
序

光
源
氏
が
明
石
か
ら
京
に
帰
還
の
後
、
政
界
に
復
帰
し
、
新
た
な

歩
み
を
始
め
る
巻
が
澪
標
巻
で
あ
る
。
澪
標
巻
は
、
光
源
氏
に
よ
る

桐
壺
院
追
善
の
法
華
八
講
に
始
ま
り
、
朱
雀
帝
の
退
位
と
冷
泉
帝
の

元
服
と
即
位
、
承
香
殿
女
御
腹
皇
子
の
立
坊
、
光
源
氏
の
内
大
臣
・

元
左
大
臣
の
太
政
大
臣
・
頭
中
将
の
権
中
納
言
就
任
、
夕
霧
の
童
殿

上
、
二
条
東
院
の
造
営
着
手
と
語
り
続
け
る
。
そ
し
て
「
ま
こ
と

や
、
か
の
」
の
語
り
出
し
と
共
に
、
明
石
御
方
に
女
児
誕
生
が
語
ら

れ
、
光
源
氏
が
宿
曜
の
勘
申
を
回
想
す
る
場
面
へ
と
展
開
す
る
。
そ

こ
で
語
ら
れ
る
の
が
、
自
分
の
半
生
を
省
み
て
の
「
宿
世
と
を
か
り

け
り
」
と
回
想
す
る
言
辞
で
あ
る
。

光
源
氏
に
与
え
ら
れ
る
三
つ
目
の
予
言
と
さ
れ
る
宿
曜
の
勘
申
に

端
を
発
し
た
こ
の
「
け
り
」
を
伴
っ
た
〈
気
づ
き
〉
は
、
従
来
か
ら

さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
は
基
本
的
に

青
表
紙
本
を
中
心
と
し
た
読
み
方
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
場
面
を
河

内
本
で
読
ん
で
み
る
と
、
語
ら
れ
方
が
微
妙
に
違
い
、
当
然
意
味
す

る
と
こ
ろ
も
変
わ
っ
て
く
る
。
元
々
の
本
文
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は

知
る
よ
し
も
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
本
文
を
校
合
し
て
作
ら
れ
た
河

内
本
は
、
校
訂
者
の
理
解
が
よ
り
本
文
に
反
映
し
て
い
る
と
見
て
良

い
。本

稿
で
は
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
青
表
紙
本
と
河
内
本
と
の
違
い

を
確
認
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
こ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い

た
の
か
を
検
証
し
て
み
た
い
。
本
文
に
よ
り
多
少
の
違
い
は
あ
る

が
、
便
宜
的
に
青
表
紙
本
に
つ
い
て
は
大
島
本
を
、
河
内
本
に
つ
い

（
�
）

て
は
尾
州
家
本
を
使
い
な
が
ら
以
下
論
述
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

「
宿
世
と
を
か
り
け
る
を
」
攷

│
│
河
内
本
か
ら
見
た
『
源
氏
物
語
』
│
│

浅

尾

広

良
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一

問
題
の
所
在

問
題
と
な
る
箇
所
は
、
澪
標
巻
の
最
初
の
方
で
、
御
代
替
わ
り
が

語
ら
れ
た
後
、
そ
れ
に
伴
っ
た
人
々
の
動
静
を
語
っ
た
中
で
、
明
石

御
方
に
女
児
が
誕
生
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
直
後
の
場
面
で
あ

る
。
大
島
本
に
よ
っ
て
掲
載
す
る
。

す
く
え
う

み
か
ど

き
さ
き

な
ら

う

宿
曜
に
、「
御
子
三
人
、
帝
、
后
か
ら
な
ず
並
び
て
生
ま
れ
た

な
か

お
と

く
ら
ゐ

き
は

ま
ふ
べ
し
。
中
の
劣
り
は
、
太
政
大
臣
に
て
位
を
極
む
べ
し
」

か
む
が
（
ま
う
し
）

お
ほ
か
た

か
み

と
勘
へ
申
た
り
し
事
、
さ
し
て
か
な
ふ
な
め
り
。
大
方
、
上

く
ら
ゐ

よ

な
き
位
に
の
ぼ
り
、
世
を
ま
つ
り
ご
ち
給
ふ
べ
き
事
、
さ
ば
か

（
う
）

き

あ
つ

り
か
し
こ
か
り
し
あ
ま
た
の
さ
ふ
人
ど
も
の
聞
こ
え
集
め
た
る

と
し

け

を
、
年
ご
ろ
は
世
の
わ
づ
ら
は
し
さ
に
み
な
お
ぼ
し
消
ち
つ
る

た
う
だ
い

（
た
ま
ひ
）

（
お
も
ひ
）

を
、
当
代
の
か
く
位
に
か
な
ひ
給
ぬ
る
こ
と
を
、
思
の
ご
と

は
な

す
ぢ

う
れ
し
と
お
ぼ
す
。
み
づ
か
ら
も
、
も
て
離
れ
給
へ
る
筋
は
、

み

こ

更
に
あ
る
ま
じ
き
事
と
お
ぼ
す
。
あ
ま
た
の
御
子
た
ち
の
中
に

す
ぐ
れ
て
ら
う
た
き
も
の
に
お
ぼ
し
た
り
し
か
ど
、
た
ゞ
人
に

（
お
）

（
お
も
ふ
）

（
ほ
）

お
ぼ
し
を
き
て
け
る
御
心
を
思
に
、
宿
世
と
を
か
り
け
り
、

う
ち

し

内
の
か
く
て
お
は
し
ま
す
を
、
あ
ら
は
に
人
の
知
る
事
な
ら
ね

さ
う
に
む

こ
と

こ
ゝ
ろ

ど
、
相
人
の
言
む
な
し
か
ら
ず
、
と
御
心
の
う
ち
に
お
ぼ
し
け

ゆ

す
ゑ

り
。
今
行
く
末
の
あ
ら
ま
し
ご
と
を
お
ぼ
す
に
、
住
吉
の
神
の

す
く
せ

し
る
べ
、
ま
こ
と
に
か
の
人
も
世
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
宿
世
に

お
や

お
よ

て
、
ひ
が
�
�
し
き
親
も
及
び
な
き
心
を
つ
か
ふ
に
や
あ
り
け

す
ぢ

む
、
さ
る
に
て
は
、
か
し
こ
き
筋
に
も
な
る
べ
き
人
の
、
あ
や

せ
か
い

む

（
ほ
）

し
き
世
界
に
て
生
ま
れ
た
ら
む
は
、
い
と
を
し
う
か
た
じ
け
な

す

む
か

く
も
あ
る
べ
き
か
な
、
こ
の
ほ
ど
過
ぐ
し
て
迎
へ
て
ん
、
と
お

ひ
む
が
し

つ
く

（
ほ
）

お
ほ

ぼ
し
て
、
東
の
院
い
そ
ぎ
造
ら
す
べ
き
よ
し
も
よ
を
し
仰
せ
給

ふ
。

（
澪
標
②
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
）

女
児
誕
生
を
機
に
、
昔
占
っ
た
宿
曜
の
勘
申
を
回
想
す
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
は
三
人
し
か
生
ま
れ
ず
、
一
人
が
帝
、
一
人
が

后
、
も
う
一
人
は
太
政
大
臣
で
位
を
極
め
る
と
い
う
。
こ
の
う
ち
、

冷
泉
が
帝
に
即
位
し
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
「
さ
し
て
か
な
ふ
な
め

り
」
と
思
う
。
そ
う
な
る
と
、
今
回
生
ま
れ
た
女
児
は
「
后
」
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
自
分
を
占
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
占

い
を
思
い
出
し
、
そ
の
文
脈
の
中
で
「
宿
世
と
を
か
り
け
り
」
と
心

の
中
で
思
う
。
宿
曜
の
中
身
は
光
源
氏
の
子
ど
も
に
関
す
る
こ
と
で

あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
光
源
氏
は
自
分
の
宿
世
に
想
い
を
馳
せ
る
の

か
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
に
関
す
る
「
宿
曜
」
が
、
自
分
に
与
え
ら
れ

た
「
相
人
ど
も
」
の
言
葉
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
と
確
信
し
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
「（
自
分
の
）
宿
世
は
（
帝
位
か
ら
）

遠
い
」
と
考
え
た
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
光
源
氏
は
何
を
ど
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う
考
え
、
こ
の
よ
う
な
〈
気
づ
き
〉
を
得
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
場

面
で
こ
れ
を
語
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
が
問
題
と

な
る
。

こ
の
言
葉
に
い
ち
早
く
注
目
し
た
の
は
、
藤
井
貞
和
で
あ
る
。
藤

井
は
、「
相
人
の
言
む
な
し
か
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、「
予
言
」
が
実

現
し
た
と
い
う
想
念
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
、
桐
壺
巻
の
か
け
ら
れ

た
謎
、
か
の
「
予
言
」
の
射
程
は
、
こ
こ
澪
標
巻
へ
ね
ら
い
さ
だ
め

（
�
）

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
通
説
で
は
桐
壺
巻

の
「
予
言
」
の
実
現
を
こ
こ
に
は
見
ず
、
藤
裏
葉
巻
の
准
太
上
天
皇

に
登
り
つ
め
る
こ
と
を
も
っ
て
実
現
と
見
る
。
藤
井
は
「
准
太
上
天

皇
位
な
る
も
の
が
、
か
の
桐
壺
の
巻
の
謎
の
よ
う
な
「
予
言
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
、
物
語
そ
の
も
の
に
は
一
行
も

（
�
）

書
か
れ
て
い
な
い
」
と
主
張
し
、
帝
位
に
即
く
こ
と
な
く
、
し
か
も

帝
王
の
相
を
あ
ら
わ
す
よ
う
な
「
予
言
」
の
実
現
と
は
ど
の
よ
う
な

内
容
で
あ
ろ
う
か
。
実
の
子
を
帝
位
に
即
け
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
当
帝
の
父
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
藤
裏

葉
巻
の
准
太
上
天
皇
位
は
、
予
言
の
後
半
の
「
天
下
を
輔
く
る
方
に

て
見
る
」
こ
と
に
対
応
す
る
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
高
麗
人
の
相

人
の
「
予
言
」
が
、
前
半
部
と
後
半
部
と
に
遊
離
し
て
、
二
段
階
の

（
�
）

実
現
を
見
た
、
と
い
う
こ
と
が
結
果
か
ら
指
摘
で
き
る
と
述
べ
る
。

藤
井
は
、
桐
壺
巻
の
高
麗
人
の
観
相
を
前
半
と
後
半
と
に
分
け
、
そ

の
う
ち
前
半
の
実
現
を
こ
の
場
面
に
見
る
と
い
う
斬
新
な
読
み
を
提

示
し
た
。
こ
こ
に
予
言
の
実
現
を
見
る
な
ど
、
誰
も
考
え
た
こ
と
も

な
い
着
想
だ
っ
た
が
、
こ
の
一
言
が
そ
の
後
に
わ
か
に
注
目
を
集
め

る
こ
と
に
な
る
。
桐
壺
巻
の
高
麗
人
の
予
言
に
つ
い
て
、
長
年
に
渡

っ
て
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
森
一
郎
が
藤
井
貞
和
の
読
み
を
「
精

細
に
分
析
し
真
正
面
に
論
じ
て
問
題
を
浮
彫
り
」
に
し
た
「
画
期
性

（
�
）

と
影
響
力
の
大
き
い
論
文
」
と
賞
賛
し
た
こ
と
で
、
藤
井
の
提
示
し

た
物
語
の
理
解
は
、
そ
の
後
急
速
に
広
ま
っ
て
い
く
。

明
ら
か
に
こ
の
見
方
を
承
け
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
草
苅
禎
で
あ

る
。
草
苅
は
、
光
源
氏
が
澪
標
巻
で
「
宿
世
と
を
か
り
け
り
」
と
述

懐
す
る
以
前
に
お
い
て
、
一
度
も
自
ら
の
宿
世
に
つ
い
て
語
る
こ
と

は
な
く
、
こ
こ
で
俄
に
回
想
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
注
目
し
、
そ
れ

ま
で
は
自
ら
が
帝
位
に
つ
く
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
と
説
く
。
そ

れ
は
桐
壺
院
の
遺
言
に
よ
っ
て
強
く
信
じ
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
光
源
氏
は
「
宿
世
と
を
か
り
け
り
」
と
自
ら
の
進
む
べ
き
道
を

自
覚
す
る
と
と
も
に
、
桐
壺
院
と
の
別
れ
を
果
た
す
。
光
源
氏
は
我

が
子
冷
泉
帝
を
補
佐
す
る
と
い
う
自
ら
の
新
し
い
宿
世
を
実
感
し
た

（
�
）

の
だ
と
い
う
。

高
木
和
子
は
、
こ
の
宿
曜
が
冷
泉
帝
即
位
後
、
明
石
姫
君
誕
生
の
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時
点
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
宿
曜

が
過
去
に
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
回
想
的
に
紹
介
さ
れ
る
に
せ
よ
、

や
は
り
澪
標
巻
の
情
況
下
に
要
請
さ
れ
た
予
言
で
あ
る
と
し
、
紫
上

に
光
源
氏
の
子
が
で
き
る
こ
と
を
光
源
氏
と
読
者
は
断
念
せ
ざ
る
を

得
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
明
石
姫
君
を
紫
上
の
養
女
に
す
る
展
開
が
自
然

と
導
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
薄
雲
巻
に
お
け
る
冷
泉
帝
の

譲
位
の
意
思
表
示
と
光
源
氏
の
固
辞
、
光
源
氏
の
斎
宮
女
御
へ
の
恋

の
挫
折
は
、
い
ず
れ
も
光
源
氏
自
身
が
予
言
に
従
っ
て
生
き
る
意
志

を
持
つ
か
の
よ
う
な
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
結
果
「
御
子
三
人
」
の
予

言
の
実
現
が
事
後
的
に
追
認
さ
れ
、
結
果
的
に
は
予
定
調
和
的
な
展

開
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
藤
裏
葉
巻
で
准
太
上
天
皇
と
な
る
こ
と

で
、
第
一
か
ら
第
三
の
予
言
の
総
体
が
一
層
明
確
に
、
光
源
氏
の
栄

（
�
）

華
の
最
終
的
な
姿
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

も
と
も
と
、
澪
標
巻
の
宿
曜
は
、
桐
壺
巻
の
高
麗
人
の
観
相
と
若

紫
巻
の
夢
占
い
と
並
ん
で
光
源
氏
の
人
生
を
拓
く
三
つ
の
予
言
と
位

置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
前
二
つ
の
予
言
と
三
つ
目
の
宿
曜
と
で
は
、

物
語
に
お
け
る
働
き
方
に
お
い
て
性
格
が
異
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
き

（
�
）
た
。
前
二
つ
が
不
吉
な
内
容
を
伴
い
な
が
ら
未
来
の
こ
と
を
語
る
の

に
対
し
、
澪
標
巻
の
そ
れ
は
全
く
分
明
か
つ
全
的
に
栄
華
の
予
言

で
、
さ
ら
に
実
現
し
た
段
階
で
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

（
�
）
る
。
こ
の
宿
曜
が
澪
標
巻
の
時
点
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

光
源
氏
が
自
分
の
人
生
を
認
識
し
、
宿
曜
の
予
言
に
従
っ
て
生
き
る

こ
と
、
具
体
的
に
は
明
石
姫
君
に
対
す
る
処
遇
な
ど
に
表
れ
る
の
だ

（

）

と
い
う
。
ま
た
、
宿
曜
の
予
言
内
容
が
あ
ま
り
に
明
瞭
す
ぎ
る
こ
と

か
ら
、
光
源
氏
は
物
語
の
中
に
神
の
視
点
を
獲
得
し
た
と
か
、
主
人

公
を
も
て
あ
そ
ぶ
推
進
力
と
し
て
の
〈
予
言
〉
で
は
な
く
な
り
、
そ

（

）

れ
は
古
代
物
語
の
方
法
か
ら
の
離
陸
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
も
い
る
。

ま
た
、
光
源
氏
が
自
ら
皇
位
に
即
く
こ
と
を
断
念
す
る
一
方
、
明
石

姫
君
が
后
に
な
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
で
、
明
石
御
方
も
ま
た
住

吉
の
神
の
導
き
に
よ
り
「
后
」
の
母
た
る
べ
き
「
宿
世
」
を
負
っ
て

自
分
と
結
ば
れ
た
こ
と
を
認
識
す
る
。
こ
れ
は
、
女
の
側
か
ら
の
も

う
一
つ
の
王
権
志
向
の
物
語
が
、
光
源
氏
自
身
の
皇
位
喪
失
を
埋
め

（

）

る
べ
く
結
合
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
す
る
指
摘
も
あ
る
。

藤
井
貞
和
が
新
た
な
読
み
を
提
示
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
澪

標
巻
の
読
み
方
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
し
て

も
、
こ
の
場
面
で
、
自
分
の
子
に
関
す
る
予
言
を
回
想
し
な
が
ら
、

急
に
自
分
に
関
す
る
予
言
に
転
化
す
る
こ
と
の
唐
突
さ
に
は
、
相
変

わ
ら
ず
違
和
感
が
残
る
。
藤
井
が
言
う
よ
う
な
予
言
の
実
現
を
見
た

と
い
う
〈
気
づ
き
〉
な
の
か
ど
う
か
も
含
め
て
、
こ
の
文
脈
を
ど
の

よ
う
に
理
解
し
た
ら
良
い
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
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の
も
、
青
表
紙
本
で
読
ん
だ
場
合
に
は
藤
井
の
指
摘
す
る
内
容
が
あ

る
程
度
当
て
は
ま
る
も
の
の
、
河
内
本
で
は
一
部
の
本
文
が
異
な
っ

て
お
り
、
そ
も
そ
も
別
の
理
解
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
次
節
で
は
、
大
島
本
と
尾
州
家
本
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
の
有
り
様
を
探
っ
て
み
た
い
。

二

大
島
本
と
尾
州
家
本
の
文
脈
の
解
釈

宿
曜
の
勘
申
の
内
容
か
ら
始
ま
り
、「
宿
世
と
を
か
り
け
り
」
を

経
て
、
二
条
東
院
を
急
い
で
造
ら
せ
る
と
す
る
最
後
ま
で
を
、
①
か

ら
⑤
の
五
つ
に
分
解
し
、
細
か
く
異
同
を
見
て
い
き
た
い
。
前
節
で

は
大
島
本
で
の
本
文
を
掲
載
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
尾
州
家
本
の
本

文
を
掲
載
す
る
。

①
す
く
え
う
に
、「
御
子
三
人
、
后
、
帝
な
ら
び
て
か
な
ら
ず

お
は
し
ま
す
べ
し
。
な
か
の
お
と
り
は
太
政
大
臣
に
て
く
ら
ゐ

を
き
は
め
給
ふ
べ
し
」
と
か
う
か
へ
申
た
り
し
に
、「
な
か
の

お
と
り
の
は
ら
に
女
は
い
で
も
の
し
給
べ
し
」
と
あ
り
し
事

を
、
さ
し
て
か
な
ふ
な
め
り
。
②
お
ほ
か
た
上
な
き
く
ら
ゐ
に

の
ぼ
り
給
ひ
、
世
を
ま
つ
り
ご
ち
給
ふ
べ
き
よ
し
を
、
さ
ば
か

り
か
し
こ
き
さ
う
人
な
ど
の
あ
ま
た
申
あ
つ
め
た
り
し
を
、
と

し
ご
ろ
は
世
の
わ
づ
ら
は
し
さ
に
み
な
お
も
ほ
し
け
ち
た
る

を
、
た
う
代
の
か
く
御
位
に
か
な
ひ
給
ぬ
る
を
、
お
も
ひ
の
ご

と
う
れ
し
う
お
ぼ
え
給
。
③
御
み
づ
か
ら
は
、
も
て
は
な
れ
給

て
、
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
き
事
と
お
も
ほ
す
。
④
あ
ま
た
の
御
子

た
ち
の
御
中
に
す
ぐ
れ
て
ら
う
た
き
も
の
に
は
お
も
ほ
し
た
り

し
か
ど
、
た
ゞ
人
に
お
も
ほ
し
を
き
て
け
る
御
心
を
お
ぼ
す

に
、
宿
世
と
を
か
り
け
る
を
、
う
ち
の
か
く
て
お
は
し
ま
す
を

ば
、
あ
ら
は
に
人
の
知
る
事
な
ら
ね
ど
、
さ
う
人
の
事
を
む
な

し
か
ら
ず
、
と
御
心
の
う
ち
に
お
も
ほ
し
け
り
。
⑤
い
ま
は
行

す
ゑ
の
あ
ら
ま
し
事
を
お
も
ほ
す
に
、
住
吉
の
神
の
し
る
べ
、

ま
こ
と
に
か
の
人
も
か
く
世
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
宿
世
に
て
、
ひ

が
�
�
し
き
お
や
た
ち
も
を
よ
び
な
き
心
を
つ
か
ふ
に
ぞ
あ
り

け
む
、
さ
る
に
て
は
か
し
こ
き
筋
に
も
な
す
べ
き
人
の
、
あ
や

し
き
世
界
に
む
ま
れ
た
ら
ん
が
、
い
と
お
し
く
も
か
た
じ
け
な

く
も
、
あ
る
べ
き
か
な
。
こ
の
程
す
ぎ
な
ば
ひ
ん
が
し
の
院
に

む
か
へ
ん
と
お
も
ほ
し
て
、
い
そ
ぎ
つ
く
る
べ
き
事
も
よ
を
さ

せ
給
。

（
澪
標
③
（
５
ウ
〜
７
オ
）

〜

頁
）

問
題
と
な
る
「
宿
世
と
を
か
り
け
り
」
の
部
分
は
、「
宿
世
と
を

か
り
け
る
を
」
と
下
に
続
い
て
お
り
、「
け
り
」
で
言
い
切
る
の
は
、

「
御
心
の
う
ち
に
お
も
ほ
し
け
り
」
の
部
分
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
当
然
意
味
は
変
わ
っ
て
く
る
。
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で
は
、
以
下
に
①
か
ら
⑤
に
分
解
し
た
箇
所
毎
に
比
較
検
討
し
て

み
た
い
。（
大
）
は
大
島
本
、（
尾
）
は
尾
州
家
本
の
本
文
で
あ
る
。

尾
州
家
本
が
大
島
本
と
比
べ
て
異
な
っ
て
い
る
部
分
に
傍
線
を
付

す
。
最
初
に
①
の
部
分
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

す
く
え
う

み
か
ど

き
さ
き

な
ら

う

（
大
）
宿
曜
に
、「
御
子
三
人
、
帝
、
后
か
ら
な
ず
並
び
て
生
ま
れ
た

な
か

お
と

く
ら
ゐ

き
は

ま
ふ
べ
し
。
中
の
劣
り
は
、
太
政
大
臣
に
て
位
を
極
む
べ
し
」

か
む
が
（
ま
う
し
）

と
勘
へ
申
た
り
し
事
、
さ
し
て
か
な
ふ
な
め
り
。

（
尾
）
す
く
え
う
に
、「
御
子
三
人
、
后
、
帝
な
ら
び
て
か
な
ら
ず
お

は
し
ま
す
べ
し
。
な
か
の
お
と
り
は
太
政
大
臣
に
て
く
ら
ゐ

を
き
は
め
給
ふ
べ
し
」
と
か
う
か
へ
申
た
り
し
に
、「
な
か
の

お
と
り
の
は
ら
に
女
は
い
で
も
の
し
給
べ
し
」
と
あ
り
し
事

を
、
さ
し
て
か
な
ふ
な
め
り
。

こ
の
箇
所
で
大
き
く
違
う
の
は
、
宿
曜
と
し
て
語
ら
れ
た
言
葉
で

「
后
、
帝
」
が
「
並
び
て
必
ず
お
は
し
ま
す
べ
し
」
と
あ
っ
て
、

「
后
」
が
先
に
語
ら
れ
、「
生
ま
れ
た
ま
ふ
べ
し
」
で
は
な
く
、「
お

は
し
ま
す
べ
し
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
最
後
に
「
中
の
劣
り
の
腹
に
女

は
い
で
も
の
し
給
べ
し
」
と
い
う
言
葉
が
占
っ
た
内
容
と
し
て
つ
い

て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
場
面
は
、
明
石
御
方
に
子
ど
も
が
生
ま
れ

た
こ
と
を
契
機
と
し
て
宿
曜
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
だ
が
、
大
島
本

で
読
む
と
、「
帝
」
で
あ
る
冷
泉
帝
が
中
心
で
、
冷
泉
が
即
位
し
た

こ
と
を
契
機
と
し
て
「
さ
し
て
か
な
ふ
な
め
り
」
と
判
断
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
青
表
紙
本
や
別
本
の
中
に
も
、
い
く
つ
か
の
本
が

（

）

「
中
の
劣
り
の
腹
に
女
は
い
で
も
の
し
給
べ
し
」
の
本
文
を
有
し
、

河
内
本
と
同
じ
本
文
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
河
内
本
の
影
響
で
付

け
加
わ
っ
た
の
か
、
も
と
も
と
あ
っ
た
の
に
大
島
本
等
が
削
除
し
た

の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
冷
泉
帝
に
后
が
並
列
し
て
い
る
た
め

に
、
今
回
生
ま
れ
た
明
石
御
方
の
女
児
が
后
に
な
る
の
だ
と
確
信
す

る
文
脈
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
尾
州
家
本
で
は
、
宿
曜
の
内
容
は
「
后
」
に
始

ま
り
、
帝
が
即
位
し
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
后
と
な
る
べ
き
女
児
が

「
劣
り
腹
に
生
ま
れ
る
」
と
占
っ
た
こ
と
ま
で
を
か
な
っ
た
内
容
と

し
て
語
る
こ
と
で
、
娘
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
発
端
と
し
な
が
ら
、
そ

れ
が
劣
り
腹
に
生
ま
れ
る
こ
と
で
、
な
る
ほ
ど
宿
曜
の
通
り
だ
と
納

得
す
る
文
脈
と
し
て
あ
る
。
尾
州
家
本
の
方
が
光
源
氏
の
思
考
の
流

れ
に
沿
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
も
、
尾
州
家
本
の
方
は
、「
帝
」

だ
け
が
中
心
な
の
で
は
な
く
、「
后
」
と
「
帝
」
の
両
方
に
重
点
を

置
く
。
た
だ
し
、
宿
曜
の
勘
申
の
言
葉
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、「
左

右
相
称
と
も
い
う
べ
き
荘
重
な
形
式
に
則
っ
て
お
り
、
桐
壺
巻
の
そ

れ
と
相
応
ず
る
」
と
し
て
、「
中
の
劣
り
の
腹
に
女
は
い
で
も
の
し

給
べ
し
」
の
文
言
は
冗
漫
で
宿
曜
の
勘
申
の
言
葉
と
し
て
は
採
り
が
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（

）

た
い
と
す
る
意
見
も
あ
る
。

続
く
②
の
部
分
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

お
ほ
か
た

か
み

く
ら
ゐ

よ

（
大
）
大
方
、
上
な
き
位
に
の
ぼ
り
、
世
を
ま
つ
り
ご
ち
給
ふ
べ
き

（
う
）

き

事
、
さ
ば
か
り
か
し
こ
か
り
し
あ
ま
た
の
さ
ふ
人
ど
も
の
聞

あ
つ

と
し

こ
え
集
め
た
る
を
、
年
ご
ろ
は
世
の
わ
づ
ら
は
し
さ
に
み
な

け

た
う
だ
い

（
た
ま
ひ
）

お
ぼ
し
消
ち
つ
る
を
、
当
代
の
か
く
位
に
か
な
ひ
給
ぬ
る
こ

（
お
も
ひ
）

と
を
、
思
の
ご
と
う
れ
し
と
お
ぼ
す
。

（
尾
）
お
ほ
か
た
、
上
な
き
く
ら
ゐ
に
の
ぼ
り
給
ひ
、
世
を
ま
つ
り

ご
ち
給
ふ
べ
き
よ
し
を
、
さ
ば
か
り
か
し
こ
き
さ
う
人
な
ど

の
あ
ま
た
申
あ
つ
め
た
り
し
を
、
と
し
ご
ろ
は
世
の
わ
づ
ら

は
し
さ
に
み
な
お
も
ほ
し
け
ち
た
る
を
、
た
う
代
の
か
く
御

位
に
か
な
ひ
給
ぬ
る
を
、
お
も
ひ
の
ご
と
う
れ
し
う
お
ぼ
え

給
。

こ
こ
で
は
、
大
島
本
と
尾
州
家
本
で
大
き
な
差
は
な
い
。
た
だ

し
、
尾
州
家
本
の
方
が
尊
敬
語
が
よ
り
細
か
く
入
り
、「
聞
こ
え
集

め
た
る
」
が
「
あ
ま
た
申
あ
つ
め
た
り
し
」
と
過
去
の
助
動
詞

「
き
」
を
用
い
、
自
分
自
身
が
多
く
の
占
い
を
聞
い
た
こ
と
を
示
し
、

「
お
ぼ
し
消
つ
」
を
「
お
も
ほ
し
け
ち
た
る
」
と
し
て
完
了
の
意
を

入
れ
、
誤
解
の
な
い
文
章
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
む
し
ろ
内
容
で
、
光
源
氏
が
「
上
な
き
位
」

に
上
り
、「
世
を
ま
つ
り
ご
ち
給
ふ
べ
き
事
」
と
述
べ
た
優
秀
な

「
あ
ま
た
の
さ
う
人
ど
も
」
の
占
い
（
予
言
）
を
、
こ
こ
数
年
来
は

ず
っ
と
「
思
し
消
つ
」、
す
な
わ
ち
「
強
い
て
忘
れ
て
い
た
（
無
視

し
て
い
た
、
気
に
掛
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
）」
と
語
る
こ
と
で

あ
る
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
光
源
氏
の
境
遇
が
、
お
よ
そ
「
上
な
き

位
」
に
上
る
こ
と
や
、「
世
を
ま
つ
り
ご
つ
」
こ
と
か
ら
か
け
離
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
う
「
上
な
き
位
」
は
、
桐
壺
巻

の
高
麗
人
の
観
相
に
出
て
く
る
「
帝
王
の
上�

な�

き�

位�

」
を
指
し
、

「
あ
ま
た
の
さ
う
人
ど
も
」
と
は
、
同
じ
く
桐
壺
巻
の
高
麗
の
相
人

や
宿
曜
な
ど
複
数
の
観
相
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
明
石
御

方
に
女
児
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
子
を
占
っ
た
宿

曜
の
勘
申
を
思
い
出
す
と
こ
ろ
ま
で
の
思
考
の
繋
が
り
は
分
か
る

が
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
観
相
へ
と
転
じ
、「
帝
」
の
話
に
移
っ
て
、

冷
泉
が
即
位
し
た
こ
と
を
思
い
が
か
な
っ
て
嬉
し
い
と
思
う
と
い

う
、
そ
の
話
の
転
換
が
な
ぜ
起
こ
る
の
か
で
あ
る
。

③
の
部
分
か
ら
は
、
再
び
自
分
の
話
に
転
換
す
る
。

は
な

す
ぢ

（
大
）
み
づ
か
ら
も
、
も
て
離
れ
給
へ
る
筋
は
、
更
に
あ
る
ま
じ
き

事
と
お
ぼ
す
。

（
尾
）
御
み
づ
か
ら
は
、
も
て
は
な
れ
給
て
、
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
き

事
と
お
も
ほ
す
。
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こ
こ
に
つ
い
て
は
、
②
の
最
後
の
部
分
と
③
と
の
繋
が
り
を
大
島

本
と
尾
州
家
本
と
で
比
較
す
る
と
そ
の
違
い
が
良
く
分
か
る
。

た
う
だ
い

（
大
）
②
当
代
の
か
く
位
に
か
な
ひ
給
ぬ
る
こ
と
を
、
思
の
ご
と
う

れ
し
と
お
ぼ
す
。

は
な

す
ぢ

③
み
づ
か
ら
も�

、
も
て
離
れ
給
へ
る
筋
は
、
更
に
あ
る
ま
じ

き
事
と
お
ぼ
す
。

（
尾
）
②
た
う
代
の
か
く
御
位
に
か
な
ひ
給
ぬ
る
を
、
お
も
ひ
の
こ

と
う
れ
し
う
お
ほ
え
給
。

③
御
み
づ
か
ら
は�

、
も
て
は
な
れ
給
て
、
さ
ら
に
あ
る
ま
じ

き
事
と
お
も
ほ
す
。

藤
井
貞
和
は
、
大
島
本
の
③
の
「
み
づ
か
ら
も�

」
と
す
る
本
文
に

つ
い
て
、
い
さ
さ
か
文
意
の
と
り
か
た
に
注
意
を
要
す
る
と
し
な
が

ら
、
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
を
根
拠
と
し
「
故
父
院
も
源
氏
の

即
位
を
放
念
し
て
い
た
が
、
源
氏
も
ま
た
、
の
き
も
ち
と
す
る
。
明

快
で
あ
る
」
と
し
、「
当
帝
の
こ
と
に
た
い
し
て
、
源
氏
「
み
づ
か

ら
も
」
と
い
う
対
比
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
読
む
こ
と
は
、
す
な
お

（

）

な
流
れ
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
言
う
。

一
方
の
尾
州
家
本
で
は
、「
み
づ
か
ら
も
」
で
は
な
く
「
み
づ
か

ら
は�

」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
な
る
と
当
帝
に
つ
い
て
「
お
も
ひ
の

こ
と
う
れ
し
」
う
思
う
こ
と
と
、
自
ら
に
つ
い
て
光
源
氏
が
「（
帝

位
に
即
く
こ
と
は
）
あ
る
ま
じ
き
事
」
と
思
う
こ
と
が
、
対
比
的
に

区
別
さ
れ
る
文
体
と
な
る
。「
も
」
で
あ
っ
て
も
対
比
的
と
い
う
点

で
は
同
じ
だ
が
、「
は
」
の
場
合
は
も
っ
と
そ
れ
が
強
調
さ
れ
、
全

く
別
で
あ
る
と
す
る
語
り
方
と
な
る
。「
当
帝
が
即
位
さ
れ
た
の
を

光
源
氏
は
自
ら
の
思
い
が
か
な
っ
て
嬉
し
い
と
思
い
、
自
分
は
そ
う

し
た
帝
位
か
ら
は
遠
く
離
れ
、
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
こ
と
と
思
っ

て
い
る
」
と
な
る
。

そ
し
て
、
問
題
と
な
る
「
宿
世
と
を
か
り
け
り
」
を
含
む
④
の
部

分
で
あ
る
。

み

こ

（
大
）
あ
ま
た
の
御
子
た
ち
の
中
に
す
ぐ
れ
て
ら
う
た
き
も
の
に
お

ぼ
し
た
り
し
か
ど
、
た
ゞ
人
に
お
ぼ
し
を
き
て
け
る
御
心
を

（
お
も
ふ
）

う
ち

思
に
、
宿
世
と
を
か
り
け
り
、
内
の
か
く
て
お
は
し
ま
す

し

さ
う
に
む

こ
と

を
、
あ
ら
は
に
人
の
知
る
事
な
ら
ね
ど
、
相
人
の
言
む
な
し

こ
ゝ
ろ

か
ら
ず
、
と
御
心
の
う
ち
に
お
ぼ
し
け
り
。

（
尾
）
あ
ま
た
の
御
子
た
ち
の
御
中
に
す
く
れ
て
ら
う
た
き
も
の
に

は
お
も
ほ
し
た
り
し
か
ど
、
た
ゞ
人
に
お
も
ほ
し
を
き
て
け

る
御
心
を
お
ぼ
す
に
、
宿
世
と
を
か
り
け
る
を
、
う
ち
の
か

く
て
お
は
し
ま
す
を
ば
、
あ
ら
は
に
人
の
知
る
事
な
ら
ね
ど
、

さ
う
人
の
事
を
む
な
し
か
ら
ず
、
と
御
心
の
う
ち
に
お
も
ほ

し
け
り
。
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大
島
本
で
は
、
桐
壺
帝
は
沢
山
の
皇
子
た
ち
の
中
で
、
と
り
わ
け

自
分
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
親
王
に
し
な
か
っ
た
御

心
を
思
う
と
、「
宿
世
と
を
か
り
け
り
」（
自
分
の
宿
世
は
帝
位
と
は

無
縁
だ
っ
た
の
だ
）
と
光
源
氏
が
気
づ
く
。
さ
ら
に
冷
泉
帝
が
こ
の

よ
う
に
即
位
し
た
こ
と
を
、
そ
の
真
相
は
あ
ら
わ
に
人
の
知
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
が
、「
相
人
の
言
む
な
し
か
ら
ず
」（
相
人
の
予
言
は
間

違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
）
と
光
源
氏
は
心
の
中
で
思
う
の
で
あ

っ
た
と
、
光
源
氏
の
心
内
で
の
二
つ
の
〈
気
づ
き
〉
を
、
最
後
に
語

り
手
が
追
認
す
る
形
で
語
る
。
こ
こ
に
は
光
源
氏
の
二
段
階
で
の

〈
気
づ
き
〉
が
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
本
文
を
有
す
る
の
が
、
青
表
紙

本
系
諸
本
と
陽
明
文
庫
本
・
阿
里
莫
本
・
東
大
本
・
鶴
見
大
学
本
で

あ
る
。

一
方
、
尾
州
家
本
で
は
、
桐
壺
帝
が
沢
山
の
皇
子
た
ち
の
中
で
、

と
り
わ
け
自
分
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
親
王
に
し
な

か
っ
た
御
心
を
光
源
氏
が
お
考
え
に
な
る
と
、「
宿
世
と
を
か
り
け

る
を
」（
自
分
の
宿
世
は
帝
位
と
は
無
縁
だ
っ
た
の
で
あ
り
）、
冷
泉

帝
が
こ
の
よ
う
に
即
位
し
た
こ
と
を
、
そ
の
真
相
は
あ
ら
わ
に
人
の

知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、「
相
人
の
事
を
む
な
し
か
ら
ず
」（
相
人

の
予
言
を
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
）
と
光
源
氏
は
心
の
中
で
思
う
の

で
あ
っ
た
と
、
光
源
氏
の
心
内
を
一
貫
し
て
語
り
手
の
視
点
か
ら
語

る
の
で
あ
り
、
後
半
は
と
も
か
く
、
前
半
の
「
け
り
」
は
〈
気
づ

き
〉
で
は
な
い
。
こ
の
尾
州
家
本
と
同
じ
本
文
を
有
す
る
の
が
、
河

内
本
系
諸
本
と
麦
生
本
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
大
島
本
の
よ
う
な
形
と
尾
州
家
本
の

よ
う
な
形
の
二
つ
の
立
場
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
も
、
こ

の
あ
た
り
を
よ
く
読
む
と
、「
け
り
」
を
用
い
て
い
る
の
は
こ
の
二

箇
所
の
み
で
、
大
島
本
で
は
両
方
と
も
〈
気
づ
き
〉
の
意
味
だ
が
、

尾
州
家
本
で
は
少
な
く
と
も
前
半
は
〈
気
づ
き
〉
で
は
な
い
。
と
す

る
と
、
尾
州
家
本
の
前
半
の
「
け
り
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き

か
が
新
た
な
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
。

助
動
詞
「
け
り
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ

る
中
で
、
こ
こ
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
竹
岡
正
夫
や
藤
井
貞

和
の
見
解
が
参
考
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
竹
岡
正
夫
は
助

動
詞
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
は
、
助
動
詞
を
言
語
主
体
（
話
し
手
・
作
者
の
こ
と
）
の

「
認
識
・
判
断
、
あ
る
い
は
思
考
の
し
か
た
」
の
種
別
を
表
す

（

）

単
語
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、「
け
り
」
に
つ
い
て
は
、

「
け
り
」
は
、
空
間
的
に
も
、
時
間
的
に
も
、
物
語
中
の
現
場

か
ら
は
別
世
界
で
の
事
象
を
、
言
語
主
体
が
「
あ
な
た
な
る
」
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世
界
に
お
け
る
事
象
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
語
で

（

）

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
登
場
人
物
や
語
り
手
の
語
る
内
容
の
時
間
的
・
空
間
的

な
遠
近
感
を
語
る
言
葉
と
し
て
「
け
り
」
を
位
置
づ
け
る
。
藤
井
貞

和
は
、
竹
岡
の
説
を
承
け
な
が
ら
も
「
け
り
」
に
は
時
間
の
流
れ
、

経
過
を
表
す
機
能
が
あ
る
と
し
、

私
は
、
空
間
性
を
時
間
の
う
ち
に
含
ま
せ
て
、〈
時
間
的
な
あ

な
た
か
ら
や
っ
て
く
る
事
象
〉
で
あ
る
と
、
統
一
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
と
考
え
る
。
物
語
文
学
の
大
枠
の
時
制
は
非
過
去

つ
ま
り
現
在
で
あ
っ
て
、
刻
々
と
、
現
在
な
ら
現
在
の
時
間
が

流
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
〈
あ
な
た
な
る
時
間
が
這
入
り
こ
む
〉

（

）

と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

と
す
る
。
こ
こ
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
箇
所
で

は
な
い
か
。

こ
の
「
け
り
」
の
用
法
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

は
ら

よ

お
も

う
た
が

一
の
御
子
は
、
右
大
臣
の
女
御
の
御
腹
に
て
、
寄
せ
重
く
、
疑

ま
う
け

ひ
な
き
儲
の
君
と
世
に
も
て
か
し
づ
き
き
こ
ゆ
れ
ど
、
こ
の
御

な
ら

に
ほ
ひ
に
は
並
び
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け�

れ�

ば
、
お
ほ
か

お
も

た
の
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
に
て
、
こ
の
君
を
ば
わ
た
く
し
物

お
も

か
ぎ

に
思
ほ
し
か
し
づ
き
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
（
桐
壺
①
五
頁
）

光
源
氏
の
誕
生
の
場
面
で
、
光
源
氏
を
中
心
と
し
て
語
っ
て
い
る

中
に
「
一
の
御
子
」
の
こ
と
が
入
り
込
む
と
「
け
り
」
で
語
ら
れ

る
。
物
語
の
現
在
に
お
い
て
「
一
の
御
子
」
は
〈
あ
な
た
な
る
事

象
〉
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

空
間
と
時
間
の
遠
近
感
を
考
慮
し
な
が
ら
、
④
の
部
分
を
再
度
尾

州
家
本
で
読
ん
で
み
る
と
、
桐
壺
帝
が
沢
山
の
皇
子
た
ち
の
中
で
、

と
り
わ
け
自
分
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
親
王
に
し
な

か
っ
た
御
心
を
光
源
氏
が
お
考
え
に
な
る
と
、
そ
れ
は
自
分
を
帝
位

か
ら
無
縁
な
者
と
す
る
帝
の
処
置
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
遠
い
昔
の
こ

と
を
回
想
し
、
そ
の
帝
の
処
置
の
延
長
と
し
て
、
冷
泉
帝
が
即
位
し

た
こ
と
を
、
そ
の
真
相
は
あ
ら
わ
に
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

が
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
予
言
の
実
現
だ
っ
た
の
だ
と
、
今
初
め
て

了
解
し
た
と
い
う
文
脈
と
な
る
。
尾
州
家
本
は
、
こ
の
文
脈
が
娘
の

姫
君
と
息
子
冷
泉
帝
の
こ
と
が
話
の
中
心
と
し
て
あ
り
、
自
分
の
予

言
と
繋
が
り
な
が
ら
、
自
分
の
こ
と
を
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
遠

い
こ
と
（
遠
景
）
と
し
て
位
置
づ
け
な
が
ら
本
文
を
作
っ
て
い
る
こ

と
が
判
明
す
る
。

最
後
に
⑤
の
場
面
に
つ
い
て
見
る
と
、

ゆ

す
ゑ

（
大
）
今
行
く
末
の
あ
ら
ま
し
ご
と
を
お
ぼ
す
に
、
住
吉
の
神
の
し

す
く
せ

る
べ
、
ま
こ
と
に
か
の
人
も
世
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
宿
世
に
て
、
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お
や

お
よ

ひ
が
�
�
し
き
親
も
及
び
な
き
心
を
つ
か
ふ
に
や
あ
り
け
む
、

す
ぢ

さ
る
に
て
は
、
か
し
こ
き
筋
に
も
な
る
べ
き
人
の
、
あ
や
し

せ
か
い

む

（
ほ
）

き
世
界
に
て
生
ま
れ
た
ら
む
は
、
い
と
を
し
う
か
た
じ
け
な

す

む
か

く
も
あ
る
べ
き
か
な
、
こ
の
ほ
ど
過
ぐ
し
て
迎
へ
て
ん
、
と

ひ
む
が
し

つ
く

（
ほ
）

お
ほ

お
ぼ
し
て
、
東
の
院
い
そ
ぎ
造
ら
す
べ
き
よ
し
も
よ
を
し
仰

せ
給
ふ
。

（
尾
）
い
ま
は
行
す
ゑ
の
あ
ら
ま
し
事
を
お
も
ほ
す
に
、
住
吉
の
神

の
し
る
べ
、
ま
こ
と
に
か
の
人
も
か
く
世
に
な
べ
て
な
ら
ぬ

宿
世
に
て
、
ひ
が
�
�
し
き
お
や
た
ち
も
を
よ
び
な
き
心
を

つ
か
ふ
に
ぞ
あ
り
け
む
、
さ
る
に
て
は
か
し
こ
き
筋
に
も
な

す
べ
き
人
の
、
あ
や
し
き
世
界
に
む
ま
れ
た
ら
ん
が
、
い
と

お
し
く
も
か
た
じ
け
な
く
も
、
あ
る
べ
き
か
な
。
こ
の
程
す

ぎ
な
ば
ひ
ん
が
し
の
院
に
む
か
へ
ん
と
お
も
ほ
し
て
、
い
そ

ぎ
つ
く
る
べ
き
事
も
よ
を
さ
せ
給
。

こ
の
場
面
は
、
言
葉
が
少
し
違
っ
て
い
る
も
の
の
内
容
は
ほ
ぼ
同

じ
で
、
今
ま
で
の
気
づ
き
を
承
け
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
と
し
て
、
自

分
と
明
石
御
方
と
の
因
縁
の
深
さ
に
想
い
を
馳
せ
、
后
に
な
る
予
定

の
姫
君
が
明
石
な
ど
と
い
う
「
あ
や
し
き
世
界
」
に
生
ま
れ
た
こ
と

を
困
っ
た
こ
と
だ
と
認
識
し
、
少
し
で
も
早
く
二
条
東
院
に
引
き
取

ろ
う
と
考
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
大
島
本
と
尾
州
家
本
で
は
、
思
考
の
流
れ
方
と
前
景

化
さ
れ
る
事
柄
が
違
う
こ
と
が
判
る
。
大
島
本
で
は
、
自
分
が
帝
位

と
は
無
縁
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
と
、
冷
泉
帝
即
位
を
自
分
の
予
言

と
結
び
つ
け
て
相
人
の
言
葉
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
〈
気

づ
き
〉
に
焦
点
化
す
る
本
文
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
子
ど
も
の

話
か
ら
始
ま
り
な
が
ら
、
自
分
の
宿
世
を
強
調
す
る
こ
と
で
話
が
ず

れ
、
ま
た
娘
の
将
来
の
こ
と
を
考
え
て
二
条
東
院
を
急
ぎ
造
ら
せ
る

よ
う
に
と
、
意
識
が
あ
ち
こ
ち
揺
れ
る
本
文
と
言
え
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
尾
州
家
本
は
、
后
が
劣
り
腹
に
生
ま
れ
る
と
い

う
宿
曜
を
思
い
出
し
、
宿
曜
か
ら
昔
の
さ
ま
ざ
ま
な
予
言
の
話
と
な

り
、
冷
泉
の
即
位
が
自
分
の
予
言
と
繋
が
っ
て
い
る
と
了
解
す
る
。

途
中
で
挿
入
さ
れ
る
自
分
の
予
言
は
あ
く
ま
で
時
間
的
・
空
間
的
な

遠
景
と
し
て
あ
り
、
桐
壺
巻
の
予
言
が
冷
泉
帝
即
位
、
后
と
な
る
予

定
の
娘
の
誕
生
と
繋
が
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
自
ら
の
予

言
の
延
長
に
今
が
あ
る
と
い
う
認
識
で
、
思
考
の
流
れ
は
一
貫
し
て

い
る
。

尾
州
家
本
な
ど
河
内
本
は
校
合
本
文
で
あ
る
か
ら
、
校
訂
者
で
あ

る
源
光
行
・
親
行
ら
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

と
り
わ
け
、
こ
の
場
面
で
い
う
と
、
尾
州
家
本
の
方
が
よ
り
光
源
氏

の
思
考
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
む
し
ろ
、
大
島
本
の
方
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は
、
思
考
が
ず
れ
な
が
ら
「
自
分
の
宿
世
は
帝
位
か
ら
遠
か
っ
た
の

だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
過
剰
に
焦
点
化
し
て
し
ま
っ
た
本
文
だ
と
言

え
る
。
そ
の
た
め
に
、
藤
井
貞
和
の
よ
う
に
こ
こ
で
予
言
の
前
半
が

実
現
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
意
識
が
向
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ

う
。

三

宿
曜
の
勘
申
の
位
置
づ
け

古
注
釈
書
を
見
る
と
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
古
注
釈
書
の
筆
者
た

ち
は
、
我
々
と
は
違
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
も
判
る
。
底

本
と
す
る
の
が
河
内
本
か
青
表
紙
本
か
の
問
題
も
あ
る
が
、「
宿
世

と
を
か
り
け
り
」
も
し
く
は
「
宿
世
と
を
か
り
け
る
を
」
に
注
目
す

る
注
釈
書
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
宿
曜
の
勘
申
が
い
つ
行
わ
れ
た

の
か
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。
澪
標
巻
の
「
宿
曜
に
御
子
三
人
」

以
下
の
箇
所
に
つ
い
て
い
る
注
に
注
目
し
て
み
る
と
、

○
『
尋
流
抄
』
澪
標

す
く
よ
う
宿
曜
也

源
氏
夢
を
見
給
テ
宿
曜
の
博
士
問
給
へ
は

御
子
三
人
有
へ
し
一
人
は
御
門
に
成
給
へ
し
一
人
は
后
一
人
は

太
政
大
臣
の
位
な
る
へ
し
と
合
申

后
大
臣
事
は
さ
も
こ
そ
あ

（

）

ら
め
御
門
事
は
有
ま
し
き
事
な
る
に
冷
泉
院
の
御
事
な
る
へ
し

○
『
弄
花
抄
』
澪
標

（

）

若
紫
に
宿
曜
師
の
勘
事
也

○
『
細
流
抄
』
澪
標

（

）

若
紫
に
あ
り
し
也

○
『
岷
江
入
楚
』
十
四

澪
標

私
此
事
若
紫
巻
に
藤
壺
女
御
源
の
密
通
あ
り
て
懐
妊
の
時
の
事

を
い
へ
る
に
中
将
君
も
お
と
ろ
�
�
し
う
さ
ま
こ
と
な
る
夢
を

み
給
て
あ
は
す
る
物
を
め
し
て
と
は
せ
給
へ
は
を
よ
ひ
な
う
お

ほ
し
も
か
け
ぬ
す
ち
の
こ
と
を
あ
は
せ
た
り

そ
の
中
に
た
か

い
め
あ
り
て
つ
ゝ
し
ま
せ
給
へ
き
事
な
む
侍
る
と
い
ふ
に
│
│

此
詞
の
下
に
箋
の
義
に
い
は
く
此
事
身
を
つ
く
し
の
巻
に
み
え

た
り
と
註
せ
ら
れ
た
り

此
義
尤
可
信
之

但
前
の
若
紫
の
夢

の
兆
は
源
氏
一
世
の
事
也

此
御
子
の
か
す
は
か
り
の
事
に
は

あ
ら
す
と
心
得
へ
し

其
中
に
此
御
子
の
事
も
こ
も
れ
る
也

又
此
末
の
詞
に
も
あ
ま
た
の
さ
う
に
ん
と
も
と
あ
り

高
麗
人

の
相
し
奉
れ
る
事
も
桐
壺
巻
に
あ
り

宿
曜
師
に
か
き
る
へ
か

ら
す

又
前
の
夢
を
あ
は
せ
た
る
内
に
す
く
よ
う
し
も
有
へ
き

（

）

也
と
心
う
へ
し

○
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
澪
標

（
師
）
此
事
若
紫
に
、
藤
と
光
密
通
の
後
懐
妊
の
事
あ
り
し
に
、

中
将
も
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
こ
と
な
る
夢
を
見
給
ひ
て
、
あ
は
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す
る
も
の
を
め
し
て
、
と
ひ
給
ひ
し
に
、
お
よ
び
な
く
お
ぼ
し

も
か
け
ぬ
す
じ
の
事
を
合
せ
し
事
あ
り
。
是
冷
泉
院
の
源
の
子

な
る
事
を
顕
せ
り
。
そ
の
所
に
細
流
の
御
説
に
、
末
巻
に
見
え

た
り
と
あ
そ
ば
せ
り
、
こ
こ
の
所
を
い
へ
り
。
抄
に
も
此
説
あ

り
。【
愚
案
】
若
紫
に
は
、
夢
を
あ
は
す
る
者
と
あ
り
て
宿
曜

の
沙
汰
な
し
。
桐
壺
の
巻
に
、
宿
曜
の
か
し
こ
き
が
源
の
事
を

う
ら
な
ひ
し
事
あ
り
。
そ
れ
も
御
子
の
事
に
は
あ
ら
ず
、
只
前

あ
り
し
事
な
ら
ん
に
み
る
べ
き
に
や
。
若
紫
に
夢
を
合
せ
し

（

）

者
、
即
宿
曜
師
な
り
し
な
る
べ
し
。

『
花
鳥
余
情
』
に
こ
そ
記
述
は
な
い
が
、
一
条
兼
良
の
教
え
を
受

け
た
『
尋
流
抄
』
か
ら
こ
の
宿
曜
の
勘
申
が
行
わ
れ
た
の
は
、
若
紫

巻
の
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
の
後
、
光
源
氏
が
「
お
ど
ろ
�
�
し
う

さ
ま
こ
と
な
る
夢
」
を
見
て
、
そ
れ
を
占
っ
た
時
だ
と
注
し
、
そ
の

後
の
注
釈
書
も
こ
の
考
え
を
継
承
し
て
い
る
。
若
紫
巻
の
夢
占
い
の

場
面
を
大
島
本
で
記
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

き
み

み
（
た
ま
ひ
）

中
将
の
君
も
お
ど
ろ
�
�
し
う
さ
ま
こ
と
な
る
夢
を
見

給

あ

も
の

め

と

（
お
）

て
、
合
は
す
る
者
を
召
し
て
問
は
せ
給
へ
ば
、
を
よ
び
な
う
お

す
ぢ

あ

ぼ
し
も
か
け
ぬ
筋
の
こ
と
を
合
は
せ
け
り
。「
そ
の
中
に
た
が

（
ひ
）

い

い
め
あ
り
て
つ
ゝ
し
ま
せ
給
ふ
べ
き
こ
と
な
む
侍
る
」
と
言
ふ

に
、
わ
づ
ら
は
し
く
お
ぼ
え
て
、「
み
づ
か
ら
の
夢
に
は
あ
ら

か
た

あ

ず
、
人
の
御
事
を
語
る
な
り
。
こ
の
夢
合
ふ
ま
で
又
人
に
ま
ね

（
た
ま
ひ
）

ぶ
な
」
と
の
給
て
、
心
の
う
ち
に
は
い
か
な
る
事
な
ら
む
と

き

ゝ

お
ぼ
し
わ
た
る
に
、
こ
の
女
宮
の
御
事
聞
き
給
ひ
て
、
も
し
さ

る
や
う
も
や
と
お
ぼ
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
に
、
い
と
ゞ
し
く
い
み

（
こ
と
）

は

つ

お
も

じ
き
事
の
葉
尽
く
し
き
こ
え
給
へ
ど
、
命
婦
も
思
ふ
に
、
い
と

む
く
つ
け
う
わ
づ
ら
は
し
さ
ま
さ
り
て
、
さ
ら
に
た
ば
か
る
べ

か
た

ひ
と

（
か
へ
り
）

き
方
な
し
。
は
か
な
き
一
く
だ
り
の
御
返
の
た
ま
さ
か
な
り

た

し
も
絶
え
は
て
に
た
り
。

（
若
紫
①
一
七
八
頁
）

こ
れ
で
判
る
よ
う
に
、
若
紫
巻
の
夢
を
占
っ
た
者
は
、「
合
は
す

る
者
」
と
だ
け
あ
り
、
特
に
宿
曜
師
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
一

（
え
）

方
、
桐
壺
巻
の
光
源
氏
を
占
っ
た
場
面
に
は
「
す
く
よ
う
の
か
し
こ

ひ
と

き
道
の
人
」（
桐
壺
①
二
一
頁
）
と
あ
り
、
こ
ち
ら
は
明
ら
か
に
宿

お
な

曜
師
と
判
る
。
た
だ
し
、
こ
の
宿
曜
師
の
占
っ
た
内
容
は
「
同
じ
さ

ま
に
申
せ
ば
」（
桐
壺
①
二
一
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
高
麗

人
の
相
人
の
言
葉
と
同
様
の
内
容
で
あ
り
、「
御
子
三
人
」
の
内
容

で
は
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
占
わ
れ
た
の
が
い
つ
で
あ
っ
た
の
か
は
判
ら
な

い
が
、
若
紫
巻
で
あ
る
と
す
る
と
、「
を
よ
び
な
う
お
ぼ
し
も
か
け

ぬ
筋
」（
光
源
氏
に
と
っ
て
及
び
も
つ
か
ず
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
）

と
い
う
の
は
、
文
脈
か
ら
言
っ
て
、「
あ
な
た
の
子
が
帝
に
な
り
ま
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す
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
藤
壺
宮
が
懐
妊

し
た
こ
と
を
聞
い
て
、「
も
し
さ
る
や
う
も
や
」（
も
し
か
す
る
と
あ

の
夢
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
）
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
と
す

る
と
、
こ
の
夢
合
わ
せ
は
光
源
氏
の
「
子
」
を
占
っ
た
内
容
で
あ

り
、「
御
子
三
人
、
帝
、
后
か
な
ら
ず
並
び
て
生
ま
れ
た
ま
ふ
べ
し
」

と
い
う
中
の
、
帝
と
后
が
子
と
し
て
生
ま
れ
る
と
い
う
内
容
と
軌
を

一
に
す
る
。
加
え
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、「
つ
ゝ
し
ま
せ
給

ふ
べ
き
こ
と
な
む
侍
る
」（
謹
慎
あ
そ
ば
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
）
と

言
っ
て
須
磨
行
き
を
暗
示
し
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
が
「
后
」
誕
生
の

き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
光
源
氏
が
后
と
帝
と
を
子
と
し

て
設
け
る
道
筋
を
示
し
た
夢
で
あ
っ
た
と
読
む
こ
と
が
可
能
と
な

る
。『
尋
流
抄
』・『
弄
花
抄
』・『
細
流
抄
』
が
若
紫
巻
の
夢
解
き
の

場
面
に
宿
曜
の
勘
申
が
あ
っ
た
と
し
、『
岷
江
入
楚
』
に
も
「
前
の

夢
を
あ
は
せ
た
る
内
に
す
く
よ
う
し
も
有
べ
き
也
と
心
う
べ
し
」
と

あ
り
、『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
の
愚
案
に
も
「
若
紫
に
夢
を
合
せ
し

者
、
即
宿
曜
師
な
り
し
な
る
べ
し
」
と
述
べ
る
の
は
、
積
極
的
に
そ

う
読
も
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
夢
解
き
が
何
の
占
い

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
古
注
釈
書
の
筆
者
た
ち

は
、
こ
れ
を
宿
曜
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
我
々

近
代
以
降
の
読
者
は
、
光
源
氏
の
人
生
は
桐
壺
巻
の
高
麗
人
の
観
相

と
若
紫
巻
の
夢
解
き
、
澪
標
巻
の
宿
曜
の
勘
申
の
「
三
つ
の
予
言
」

に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
て
い
く
と
読
ん
で
い
る
が
、
古
注
釈
で
は
桐

壺
巻
と
若
紫
巻
の
二
つ
と
読
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
場
面
の
位
置
づ
け
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く

る
。
若
紫
巻
の
夢
解
き
が
澪
標
巻
の
宿
曜
の
勘
申
の
内
容
で
あ
っ
た

と
す
る
と
、
光
源
氏
の
夢
を
占
っ
た
は
ず
の
も
の
が
光
源
氏
の
子
、

そ
れ
も
帝
と
后
と
太
政
大
臣
が
生
ま
れ
る
と
い
う
内
容
で
、
藤
壺
の

懐
妊
の
こ
と
を
耳
に
し
て
帝
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
予
感
し
た
こ
と
に

な
る
。
須
磨
・
明
石
を
経
て
、
京
に
復
権
を
果
た
し
て
か
ら
、
明
石

御
方
の
元
に
女
児
が
誕
生
し
た
こ
と
で
、「
帝
と
后
が
必
ず
並
ん
で

生
ま
れ
る
」「
劣
り
腹
に
女
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
宿
曜
を
思
い
出

し
、
あ
の
言
葉
は
な
る
ほ
ど
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
実
感
す
る
文

脈
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
複
数
の
相
人
が
「
上
な
き
位
」
に
上
り

「
世
を
ま
つ
り
ご
つ
」
と
占
っ
た
が
、
自
分
の
人
生
は
お
よ
そ
そ
う

し
た
こ
と
と
は
無
縁
の
辛
い
こ
と
ば
か
り
で
ず
っ
と
放
念
し
て
い
た

が
、
こ
れ
は
自
分
が
即
位
す
る
こ
と
で
は
な
く
冷
泉
が
即
位
す
る
こ

と
だ
っ
た
の
だ
と
初
め
て
気
づ
く
。
相
人
の
言
っ
た
こ
と
は
嘘
で
は

な
か
っ
た
の
だ
と
納
得
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
后
と
な
る
姫
君

が
生
ま
れ
た
の
に
は
、
住
吉
の
神
の
導
き
が
あ
り
、
明
石
御
方
と
も

並
々
な
ら
ぬ
宿
縁
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
こ
の
ま
ま
辺
鄙
な
田
舎
に
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置
い
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、
二
条
東
院
に
迎
え
る
こ
と
に
し
よ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
思
考
の
流
れ
は
、
常
に
帝
と
后

を
中
心
と
し
て
あ
り
、
桐
壺
巻
で
自
分
に
与
え
ら
れ
た
数
々
の
予
言

は
若
紫
巻
で
与
え
ら
れ
た
夢
解
き
と
繋
が
っ
て
い
た
の
だ
。
さ
ら

に
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
「
た
が
い
め
」
が
あ
り
、
須
磨
・
明
石

に
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
べ
て
は
帝
と
后
の
誕
生
の
た
め
に

あ
っ
た
の
だ
、
と
桐
壺
巻
の
相
人
の
予
言
と
若
紫
の
夢
解
き
（
宿

曜
）
と
が
、
す
べ
て
一
連
の
内
容
と
し
て
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
を
、

冷
泉
の
即
位
と
后
に
な
る
べ
き
女
児
の
誕
生
に
よ
っ
て
了
解
し
た
こ

と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
予
言
は
三
つ
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
桐

壺
巻
と
若
紫
巻
の
二
つ
で
、
し
か
も
、
二
つ
は
繋
が
っ
て
い
て
実
質

は
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
澪
標
巻
で
初
め
て
気
づ
い
て
回
想
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

結

澪
標
巻
の
宿
曜
の
勘
申
と
そ
の
後
の
回
想
の
場
面
に
つ
い
て
は
、

理
解
の
仕
方
と
し
て
大
き
く
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
宿
曜
の
勘
申
が

「
后
、
帝
」
と
始
ま
り
、「
中
の
劣
り
の
腹
に
女
は
い
で
も
の
し
給
べ

し
」
の
本
文
が
あ
る
も
の
（
河
内
本
系
諸
本
と
、
青
表
紙
本
と
別
本

の
一
部
）
と
、
な
い
も
の
（
大
島
本
を
は
じ
め
と
し
た
青
表
紙
本
と

別
本
の
一
部
）
と
で
あ
る
。
あ
る
も
の
で
は
「
帝
の
即
位
」
と
「
劣

り
腹
に
女
児
誕
生
」
の
二
つ
の
要
素
を
も
っ
て
宿
曜
の
予
言
が
か
な

っ
た
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
な
い
本
文
で
は
「
帝
の
即
位
」
の
み

が
根
拠
と
な
る
。
女
児
が
誕
生
し
た
こ
と
を
端
緒
に
宿
曜
を
回
想
す

る
と
い
う
文
脈
の
中
で
は
、
こ
れ
の
あ
る
河
内
本
の
方
が
よ
り
自
然

な
繋
が
り
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
続
く
回
想
の
場
面
で
は
、
自
分

の
半
生
を
省
み
て
「
宿
世
と
を
か
り
け
り
」
と
言
い
切
る
青
表
紙
本

系
諸
本
と
、「
宿
世
と
を
か
り
け
る
を
」
と
し
て
下
に
続
け
る
河
内

本
系
諸
本
の
違
い
が
あ
る
。
青
表
紙
本
で
読
む
と
、
自
分
は
帝
位
と

は
無
縁
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
〈
気
づ
き
〉
と
冷
泉
の
即
位
を
も
っ
て

相
人
の
予
言
は
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
二
段
階
の

〈
気
づ
き
〉
が
前
面
に
出
て
、
話
の
内
容
は
「
帝
」
と
「
自
分
」
と

「
后
」
と
の
間
で
揺
れ
動
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
河
内
本
で
は
、「
け

り
」
を
使
っ
て
時
間
的
・
空
間
的
な
遠
景
と
し
て
自
分
の
予
言
を
位

置
づ
け
、
そ
れ
と
の
繋
が
り
で
今
の
「
帝
」
と
将
来
の
「
后
」
の
話

が
あ
る
。
藤
井
貞
和
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
は
桐
壺
巻
の
高
麗
人
の

観
相
の
実
現
と
見
る
見
方
が
提
示
さ
れ
、
一
定
の
評
価
を
得
た
が
、

そ
れ
は
青
表
紙
本
で
読
ん
だ
場
合
に
は
あ
る
程
度
首
肯
で
き
る
も
の

の
、
河
内
本
で
読
ん
だ
場
合
で
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。

河
内
本
で
は
自
分
の
話
は
あ
く
ま
で
遠
景
で
し
か
な
い
。
こ
れ
に
よ
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り
、
随
分
と
印
象
は
変
わ
る
。
さ
ら
に
古
注
釈
書
は
、
若
紫
巻
の
夢

解
き
の
際
の
占
い
と
し
て
澪
標
巻
の
宿
曜
の
勘
申
が
あ
っ
た
と
理
解

し
て
い
て
、
夢
占
い
と
宿
曜
を
一
緒
の
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
う

考
え
る
と
、
澪
標
巻
の
こ
の
場
面
は
、
光
源
氏
が
桐
壺
巻
の
高
麗
人

の
観
相
の
実
現
を
見
た
と
い
う
よ
り
、
桐
壺
巻
の
高
麗
人
の
観
相
と

宿
曜
の
勘
申
が
一
つ
の
こ
と
と
し
て
繋
が
っ
て
い
た
の
だ
と
気
づ
く

場
面
と
理
解
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
は
自
分
の
使
命
を
認
識
し
、
予
言
に
従

っ
て
生
き
る
意
志
を
も
つ
に
至
る
。
そ
れ
は
明
石
姫
君
を
后
と
す
る

た
め
に
乳
母
の
派
遣
や
紫
上
の
養
女
と
し
て
迎
え
る
た
め
の
さ
ま
ざ

ま
な
準
備
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
冷
泉
に
は
斎
宮
女
御
を
入
内
さ

せ
、
聖
代
を
演
出
し
て
帝
を
支
え
る
こ
と
で
あ
り
、
夕
霧
に
は
太
政

大
臣
を
遠
く
見
据
え
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
教
育
を
施
す
こ
と
で
あ

る
。ほ

ん
の
少
し
の
言
葉
の
違
い
が
、
物
語
の
読
み
方
と
し
て
大
き
く

変
わ
っ
て
く
る
例
と
し
て
、
こ
の
澪
標
巻
の
宿
曜
の
勘
申
と
そ
の
回

想
の
場
面
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
�
）
大
島
本
に
つ
い
て
は
岩
波
書
店
刊
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏

物
語
』
を
用
い
、
巻
名
、
巻
数
、
頁
数
を
記
し
た
。
尾
州
家
本
に
つ

い
て
は
岡
嶌
偉
久
子
編
『
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
』（
八
木
書
店
）

を
適
宜
翻
刻
し
て
用
い
、
巻
名
、
巻
数
、
丁
数
、
頁
数
を
記
し
た
。

な
お
、
本
文
中
の
傍
線
や
傍
点
、
お
よ
び
太
字
は
全
て
浅
尾
。

（
�
）
藤
井
貞
和
「
宿
世
遠
か
り
け
り
考
」（『
源
氏
物
語
の
表
現
と
構

造
』
所
収

笠
間
書
院

昭
和

（
一
九
七
九
）
年
）
初
出
、
後
に

『
源
氏
物
語
入
門
』（
講
談
社

平
成
８
（
一
九
九
六
）
年
）
に
収
載

（
�
）
藤
井
貞
和
注
（
�
）
に
同
じ

（
�
）
藤
井
貞
和
注
（
�
）
に
同
じ

（
�
）
森
一
郎
「
解
説
」（『
日
本
文
学
研
究
大
成

源
氏
物
語
Ⅰ
』
所
収

国
書
刊
行
会

昭
和

（
一
九
八
八
）
年
）、「
藤
井
貞
和
著
「
宿
世

遠
か
り
け
り
」
考
」（『
源
氏
物
語
と
紫
式
部
│
│
研
究
の
軌
跡

研

究
史
篇
』
所
収

角
川
学
芸
出
版

平
成

（
二
〇
〇
八
）
年
）

（
�
）
草
苅
禎
「『
源
氏
物
語
』「
澪
標
」
巻
に
お
け
る
「
宿
世
遠
か
り
け

り
」
の
意
味
す
る
も
の
」（「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
第

号

平
成

３
（
一
九
九
一
）
年

月
）

（
�
）
高
木
和
子
「
三
つ
の
予
言
│
│
変
容
す
る
構
造
」（『
源
氏
物
語
再

考
│
│
長
編
化
の
方
法
と
物
語
の
深
化
』
所
収

岩
波
書
店

平
成

（
二
〇
一
七
）
年
）

（
�
）
伊
藤
博
「
澪
標
」（『
源
氏
物
語
講
座
』
第
３
巻

有
精
堂
出
版

昭
和

（
一
九
七
一
）
年
）、
篠
原
昭
二
「
宿
曜
の
予
言
を
め
ぐ
っ

て
」（「
む
ら
さ
き
」
第

輯

紫
式
部
学
会

昭
和

（
一
九
七

四
）
年
６
月
）

（
�
）
篠
原
昭
二
注
（
�
）
に
同
じ
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（

）
篠
原
昭
二
注
（
�
）
に
同
じ

（

）
藤
井
貞
和
「
澪
標
」（「
國
文
學
│
│
解
釈
と
教
材
の
研
究
│
│
」

昭
和

（
一
九
七
四
）
年
９
月
）

（

）
高
橋
亨
「
光
源
氏
体
制
の
建
設
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第

４
集

有
斐
閣

昭
和

（
一
九
八
〇
）
年
）

（

）
青
表
紙
本
諸
本
の
中
で
こ
の
言
葉
が
あ
る
の
は
、
池
田
本
・
静
嘉

堂
文
庫
本
・
三
条
西
家
本
（
日
本
大
学
蔵
）・
伝
藤
原
家
隆
筆
静
嘉

堂
文
庫
蔵
本
・
前
田
本
で
、
別
本
で
は
麦
生
本
・
鶴
見
大
学
本

（「
い
で
も
の
し
た
ま
ふ
べ
し
」
が
「
む
ま
れ
給
べ
し
」
と
な
っ
て
い

る
）・
阿
里
莫
本
・
東
大
本
に
あ
る
。
河
内
本
諸
本
に
は
す
べ
て
あ

る
。
単
純
に
数
の
問
題
か
ら
言
え
ば
、
な
い
本
文
の
方
が
少
な
い
。

（

）
伊
藤
博
注
（
�
）
に
同
じ

（

）
藤
井
貞
和
注
（
�
）
に
同
じ

（

）
竹
岡
正
夫
「「
け
り
」
と
「
き
」
の
意
味
・
用
法
」（「
月
刊
文
法
」

第
二
巻
第
七
号

昭
和

（
一
九
七
〇
年
）
年
５
月
）

（

）
竹
岡
正
夫
注
（

）
に
同
じ

（

）
藤
井
貞
和
「
伝
来
の
助
動
辞
「
け
り
」
│
│
時
間
の
経
過
」（『
文

法
的
詩
学
』
所
収

笠
間
書
院

平
成

（
二
〇
一
二
）
年
）

（

）
『
尋
流
抄
』
本
文
の
引
用
は
、
井
爪
康
之
編
『
尋
流
抄
』
源
氏
物

語
古
注
釈
書
（
笠
間
書
院
）
に
よ
る
。

（

）
『
弄
花
抄
』
本
文
の
引
用
は
、
伊
井
春
樹
編
『
弄
花
抄
』
源
氏
物

語
古
注
集
成
８
（
桜
楓
社
）
に
よ
る
。

（

）
『
細
流
抄
』
本
文
の
引
用
は
、
伊
井
春
樹
編
『
内
閣
文
庫
本

細

流
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
７
（
桜
楓
社
）
に
よ
る
。

（

）
『
岷
江
入
楚
』
本
文
の
引
用
は
、
中
野
幸
一
編
『
岷
江
入
楚
』
源

氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
７
（
武
蔵
野
書
院
）
に
よ
る
。

（

）
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
本
文
の
引
用
は
、
有
川
武
彦
校
訂
『
源
氏

物
語
湖
月
抄
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
に
よ
る
。

（
本
学
学
長
）
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