
あ
ろ
う
女
童
は
、
観
音
信
仰
に
冷
め
た
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
観
音
信
仰
に
対
す
る
こ
の

物
語
の
姿
勢
を
見
極
め
、
当
該
物
語
の
特
質
に
迫
る
、
非
常
に
魅
力

的
な
論
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
稿
者
と
し
て
は
、
こ
の
女

童
が
ど
の
よ
う
な
認
識
に
い
た
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
喜
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ぶ
反
応
の
み
し
か
語
ら
れ
な
い
物
語
本
文
か
ら
は
、
確
定
は
で
き
な

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
州
浜
を
昨
日
来
の
来
訪
者
（
蔵

人
少
将
）
が
用
意
し
た
と
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
来
訪
者
そ
の
も

（

）

の
を
「
仏
の
化
身
」
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
た

め
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
物
語
の
時
間
が
進
行
し
、
蔵
人
少
将
と
継

子
の
姫
君
と
の
物
語
が
展
開
し
て
い
く
な
ら
、
そ
の
将
来
に
お
い
て

そ
れ
は
明
ら
か
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
の
女
童
に
と
っ

て
、
こ
の
見
知
ら
ぬ
来
訪
者
は
そ
の
背
景
が
謎
の
、
全
く
不
可
思
議

な
存
在
で
は
な
い
か
（
お
そ
ら
く
、
彼
の
官
職
が
「
蔵
人
少
将
」
で

あ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
あ
の
よ
う
な
関
わ
り
方

を
す
る
こ
と
自
体
、
彼
女
の
幼
さ
を
示
し
て
い
よ
う
）。
結
末
部
分

に
お
け
る
女
童
の
心
情
は
、
こ
ま
か
に
語
ら
れ
て
い
な
い
。「
貝
合
」

は
、
登
場
人
物
の
心
情
や
認
識
に
つ
い
て
、
曖
昧
な
部
分
を
残
し
つ

つ
、
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
観
音
に
よ
る
救
済
の
可
能
性
の

有
無
と
と
も
に
、
不
可
知
の
部
分
と
し
て
残
さ
れ
た
と
見
て
お
き
た

い
。注（

１
）
「
貝
合
」
を
め
ぐ
り
、『
落
窪
物
語
』
や
『
住
吉
物
語
』
等
の
継
子

い
じ
め
の
物
語
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
物
語
と
し
て
位
置
づ
け
、「
貝

合
」
の
物
語
と
し
て
の
特
色
に
つ
い
て
論
じ
た
の
が
、
三
谷
邦
明
氏

（「
平
安
朝
に
お
け
る
継
母
子
物
語
の
系
譜
│
古
『
住
吉
』
か
ら
『
貝

合
』
ま
で
│
」
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
平
安
朝
物
語
Ⅲ
』〈
有

精
堂

一
九
七
九
年

再
録
〉。
初
出
は
一
九
七
一
年
一
月
）
で
あ

る
。
三
谷
氏
は
「
貝
合
」
を
、「
継
母
子
物
語
の
話
型
の
一
断
面
、

瞬
間
を
と
り
だ
し
、
そ
れ
だ
け
を
描
く
物
語
が
生
ま
れ
た
」
と
評
し

た
。

（
２
）
後
藤
康
文
氏
が
、「
貝
合
」
の
観
音
霊
験
譚
と
し
て
の
枠
組
み
に

つ
い
て
論
じ
（「
観
音
霊
験
譚
と
し
て
の
『
貝
あ
は
せ
』
│
観
音
の

化
身
、
そ
し
て
亡
き
母
と
な
っ
た
男
│
」〈『
堤
中
納
言
物
語
の
真

相
』
武
蔵
野
書
院

二
〇
一
七
年
〉。
初
出
は
一
九
九
九
年
）、「
色

好
み
の
貴
公
子
は
、
観
音
の
化
身
へ
、
そ
し
て
つ
い
に
、
彼
女
た
ち

を
見
護
る
亡
き
�
母
�
の
視
線
そ
の
も
の
へ
と
変
容
し
た
。」
と
捉

え
た
。

（
３
）
後
藤
康
文
「『
貝
合
』
を
読
む
│
正
し
い
読
解
の
た
め
の
六
つ
の

問
題
点
│
」（
横
溝
博
・
久
下
裕
利
編

知
の
遺
産
シ
リ
ー
ズ
４

『
堤
中
納
言
物
語
の
新
世
界
』
武
蔵
野
書
院

二
〇
一
七
年
）、
他
。

（
４
）
井
上
「『
貝
合
』
の
〈
メ
ル
ヘ
ン
〉
│
〈
無
化
〉
さ
れ
る
好
色
性

│
」（『
堤
中
納
言
物
語
の
言
語
空
間
│
織
り
な
さ
れ
る
言
葉
と
時
代

│
』
翰
林
書
房

二
〇
一
六
年
。
初
出
は
一
九
九
六
年
）

（
５
）
厳
密
に
言
え
ば
、「
単
純
な
模
倣
」
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
存
在

し
な
い
と
思
う
。
先
行
す
る
文
学
的
形
象
を
取
り
込
む
際
、
そ
こ
に

は
何
ら
か
の
差
異
が
含
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。「
貝
合
」
に
お
い
て

注
目
す
る
事
象
は
、
そ
の
取
り
込
み
と
展
開
の
相
に
お
い
て
特
異
な
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あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
６
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

に
拠
る
。

（
７
）
「
貝
合
」
の
本
文
は
久
邇
宮
本
（
古
典
研
究
会
叢
書
第
二
期
（
国

文
学
）『
堤
中
納
言
物
語

久
邇
宮
本
』
汲
古
書
院
）
を
底
本
と
し
、

他
本
に
よ
り
私
に
校
訂
し
た
も
の
を
用
い
る
。

（
８
）
若
紫
巻
に
は
「
貝
合
」
に
お
い
て
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
「
か
ひ
な

し
」（「
か
ひ
な
く
て
」）
の
語
も
見
え
る
。

（
９
）
稲
田
利
徳
『
人
が
走
る
と
き

古
典
の
な
か
の
日
本
人
と
言
葉
』

（
笠
間
書
院

二
〇
一
〇
年
）
が
、
古
典
文
学
の
中
の
「
走
る
」
行

為
に
着
目
し
、
論
じ
て
い
る
。

（
１０
）
も
ち
ろ
ん
「
貝
合
」
で
は
当
該
の
「
女
子
」
の
「
走
る
」
動
作
に

言
及
す
る
以
前
か
ら
、「
童
べ
、
四
五
人
ば
か
り
走
り
ち
が
ひ
」
と

童
た
ち
の
「
走
る
」
動
作
へ
の
言
及
が
あ
る
。
一
編
を
通
し
て
童
た

ち
の
「
走
る
」
動
作
は
複
数
回
出
て
く
る
の
で
、
年
少
の
仕
え
る
者

た
ち
の
せ
わ
し
な
い
姿
を
か
た
ど
る
も
の
と
し
て
の
役
割
も
見
出
さ

れ
よ
う
。

（
１１
）
姫
君
側
の
大
人
と
し
て
、「
姉
君
」（
承
香
殿
の
御
方
か
）
の
存
在

が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
別
々
に
暮
ら
す
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
ら
し

い
し
、
母
や
乳
母
的
な
存
在
で
は
な
い
の
で
、
や
は
り
保
護
者
的
な

役
割
を
果
た
す
存
在
は
（
実
父
を
の
ぞ
い
て
）
皆
無
で
あ
ろ
う
。

（
１２
）
女
童
は
、
こ
の
姫
君
に
つ
い
て
「
上
と
の
御
方
の
姫
君
」
と
呼
称

し
て
い
る
。「
上
と
」（
た
だ
し
、
久
邇
宮
本
は
「
う
ゑ
と
」
と
平
仮

名
表
記
）
の
個
所
に
つ
い
て
は
、「
今
」
の
誤
写
と
解
す
る
説
（
稲

賀
敬
二
校
注
・
訳

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
堤
中
納
言
物
語
』

〈
小
学
館

二
〇
〇
〇
年
〉
四
四
七
頁
、
頭
注
一
六
）
に
従
う
。「
今

の
北
の
方
の
姫
君
」
の
意
と
捉
え
た
い
。「
今
の
北
の
方
」
と
い
う

こ
と
は
、
女
童
の
仕
え
る
姫
君
の
母
が
死
去
し
た
あ
と
に
、
こ
の
人

物
が
「
北
の
方
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
今
の
北

の
方
一
家
と
女
童
の
仕
え
る
姫
君
と
は
同
居
し
て
い
る
の
で
、
実
母

の
死
後
、
姫
君
と
そ
の
弟
は
こ
の
屋
敷
に
引
き
取
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
（
母
君
亡
き
後
に
、
継
母
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

は
、
三
角
洋
一
氏
〈
講
談
社
学
術
文
庫
『
堤
中
納
言
物
語
』
講
談
社

一
九
八
一
年
〉
が
す
で
に
推
定
し
て
い
る
）。
な
お
、
こ
の
き
ょ
う

だ
い
に
は
「
承
香
殿
の
御
方
」
と
い
う
姉
君
が
い
る
よ
う
な
の
で
、

こ
の
姉
君
は
母
の
生
前
に
入
内
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

（
１３
）
清
水
泰
氏
（『
堤
中
納
言
物
語
評
釋
』
文
献
書
院

一
九
二
九
年
）

や
松
村
誠
一
氏
（
日
本
古
典
全
書
『
堤
中
納
言
物
語
』
朝
日
新
聞
社

一
九
五
一
年
）
が
、
本
文
を
「
大
夫
の
君
・
侍
従
の
君
」
と
し
、
女

房
の
呼
名
と
し
て
い
る
。「
女
房
」
と
解
す
る
の
は
、
諸
注
一
致
し

て
い
る
。

（
１４
）
も
ち
ろ
ん
、
従
来
、
大
人
の
女
房
た
ち
が
加
勢
す
る
北
の
方
の
姫

君
と
、
若
君
の
み
し
か
味
方
の
い
な
い
継
子
の
姫
君
と
い
う
、
大
人

と
子
供
の
対
比
が
読
ま
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
き
ょ

う
だ
い
た
ち
を
も
巻
き
込
む
か
た
ち
で
の
対
立
の
構
図
と
し
て
読
み

取
っ
て
み
た
い
。

（
１５
）
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（
小
学
館
）
に
拠
る
。
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（
１６
）
『
枕
草
子
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

に
拠
る
。

（
１７
）
継
子
の
姫
君
の
味
方
の
身
内
、
同
腹
の
き
ょ
う
だ
い
と
し
て
、
女

童
の
発
言
の
中
の
「
姉
君
（
後
出
す
る
「
承
香
殿
の
御
方
」
か
）」

も
い
る
。
き
ょ
う
だ
い
の
連
携
に
よ
っ
て
、
各
陣
営
が
勝
利
を
手
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
図
を
読
み
取
り
た
い
。

（
１８
）
「
子
ど
も
な
ど
、
手
ご
と
に
」
と
校
訂
し
た
個
所
は
、
久
邇
宮
本

そ
の
他
で
は
「
こ
と
も
な
と
し
て
こ
と
に
」
と
な
っ
て
い
る
。
注

（
３
）
の
後
藤
前
掲
論
文
が
、「
し
」
を
衍
字
と
み
て
抹
消
し
、
本
文

を
「
手
ご
と
に
」
と
改
訂
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
従
い
た

い
。

（
１９
）
多
少
の
表
現
の
異
な
り
は
存
す
る
も
の
の
、
こ
の
方
向
で
一
貫
し

て
い
る
。

（
２０
）
注
（
３
）
の
後
藤
前
掲
論
文
。
陣
野
英
則
「
観
音
信
仰
を
虚
仮
に

す
る
│
「
貝
あ
は
せ
」
論
│
」（『
堤
中
納
言
物
語
論

読
者
・
諧
謔

・
模
倣
』
新
典
社

二
〇
二
二
年
。
初
出
は
二
〇
二
一
年
）
も
、
後

藤
論
文
の
提
案
に
賛
同
し
て
い
る
。

（
２１
）
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
六
・
斉
明
天
皇
六
年
の
記
事
の
中
の
割

注
に
「
〜
以
下
卅
七
人
、

五
十
許
人
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
新

装
版
『
日
本
書
紀
』
下

岩
波
書
店

三
四
五
頁
）
と
い
う
文
言
が

あ
る
。
こ
の
「
五
十
許
」
は
年
齢
で
は
な
く
、
人
数
を
表
わ
す
。
直

前
ま
で
人
数
の
こ
と
を
話
題
に
し
、「

」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
は

「
許
」
で
受
け
な
が
ら
も
人
数
で
あ
る
こ
と
が
自
明
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
２２
）
『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

に
拠
る
。

（
２３
）
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小

学
館
）
に
拠
る
。
な
お
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
底
本
は
古
活

字
本
で
あ
る
。
陽
明
文
庫
本
を
底
本
と
し
て
い
る
新
日
本
古
典
文
学

大
系
（
岩
波
書
店
）
で
は
、
当
該
箇
所
が
「
見
れ
ば
、
廿
五
六
斗
の

男
の
清
げ
な
る
ぞ
、
主
と
お
ぼ
し
く
て
あ
る
。
さ
て
は
、
若
き
男
二

三
ば
か
り
に
て
、
わ
づ
か
に
見
ゆ
」（
二
六
一
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。

「
二
三
」
の
部
分
に
は
校
注
者
に
よ
っ
て
、「
ふ
た
り
み
た
り
」
と
読

み
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
人
」
の
表
記
の
無
い
人
数
表
記
の
例

で
あ
る
。
今
後
さ
ら
に
検
討
を
続
け
た
い
。

（
２４
）
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

に
拠
る
。

（
２５
）
注
（
２０
）
の
陣
野
前
掲
論
文
。

（
２６
）
蔵
人
少
将
が
用
意
し
た
州
浜
に
結
び
つ
け
た
「
白
波
に
」
歌
が

「
手
は
い
と
小
さ
く
て
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
二
ノ
四
に
お
い
て
、
蔵
王
権
現
の
神
威
を

示
す
際
、「
小
さ
き
文
字
に
て
『
金
の
御
嶽
、
金
の
御
嶽
』
と
こ
と

ご
と
く
書
か
れ
た
り
」（
七
一
頁
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
神
仏
の
言

葉
を
伝
え
る
「
小
さ
き
文
字
」
と
い
う
発
想
が
存
し
た
可
能
性
も
考

え
た
い
。

（
本
学
日
本
語
日
本
文
学
科
准
教
授
）
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