
は
じ
め
に

（
１
）

近
時
、
服
藤
早
苗
氏
が
そ
の
著
書
の
冒
頭
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
、

『
今
昔
物
語
集
』
二
十
九
巻
二
十
九
話
は
、
わ
が
子
を
見
殺
し
に
し
て
自
ら
の

貞
操
を
守
っ
た
若
い
女
の
話
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
現
場
に
行
き
合

わ
せ
た
武
士
た
ち
が
、
こ
の
女
の
行
為
を
讃
め
た
た
え
た
と
記
し
て
い
る
点

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
文
覚
発
心
の
物
語
も
、
元
来
は
平
安
末
期
か

ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
、
こ
う
し
た
社
会
的
土
壌
に
胚
胎
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

男
の
い
わ
れ
な
き
横
恋
慕
に
遭
い
、
自
ら
の
貞
操
を
守
る
た
め
、
夫
の
身

代
わ
り
と
な
っ
て
死
ん
だ
女
の
物
語
は
、
は
や
く
は
読
み
本
系
『
平
家
物
語
』

に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
以
後
様
々
に
姿
を
転
じ
な
が
ら
、
近
代
の
作
家
に
よ
っ

て
も
改
作
の
手
を
加
え
ら
れ
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
に

（
２
）

は
、
以
前
、
徳
田
和
夫
氏
が
紹
介
さ
れ
た
、
京
都
市
伏
見
区
下
鳥
羽
の
利
剣

山
恋
塚
寺
に
お
け
る
絵
解
き
の
ご
と
き
も
伝
存
し
て
い
る
。

こ
の
論
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
基
本
的
な
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
こ
の
物
語
は
、
け
っ
し
て
『
平
家
物
語
」
に
そ
の
源
を
発
す
る
も
の

『
恋
塚
物
語
』
論

「
亦
凹
叩
』
珊

塚
物
垂
婆

』

ｌ
御
伽
草
子
の
方
法
ｉ

で
は
な
く
、
元
来
独
立
し
た
説
話
と
し
て
流
布
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
従
っ
て
、
読
み
本
系
『
平
家
物
語
』
諸
本
所
載
の
当
該
説
話
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
説
話
の
変
容
体
の
一
つ
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
一
つ
の
物
語
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
流
動
す
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

の
う
ち
の
幾
つ
か
に
出
会
う
に
過
ぎ
な
い
。

さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
文
覚
発
心
證

の
流
動
の
な
か
で
、
御
伽
草
子
の
一
作
品
と
し
て
、
改
作
の
手
が
加
え
ら
れ

て
い
る
も
の
に
注
目
し
て
み
た
い
。
即
ち
、
『
恋
塚
物
語
』
或
い
は
『
滝
口

（
３
）

物
語
』
と
題
さ
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
筆
者
は
、
近
時
、
別
槁
で
、
『
平

家
物
語
」
諸
本
中
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
文
覚
発
心
篝
と
御
伽
草
子
の

こ
の
作
品
の
間
に
お
け
る
緊
密
な
つ
な
が
り
を
指
摘
し
、
両
者
を
つ
な
ぐ
流

れ
の
中
に
、
物
語
文
学
の
伝
統
の
一
脈
を
読
み
取
っ
て
み
た
。
し
か
し
、
そ
こ

に
お
い
て
は
、
何
れ
か
と
い
う
と
延
慶
本
の
当
該
説
話
の
読
み
と
、
そ
の
影

響
下
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
御
伽
草
子
作
品
と
い
う
指
摘
に
留
ま
っ
て
お
り
、

御
伽
草
子
作
品
を
主
体
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
位
置
に
は
立
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
文
覚
発
心
潭
を
主
題
と
す
る
『
恋
塚
物
語
』
（
「
滝

小

林
美
和



｜
御
伽
草
子
の
文
覚
発
心
謹

（
４
）

松
本
隆
信
氏
に
よ
る
「
増
訂
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録
」
に
よ

れ
ば
、
御
伽
草
子
の
本
作
品
に
は
、
赤
木
文
庫
・
天
理
図
書
館
等
所
蔵
の
明

暦
絵
入
刊
本
『
恋
塚
物
語
』
と
高
山
市
歓
喜
寺
蔵
の
江
戸
初
期
写
本
『
滝
口

（
５
）

物
語
』
の
二
種
が
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
両
者
は
、
詞
章
、
引
用
説
話
等

か
な
り
大
幅
な
相
違
を
見
せ
な
が
ら
も
、
主
要
な
モ
チ
ー
フ
は
こ
れ
を
同
じ

く
し
て
お
り
、
基
本
的
に
は
同
一
の
物
語
と
認
め
ら
れ
る
。
い
ま
論
を
な
す

に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
『
恋
塚
物
語
』
に
よ
っ
て
物
語
梗
概
を
示
し
、
続

い
て
延
慶
本
当
該
説
話
、
『
滝
口
物
語
』
と
の
大
き
な
異
同
を
み
て
お
き
た
い
。

〈
梗
概
〉

Ｉ
近
衛
院
の
久
安
六
年
五
月
十
八
日
、
渡
辺
橋
供
養
の
奉
行
に
任
じ
ら
れ
た

口
物
語
』
）
が
、
い
か
に
し
て
御
伽
草
子
と
し
て
の
成
立
を
果
た
し
て
い
る

の
か
、
主
と
し
て
そ
の
方
法
論
に
眼
を
当
て
て
み
た
い
。
先
行
の
作
品
を
受

け
継
ぎ
な
が
ら
、
御
伽
草
子
作
者
が
い
か
に
し
て
そ
れ
を
御
伽
草
子
ら
し
い

作
品
と
化
す
の
か
、
そ
れ
は
、
文
学
創
作
上
の
技
法
の
問
題
で
あ
る
と
同
時

に
、
御
伽
草
子
作
者
の
精
神
の
在
処
の
問
題
で
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
中
に
、
⑪
妙
な
る
琴
の
音
を
響
か
せ
て
く
る
船
が
あ
っ
た
。
琴
の
音

●
■
●
●
■
●
二
○
。
■
●
●
●
●

に
惹
か
れ
た
盛
遠
は
、
⑥
浦
風
が
御
簾
を
吹
き
上
げ
る
一
瞬
、
琴
の
音
の

主
た
る
美
貌
の
女
性
を
見
、
一
目
惚
れ
を
す
る
が
、
⑥
火
事
騒
ぎ
に
紛
れ

て
そ
の
女
性
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。

遠
藤
滝
口
盛
遠
は
、
難
波
潟
に
下
り
、
折
か
ら
の
③
五
月
雨
の
な
か
、
笛

を
吹
い
て
い
た
。
橋
供
養
聴
聞
の
人
々
が
船
を
漕
ぎ
連
ね
て
や
っ
て
来
る

Ⅳ
尼
公
は
㈹
娘
の
琴
と
盛
遠
の
笛
の
合
奏
を
思
い
立
ち
、
天
女
姫
を
西
七
条

に
呼
び
寄
せ
る
。
姫
と
盛
遠
は
互
い
に
顔
を
合
わ
せ
ぬ
ま
ま
合
奏
を
す
る

が
、
姫
は
磯
遠
の
笛
の
音
が
橋
供
養
の
時
に
聞
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

気
付
く
。

Ｖ
天
女
姫
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
盛
遠
は
病
の
床
に
臥
し
、
つ

い
に
尼
公
に
自
ら
の
恋
心
を
打
ち
明
け
る
。
尼
公
は
案
じ
た
末
に
、
自
ら

病
気
と
偽
っ
て
、
天
女
姫
を
鳥
羽
か
ら
呼
び
寄
せ
、
感
遠
へ
の
情
け
を
請

う
。
姫
は
こ
れ
を
拒
絶
す
る
が
、
勘
当
を
言
い
つ
の
る
尼
公
の
前
に
つ

い
に
盛
遠
と
顔
を
合
わ
せ
る
。
愛
を
迫
る
盛
遠
に
、
天
女
姫
は
夫
重
元
殺

害
を
条
件
に
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
の
約
束
を
す
る
。

Ⅶ
約
束
の
日
、
天
女
姫
は
夫
・
伽
若
君
と
の
名
残
を
惜
し
み
、
遺
書
を
書
き

残
し
て
、
自
ら
夫
重
元
の
扮
装
を
し
て
、
盛
遠
に
討
た
れ
る
。

Ⅷ
人
違
い
に
気
付
い
た
盛
遠
は
重
元
の
前
に
、
自
ら
の
命
を
投
げ
出
す
が
、

女
性
が
鳥
羽
の
刑
部
左
衛
門
重
元
の
妻
、
⑧
天
女
の
姫
で
あ
り
、
そ
の
母

が
西
七
条
に
住
む
こ
と
を
聞
き
出
す
。

Ⅲ
盛
遠
は
都
に
上
り
、
な
す
す
べ
も
な
く
二
年
が
過
ぎ
る
が
、
あ
る
時
、
天

Ⅱ
盛
遠
は
、

仏
の
聖
、
俊
乗
坊
と
な
り
、
盛
遠
は
文
覚
と
名
乗
っ
て
、
平
家
を
滅
ぼ
す
。

重
元
は
つ
い
に
こ
れ
を
許
し
、
二
人
共
に
出
家
す
る
。
⑭
後
に
重
元
は
大

女
姫
の
ゆ
か
り
を
求
め
て
、
⑪
西
七
条
の
辺
に
佇
み
、
笛
を
吹
く
。
そ
の

笛
の
音
に
惹
か
れ
た
尼
公
に
請
じ
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
に
奉
公
す
る
こ
と
と

な
り
、
や
が
て
尼
公
が
天
女
姫
の
母
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

笛
を
吹
く
。
そ
の
笛
の
音
が
機
縁
と
な
っ
て
、
宿
の
主
人
か
ら
、
目
指
す

⑥
近
国
の
神
仏
に
祈
誓
を
か
け
、

㈹
烏
羽
の
里
に
辿
り
着
い
て

’
二



⑪
二
人
の
子
孫
は
そ
れ
ぞ
れ
に
家
を
興
す
。

以
上
、
や
や
詳
細
に
『
恋
塚
物
語
』
（
以
下
『
恋
』
と
す
る
）
の
梗
概
を
紹

介
し
た
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
延
慶
本
・
『
滝
口
物
語
』
（
以
下
『
滝
』
と
す

る
）
、
こ
と
に
前
者
と
の
相
違
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
が
た
め
で
あ
る
。

右
の
梗
概
の
傍
線
部
③
ｌ
⑪
の
モ
チ
ー
フ
う
ち
、
⑥
⑥
を
除
く
箇
所
は
、
延

慶
本
に
は
み
ら
れ
な
い
『
恋
』
の
独
自
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
降
で
検
討
を
加
え
る
。
も
と
よ
り

両
者
の
相
違
は
こ
れ
の
み
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
延
慶
本
に
比
し
て
、

『
恋
』
に
独
自
な
性
格
を
も
た
ら
し
て
い
る
、
主
た
る
要
素
で
あ
る
こ
と
は

い
い
得
る
。
因
み
に
、
傍
点
部
⑥
は
延
慶
本
に
も
み
ら
れ
、
両
者
を
繋
ぐ
糸

の
一
で
あ
る
が
、
「
滝
』
に
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
傍
点
部
⑥
は
、
延
慶

本
・
『
滝
』
、
さ
ら
に
は
『
源
平
盛
衰
記
』
当
該
説
話
に
も
み
ら
れ
る
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
が
、
『
恋
』
・
『
滝
』
の
そ
れ
に
は
御
伽
草
子
と
し
て
の
新
た
な
意

匠
が
盛
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
。

次
に
『
滝
』
と
の
異
同
を
み
る
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
詞
章
や
引
用

説
話
等
々
、
物
語
叙
述
の
細
部
に
お
い
て
は
か
な
り
の
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、

右
の
よ
う
な
梗
概
と
し
て
集
約
す
る
範
囲
で
は
、
ほ
と
ん
ど
動
き
は
な
く
、

両
者
が
先
行
の
物
語
か
ら
別
々
に
御
伽
草
子
と
し
て
作
品
化
を
試
み
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
同
一
の
作
品
の
ヴ
ァ
リ
エ
ィ
シ
ョ
ン
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
裏
返
せ
ば
、
詞
章
や
引
用
説
話
等
、
細
部
、

に
お
け
る
両
者
の
大
細
な
相
違
は
、
そ
こ
に
か
け
る
書
き
手
の
意
気
込
み
と

創
意
工
夫
の
あ
ら
わ
れ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
う
し
た
細
部
に

お
い
て
物
語
の
作
者
の
技
量
が
た
め
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
恋
塚
物
語
』
論

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
『
滝
』
の
主
な
相
違
点
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う

で
あ
る
ｏ
、

①
主
人
公
の
女
性
の
弾
く
楽
器
は
、
『
滝
』
に
お
い
て
は
琵
琶
と
な
っ
て

い
る
が
、
物
語
に
冒
頭
に
「
葦
辺
を
指
し
て
漕
ぐ
舟
に
爪
音
よ
し
あ
る

（
６
）

琴
の
音
に
」
な
ど
と
あ
る
の
は
、
や
や
暖
昧
の
感
が
あ
る
。
但
し
、
こ

の
直
後
、
白
楽
天
「
琵
琶
行
』
の
故
事
を
引
用
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
女

性
を
「
源
氏
の
物
語
に
は
、
女
三
宮
の
琵
琶
を
弾
き
給
ひ
し
姿
」
に
瞼

え
て
い
る
等
、
以
後
は
琵
琶
で
一
貫
し
て
い
る
（
梗
概
Ｉ
．
Ⅳ
参
照
）
。

②
主
人
公
の
女
性
の
名
は
「
恋
』
で
は
「
天
女
の
姫
」
で
あ
る
が
、
『
滝
』

に
お
い
て
は
、
こ
の
名
が
み
ら
れ
な
い
（
梗
概
Ⅱ
参
照
）
。

③
感
遠
が
橋
供
養
の
女
性
に
一
目
惚
れ
し
て
か
ら
、
そ
の
母
の
尼
公
を
訪

れ
る
ま
で
、
『
恋
』
で
は
二
年
が
経
過
し
て
い
る
が
、
『
滝
』
で
は
二
ケ

月
と
な
っ
て
い
る
（
梗
概
Ⅲ
参
照
）
。
但
し
、
こ
れ
も
『
滝
』
で
は
後

に
尼
に
対
す
る
盛
遠
の
こ
と
ば
と
し
て
、
「
三
年
の
間
の
宿
願
」
と
あ

り
、
や
や
暖
昧
な
感
が
残
る
。
因
み
に
、
盛
遠
の
三
年
の
恋
は
延
慶
本

に
お
け
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
も
物
語
文
学
の

（
７
）

類
型
的
モ
チ
ー
フ
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

（
８
）

④
盛
遠
が
誤
っ
て
殺
害
し
た
女
性
の
頸
を
、
『
恋
』
で
は
「
あ
る
草
叢
」

に
捨
て
た
と
す
る
が
、
『
滝
」
で
は
、
「
道
の
ほ
と
り
田
の
中
へ
押
し
込

み
隠
し
」
た
と
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
『
滝
』
は
延
慶
本
に
み
ら

れ
る
、
「
或
る
田
の
中
に
踏
み
入
れ
」
と
い
っ
た
叙
述
を
承
け
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
『
恋
』
の
「
草
叢
」
は
、
結
末
部
の
名
所
案
内
記
風
の
叙

述
の
な
か
で
「
か
の
頸
を
捨
て
し
草
叢
は
今
の
恋
塚
こ
れ
な
る
べ
し
」



御
伽
草
子
の
二
作
品
に
は
、
延
慶
本
の
文
覚
発
心
諄
の
ご
と
き
内
容
を
受

け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
物
語
を
一
篇
の
御
伽
草
子
作
品
と
し
て
改
編
し
よ
う
と

す
る
明
確
な
意
匠
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
試
み
が
物
語
内
容
を
深
め
て
い
る

か
、
逆
に
浅
薄
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
は
、
こ
こ
で
問
う
こ
と
は

し
な
い
。
問
題
と
し
た
い
の
は
、
先
行
の
物
語
を
御
伽
草
子
化
す
る
と
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
そ
の
意
匠
の
枠
組
み
を
質
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

に
み
ら
れ
る
物
語
の
解
体
と
再
構
築
の
仕
組
み
は
、
意
外
に
明
瞭
で
あ
り
見

方
を
換
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
御
伽
草
子
と
い
う
領
域
の
持
つ
規
制
力
・
自
己

主
張
の
強
固
さ
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
点
を
以
下
作
品
中

の
モ
チ
ー
フ
を
追
い
な
が
ら
み
て
み
た
い
。

二
御
伽
草
子
の
方
法

Ａ
玉
垂
の
隙

盛
遠
が
女
房
の
見
初
め
る
場
面
で
用
い
ら
れ
る
、
浦
風
が
簾
を
翻
し
た
隙

と
す
る
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
。
『
閑
吟
集
』
一
○
九
番
歌
に
「
烏
羽

の
恋
塚
秋
の
山
」
と
あ
り
、
「
恋
」
の
本
文
中
に
も
「
鳥
羽
に
恋
塚
、

秋
の
山
、
昔
も
恋
が
あ
れ
ば
こ
そ
」
と
小
歌
の
一
節
を
引
い
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
は
、
恋
塚
が
京
の
名
所
の
一
と
し
て
定
着
し
た
後
の

改
変
と
み
ら
れ
る
。
因
み
に
、
『
閑
吟
集
』
の
成
立
は
、
永
正
十
五
年

（
一
五
一
八
）
で
あ
る
。

⑤
前
記
『
恋
』
の
梗
概
Ⅷ
の
傍
線
部
㈹
・
⑪
の
モ
チ
ー
フ
は
『
滝
』
に
は

み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

に
女
房
を
目
撃
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
御
伽
草
子
の
本

作
に
限
ら
ず
、
既
に
延
慶
本
や
『
源
平
盛
衰
記
』
に
も
み
ら
れ
、
直
接
に
は

こ
れ
ら
、
こ
と
に
延
慶
本
の
あ
り
方
を
継
承
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
『
滝
』
が
こ
の
場
面
に
引
き
続
い
て
、

在
五
中
将
業
平
、
右
近
の
馬
場
の
ひ
を
り
の
日
、
む
か
ひ
に
立
て
し
女

車
の
下
簾
の
隙
よ
り
も
ほ
の
か
に
人
を
見
て
し
か
ば
、
見
ず
も
あ
ら
ず

見
え
せ
ぬ
人
と
な
が
め
け
ん
そ
の
古
の
心
地
し
て

と
、
『
伊
勢
物
語
』
第
九
十
九
段
の
一
節
を
引
く
よ
う
に
、
こ
の
モ
チ
ー
フ

は
、
古
く
か
ら
物
語
文
学
の
中
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
手
近
な
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
康
和
四
年
内
裏
艶
書
歌
合
』
に
、

「
玉
だ
れ
の
小
簾
の
間
通
し
見
て
し
よ
り
君
に
心
を
か
け
ぬ
日
ぞ
な
き
」
（
源

家
時
）
と
み
え
る
よ
う
に
、
和
歌
文
学
の
世
界
に
お
い
て
も
「
玉
垂
の
隙
」

と
し
て
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
て
き
た
主
題
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
王
朝
文
学

の
担
い
手
の
後
商
た
る
御
伽
草
子
作
者
に
と
っ
て
は
、
は
な
は
だ
馴
染
深
い

も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
御
伽
草
子
諸
作

品
お
い
て
は
、
単
に
王
朝
物
語
以
来
の
伝
統
の
継
承
と
い
う
域
を
超
え
て
、

こ
の
モ
チ
ー
フ
が
御
伽
草
子
固
有
の
主
題
の
一
と
し
て
自
立
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
い
ま
管
見
し
た
御
伽
草
子
作
品
の
該
当
箇
所
の
い

く
つ
か
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

Ｌ
折
節
、
浦
風
吹
き
来
た
り
、
御
簾
を
ば
さ
っ
と
吹
き
上
ぐ
る
隙
を
求
め

て
見
る
ほ
ど
に
（
『
恋
塚
物
語
』
）

２
浦
吹
く
風
も
心
あ
り
、
箙
の
隙
ぞ
開
き
に
け
る
、
盛
遠
内
を
見
け
れ

ば
（
『
滝
口
物
語
』
）

四



３
折
ふ
し
網
代
の
輿
に
行
き
あ
ひ
し
が
、
川
風
は
げ
し
く
て
、
下
簾
を
ぱ

つ
と
吹
き
あ
げ
た
る
そ
の
隙
よ
り
、
輿
の
内
の
上
礪
を
一
目
見
し
よ
り

（
９
）

恋
と
な
り
（
『
猿
源
氏
草
子
』
）

４
折
節
に
わ
か
に
風
南
殿
の
御
簾
を
吹
き
上
げ
た
り
。
乗
清
何
と
な
く
見

（
、
）

あ
げ
給
へ
ば
（
『
西
行
』
）

５
折
節
嵐
は
げ
し
く
吹
き
て
、
御
簾
を
さ
っ
と
吹
き
上
げ
た
る
ひ
ま
よ
り
、

（
ｕ
）

姫
君
と
中
将
殿
の
御
目
を
見
合
せ
給
ひ
け
る
（
『
文
正
草
子
』
）

６
折
ふ
し
風
一
通
り
吹
き
、
御
簾
を
吹
き
上
げ
け
る
。
姫
君
と
、
目
と

（
醜
）

ノ
ー
見
あ
は
せ
給
ひ
け
り
（
『
梵
天
国
』
）

こ
れ
ら
の
用
例
相
互
の
類
似
は
け
っ
し
て
偶
然
の
一
致
で
も
な
け
れ
ば
、

引
用
典
拠
の
一
致
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
御
伽
草
子

作
品
相
互
の
影
響
関
係
か
ら
成
立
し
た
、
男
女
の
出
会
い
の
場
を
形
成
す
る
、

御
伽
草
子
の
一
類
型
的
モ
チ
ー
フ
た
り
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
御
伽
草

子
作
品
相
互
の
緊
密
な
影
響
関
係
を
窺
わ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
徴
証
の
一
つ

に
、
『
猿
源
氏
草
紙
』
に
お
け
る
文
覚
発
心
讓
の
引
用
が
あ
る
。

御
伽
草
子
『
猿
源
氏
草
紙
」
は
、
五
条
の
橋
を
通
り
掛
か
っ
た
鰯
売
り
の

主
人
公
猿
源
氏
が
、
川
風
に
吹
き
上
げ
ら
れ
た
網
代
輿
の
簾
の
隙
か
ら
覗
い

た
女
性
に
、
一
目
惚
れ
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

後
、
猿
源
氏
と
舅
南
無
阿
弥
陀
仏
（
こ
の
人
物
は
世
阿
弥
の
『
申
楽
談
義
』

（
皿
）

に
登
場
す
る
実
在
人
物
と
し
て
、
市
古
貞
次
氏
に
よ
り
注
目
さ
れ
て
い
る
。
）

と
の
問
答
の
中
で
、
猿
源
氏
が
、
．
目
見
て
の
恋
し
た
る
た
め
し
」
即
自

ら
の
恋
の
類
例
と
し
て
二
つ
の
例
を
語
る
。
猫
の
巻
き
上
げ
た
御
箙
の
隙
か

ら
柏
木
が
女
三
の
宮
を
見
た
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
挿
話
と
と
も
に
、
こ

『
恋
塚
物
語
』
論

の
文
覚
発
心
證
を
長
々
と
語
る
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
挿
入
説
話
の
内
容

は
、
基
本
的
に
は
『
恋
』
『
滝
』
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
依
拠
し
た
素

材
が
御
伽
草
子
で
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
が
、
女
性
の
名
を
「
天
女
」
と

す
る
点
は
『
恋
』
に
一
致
し
、
一
方
臨
遠
が
男
山
八
幡
に
祈
願
し
て
、
恋
す

る
女
房
の
身
元
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
八
幡
の
示
現
が
あ
っ
た
と
す
る
点
で
は

『
滝
』
に
近
い
な
ど
、
そ
の
典
拠
本
文
の
あ
り
方
を
一
方
に
特
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
御
伽
草
子
作
品
相
互
に
お
け
る
影
響
関
係
の

一
端
が
窺
え
る
が
、
い
ま
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
は
、
女
三
の
宮
の

挿
話
と
と
も
に
、
文
覚
発
心
識
が
、
．
目
見
て
の
恋
し
た
る
た
め
し
」
と

し
て
あ
げ
ら
れ
、
「
御
立
ち
姿
ま
で
よ
く
見
て
の
恋
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
恋
を
そ
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
類
型
化
す
る
と
い
う
発
想
は
、
た

と
え
ば
、
『
浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
』
の
な
か
で
、

恋
に
も
あ
ま
た
分
け
ら
れ
た
り
。
逢
ふ
恋
、
見
る
恋
、
聞
く
恋
、
待
つ

（
皿
）

恋
、
忍
ぶ
恋
と
て
、
恋
は
五
つ
に
分
け
ら
れ
た
り
。

と
、
そ
の
種
々
相
を
五
つ
に
分
類
し
て
い
る
点
な
ど
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
御
伽
草
子
の
一
特
徴
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
浅

野
建
二
氏
が
、
岩
波
文
庫
『
閑
吟
集
』
解
説
の
な
か
で
、
『
閑
吟
集
』
で
は
、

恋
の
歌
が
総
歌
集
の
三
分
の
二
を
占
め
、
そ
こ
に
は
「
忍
ぶ
恋
。
待
つ
恋
・

恨
む
る
恋
・
独
り
寝
を
か
こ
つ
閨
怨
の
情
と
い
っ
た
恋
の
種
々
相
」
が
歌
わ

（
巧
）

れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
連
歌
に
お
け
る
寄
合
な
ど

を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
単
に
御
伽
草
子
に
と
ど
ま
ら
ず
、
室
町
文
芸

全
般
を
覆
う
問
題
と
も
い
え
る
。

と
も
あ
れ
、
恋
の
あ
り
方
を
類
型
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
類
型
の

一
五



網
の
目
を
通
し
て
恋
の
物
語
を
再
構
成
す
る
と
い
う
手
法
が
、
御
伽
草
子
に

著
し
く
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
御
伽
草
子
の
文
覚
発
心
謹
の
恋
の
物
語
は
、
こ
の
「
玉

（
略
）

垂
の
隙
」
の
モ
チ
ー
フ
、
「
恋
愛
遍
歴
談
」
（
後
述
）
の
モ
チ
ー
フ
、
さ
ら
に

は
『
恋
」
の
本
文
中
「
忍
ぶ
恋
路
の
こ
と
な
れ
ば
」
と
語
ら
れ
る
、
そ
の

「
忍
ぶ
恋
」
の
モ
チ
ー
フ
と
い
っ
た
類
型
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
っ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。

御
伽
草
子
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
類
型
の
組
み
合
わ
せ
が
描
き
出
す
一

種
の
紋
様
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
先
行
の
延
慶

本
文
覚
発
心
證
が
描
い
た
、
母
尼
公
と
娘
お
よ
び
そ
の
夫
刑
部
左
衛
門
の
確

（
Ⅳ
）

執
・
葛
藤
と
い
っ
た
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
側
面
が
御
伽
草
子
に
お
い
て
脱

落
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
自
然
の
な
り
行
き
で
あ
っ
た
。

Ｂ
美
女
登
場

琴
の
音
を
響
か
せ
て
船
で
難
波
江
を
下
っ
て
く
る
主
人
公
の
女
性
の
登
場

の
仕
方
は
、
琴
の
音
の
モ
チ
ー
フ
を
除
い
て
、
基
本
的
に
は
延
慶
本
に
み
ら

れ
る
構
成
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
御
伽
草

子
二
作
品
の
特
徴
は
、
そ
の
女
性
に
ま
つ
わ
る
描
写
が
圧
倒
的
に
増
幅
さ
れ

て
い
る
点
に
み
ら
れ
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
が
、
御
伽
草
子
に
到
っ
て
、
盛

達
か
ら
こ
の
女
性
へ
と
、
ほ
ぼ
完
全
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

盛
遠
の
骸
悔
の
物
語
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
女
性
の
悲
劇
の
物
語
と
し
て

の
主
題
設
定
が
企
図
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
が
、
こ
こ
に
お

け
る
女
性
描
写
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
傾
向
は
、
こ
と
に
『
恋
』
に

一
一
ハ

お
い
て
強
く
、
一
種
絢
燗
た
る
描
写
を
形
成
し
て
い
る
。
即
ち
、
簾
の
隙
に

み
え
た
女
性
の
容
貌
を
、
「
蝉
娼
た
り
し
両
鬚
は
」
云
々
の
常
套
句
に
は
じ
め

て
「
小
野
小
町
の
い
に
し
へ
、
交
野
の
野
辺
の
摺
り
衣
袖
払
う
雪
の
下
」
云

々
と
、
小
野
小
町
の
名
を
引
き
な
が
ら
讃
め
称
え
た
次
に
、
筆
は
そ
の
衣
裳

描
写
に
及
ん
で
い
る
。
や
や
長
文
で
あ
る
が
、
『
浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
』
に

お
け
る
御
曹
司
の
衣
裳
描
写
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
以
下
引
用
し
て
み
る
。

あ
ま
り
の
こ
と
の
い
つ
く
し

き
に
衣
装
を
も
見
て
あ
れ

ば
、
紅
千
入
の
袴
踏
み
し
た

へ
、
膚
に
は
な
に
を
か
召
さ

れ
け
ん
。
上
に
は
白
き
練
絹

に
、
種
々
の
糸
に
て
い
ろ
い

ろ
に
、
物
の
上
手
が
縫
う
て

あ
り
。
ま
づ
、
上
前
の
く
だ

り
に
は
、
恋
を
駿
河
の
富
士（

マ

の
嶺
に
、
浮
雲
帯
と
回
り
け

マ
）る

。
解
か
ん
と
す
れ
ば
結
び

な
し
。
煙
は
空
に
縦
折
れ

て
、
風
に
ぞ
座
く
。
高
嶺
の

雪
、
い
つ
ま
で
消
へ
で
経
ぬ

ら
ん
と
、
裾
は
繁
る
山
な
れ

〈
恋
塚
物
語
〉

（
略
）
後
の
縫
物
に
は
（
略
）
物
の
上
手
が
秘

曲
を
尽
し
て
縫
ひ
て
あ
り
。
弓
手
の
袖
を

下
り
に
は
、
杉
の
群
立
を
千
本
揃
へ
て

縫
は
せ
た
る
。
杉
の
木
の
間
よ
り
出
づ
る

月
を
ぞ
縫
は
せ
た
る
。
馬
手
の
袖
を
下
り

に
は
、
松
を
千
本
あ
ざ
や
か
に
縫
は
せ
、

松
の
葉
越
し
に
朝
日
の
出
づ
る
と
こ
ろ

を
、
ほ
の
ぼ
の
と
縫
は
せ
た
り
。
弓
手
の

肩
よ
り
下
に
は
（
略
）
縫
は
せ
た
り
。
左
の

紐
に
は
（
略
）
下
げ
ら
れ
た
り
。
大
口
様
を

見
て
あ
れ
ば
（
略
）
縫
は
せ
た
り
。
ま
た
袴

の
結
構
さ
は
、
裏
腰
に
は
春
の
柳
を
萌
え

立
つ
ほ
ど
に
縫
は
せ
、
百
種
の
花
を
に
ほ

に
ほ
と
縫
は
せ
た
り
。
花
の
本
に
は
多
く

の
大
名
集
ま
り
て
、
酒
宴
な
か
ば
と
見
え

〈
浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
〉I
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両
者
の
衣
裳
の
構
成
は
、
男
女
の
相
違
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
恋
』

の
方
が
は
る
か
に
単
純
で
あ
る
が
、
叙
述
の
基
本
的
な
構
造
は
一
致
し
て
い

『
恋
塚
物
語
』
論

の
妻
問
ふ
声
に
あ
は
れ
増

す
。
き
て
、
周
到
引
引
倒
伺

は
、
三
保
の
松
原
、
清
見
寺
、

よ
は
ひ
は
君
が
例
し
か
や
。

さ
て
ま
た
裾
の
蹴
回
し
は
浮

島
が
原
、
田
子
の
浦
、
海
人

の
釣
り
舟
ほ
の
見
ゆ
る
。
磯

打
つ
波
の
激
し
く
て
、
波
に

漂
う
浜
千
鳥
、
帆
回
訓
例
釧

り
と
縫
ふ
て
あ
り
。
さ
て
、

｜
ぱ
、
紅
葉
踏
み
分
け
鳴
く
鹿

帯
の
見
事
さ
は
ご
さ
ん
の
綾

に
縫
箔
し
、
そ
の
あ
い
あ
い

に
秋
の
野
に
、
草
尽
く
し
を

ぞ
縫
わ
れ
た
り
。
桔
梗
、
刈

萱
、
女
郎
花
、
荻
、
萩
、
露

に
薄
、
蘭
、
雁
、
鹿
、
虫
に
、

霧
の
月
、
鶉
や
鴫
に
紅
葉
、

菊
、
蔦
の
葉
ま
で
も
数
を
雪

く
し
て
縫
わ
れ
た
り
。
’

や
思
ふ
ら
ん
と
、

’
せ
た
ｈ
ノ
。

は
せ
た
れ
。
馬
手
の
蹴
回
し
に
は
愛
き
も

拝
権
魂
壁
諏
濡
匪
幅
恥
橘
幽
鐸
轆
率
獅
割
一
１

人
帰
る
と
こ
ろ
を
、
あ
り
あ
り
と
こ
そ
経

ｐ
１
ｒ
１
ｆ
１
ｆ
、
Ｊ
１
〃
、
７
，
７
，
１
－
１
１
１
‐
Ｉ

と
維
は
せ
た
り
。
弓
手
蹴
回
し
に
は
、
日

本
一
の
絵
師
の
上
手
が
、
藤
代
峠
に
七
日

ま
で
居
て
、
鎌
倉
谷
七
郷
を
な
が
む
れ

ば
、
さ
ら
さ
ら
筆
に
も
及
ば
ず
し
て
、
都

て
あ
り
。
前
腰
の
下
り
に
は
、
秋
の
野
を

縫
は
せ
た
り
。
玉
椿
、
桔
梗
、
刈
萱
、
女

郎
花
、
切
生
薄
、
露
う
ち
な
び
く
秋
の
田

の
、
穂
の
上
照
ら
す
稲
妻
を
、
ほ
の
ぼ
の

‐
｜

｜’、
‐
ｆ
、
ｒ
、
ノ
ー
Ｊ
１
〃
く
ｊ
ｒ
、
ノ
ー
Ｊ
、
Ｊ
●
、
ｆ
、
Ｊ
Ｆ
Ｉ
ノ
ー
Ｊ
０
１
ｆ
、
Ｊ
４
１
ｆ
１
Ｊ

さ
も
あ
り
き
う
に
縫
は

る
。
こ
と
に
、
衣
裳
の
各
部
位
を
順
に
追
い
な
が
ら
、
そ
の
刺
繍
の
景
色
を

詳
細
に
描
き
、
「
物
の
上
手
が
縫
う
あ
り
」
「
あ
り
あ
り
と
縫
ふ
て
あ
り
」
な

ど
と
同
一
の
句
で
括
る
点
は
は
な
は
だ
類
似
度
が
高
い
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、

後
述
す
る
根
拠
か
ら
も
、
単
な
る
類
型
の
一
致
と
い
う
よ
り
も
、
『
恋
』
の

作
者
が
『
浄
瑠
璃
物
語
』
系
統
の
作
品
に
そ
の
手
法
に
学
ん
だ
も
の
と
思
わ

れ
る
。
も
っ
と
も
義
経
の
こ
の
衣
裳
描
写
は
、
『
浄
瑠
璃
物
語
』
の
独
創
で

（
咽
）

は
な
く
、
松
本
隆
信
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
幸
若
舞
曲
『
烏
帽
子
折
』

の
、
同
じ
く
義
経
の
衣
裳
描
写
と
し
て
み
え
て
い
る
が
、
『
浄
瑠
璃
十
二
段

草
紙
』
に
は
大
幅
な
増
補
が
み
ら
れ
、
こ
の
場
面
に
か
け
た
物
語
作
者
の
意

気
込
み
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
恋
』
に
は
、
後
の
美
人
揃
え
の
項

に
「
用
命
天
皇
の
た
へ
ぬ
思
ひ
に
あ
こ
が
れ
て
、
は
る
ｊ
、
下
ら
せ
た
ま
ひ

つ
畠
、
草
刈
り
人
と
な
り
た
ま
ひ
恋
路
の
闇
を
は
れ
た
ま
ふ
、
真
野
長
者
の

一
人
女
、
玉
依
姫
と
も
い
ふ
べ
き
か
」
と
烏
帽
子
折
説
話
が
み
え
て
お
り
、

『
恋
」
の
作
者
の
念
頭
に
こ
れ
ら
の
物
語
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

さ
て
、
『
恋
』
の
衣
裳
描
写
に
再
度
目
を
戻
す
と
、
こ
の
女
性
は
、
紅
の

袴
の
踏
み
し
だ
い
て
、
上
に
は
白
の
練
絹
に
さ
ま
ざ
ま
な
刺
繍
を
ほ
ど
こ
し

た
も
の
を
着
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、
『
義
経

記
』
に
お
け
る
静
御
前
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
白
拍
子
な
ど
の

遊
君
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物
語
と
同
じ
類
型
で
以
て
登
場
し
て
く
る

『
猿
源
氏
草
紙
」
の
螢
火
が
や
は
り
遊
君
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る

と
、
こ
れ
は
な
か
な
か
興
味
深
い
問
題
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

「
恋
』
の
こ
の
女
性
は
刑
部
左
衛
門
の
妻
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
は
、
以
上
の
描
写
は
、
こ
の
設
定
と
は
や
や
釦
酪
を
き
た
し
て
い

七



る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
、
御
簾
を
風
が
吹
き
上
げ
た
そ
の
一

瞬
の
隙
を
捉
え
て
の
目
撃
の
内
容
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
微
に
入
り
細
を
穿

っ
た
こ
の
描
写
も
、
物
語
の
展
開
の
合
理
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
不

自
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
物

語
の
合
理
性
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
や
モ
チ
ー
フ
を
取
り

込
ん
で
、
そ
の
複
合
の
も
と
に
場
面
を
構
成
し
て
ゆ
く
御
伽
草
子
作
者
の
意

匠
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
描
写
は
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
も
は
や
描
写
と
い
う
に
は
値

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
象
は
目
撃
者
の
盛
遠
の
視
線
を
離
れ
て
、
そ
れ

自
体
一
つ
の
宇
宙
を
形
成
す
る
か
の
ど
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
房
の
衣

装
に
描
か
れ
た
こ
の
風
景
は
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
物
語
作
者
の
独
創
に
か

か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
衣
裳
の
上
前
か
ら
裾
に
至
る
部
位
に
は
、
富
士
山

一
帯
の
駿
河
の
風
景
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
地
名
は
名

所
・
歌
枕
と
し
て
古
来
著
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
と
ら
れ

て
い
る
手
法
は
、
単
な
る
名
所
の
羅
列
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
う
一
手

作
者
の
趣
向
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
恋
は

駿
河
の
富
士
の
嶺
に
」
の
句
は
、
御
伽
草
子
『
鉢
か
づ
き
』
に
も
「
胸
は
駿

河
の
富
士
嶽
、
袖
は
清
見
が
関
な
れ
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
類
句
の
多
い
も

の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
御
伽
草
子
『
小
町
草
子
』
の
小
町
に
よ
る
文
尽
く
し

の
な
か
に
「
恋
を
駿
河
の
文
も
あ
り
。
富
士
の
煙
の
文
も
あ
り
」
と
恋
文
の

一
類
型
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
『
恋
塚
物
語
』
の
題
名
に

ふ
さ
わ
し
く
、
主
人
公
の
衣
裳
に
恋
の
イ
メ
ー
ジ
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
憶
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、

Ｃ
美
女
の
名
と
恋
愛
遍
歴

船
に
も
琴
の
爪
音
を
か
き
揃
へ
て
調
む
れ
ば
、
面
白
し
と
も
な
か
な
か

に
、
と
か
ふ
申
に
詞
な
し
。
ま
こ
と
に
天
人
も
天
下
り
、
菩
薩
も
こ
こ

に
影
向
と
、
聰
く
人
感
の
も
よ
う
せ
り
。

と
、
天
人
影
向
の
常
套
的
な
叙
述
に
よ
っ
て
登
場
し
て
く
る
主
人
公
は
、

『
恋
」
で
は
天
女
の
姫
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
名
は
、
前
掲
の
『
猿

源
氏
草
紙
』
の
挿
入
説
話
で
も
み
ら
れ
る
が
、
「
滝
』
に
は
な
い
。
こ
の
名

一
八

今
は
ま
た
何
を
か
身
に
も
ま
と
へ
ん
と
、
な
く
ｊ
、
お
き
つ
の
浜
千
烏
、

清
見
が
関
に
著
き
に
け
り
。
富
士
の
高
嶺
に
立
つ
煙
を
な
が
め
、
漕
ぎ

（
、
）

行
く
船
を
三
保
の
浦
松
原
こ
ゆ
る
潮
煙

と
い
っ
た
風
景
は
、
『
小
町
草
子
』
に
お
い
て
、
「
色
好
み
の
遊
女
」
の
な
れ

の
果
て
た
る
小
野
小
町
が
た
ど
る
旅
路
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
『
恋
』
の
女
性

の
衣
裳
に
は
、
こ
う
し
た
『
小
町
草
子
』
の
世
界
す
ら
も
摺
り
込
ま
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
衣
裳
描
写
に
先
立
っ

て
小
野
の
小
町
の
名
が
登
場
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
連
想
の
は
た
ら
き
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
恋
』
に
お
け
る

天
女
姫
の
衣
裳
描
写
が
、
恋
の
物
語
・
色
好
み
の
世
界
の
表
象
と
し
て
あ
る

と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
程
度
い
い
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
恋
』
に
お
け
る
主
人
公
の
女
性
の
登
場
場
面
は
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の

類
型
や
イ
メ
ー
ジ
が
織
り
込
ま
れ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
交
差
の

生
み
出
す
、
い
わ
ば
あ
そ
び
の
世
界
に
こ
そ
、
こ
の
物
語
の
作
者
の
意
匠
を

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



が
こ
の
物
語
の
主
人
公
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
御
伽
草
子
の
文
覚
発
心

證
の
二
作
品
が
、
天
界
の
女
性
と
の
交
渉
を
描
い
た
『
梵
天
国
』
や
『
貴
船

の
本
地
』
な
ど
を
典
型
と
す
る
恋
愛
遍
歴
型
の
モ
チ
ー
フ
を
物
語
の
構
成
上

の
骨
格
と
し
て
深
く
取
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
延
慶
本
で
は
、

火
事
騒
ぎ
で
目
指
す
女
性
を
見
失
っ
た
盛
遠
が
、
直
後
、
橋
の
聖
か
ら
身
元

を
聞
き
出
し
、
そ
の
母
の
住
居
を
訪
れ
る
と
す
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

御
伽
草
子
で
は
、
女
性
を
見
失
っ
た
樅
速
が
そ
の
面
影
を
求
め
て
、
神
仏
に

祈
願
し
つ
つ
遍
歴
を
す
る
と
い
う
構
成
を
と
る
。
こ
と
に
、
『
滝
』
で
は
、

最
初
の
石
清
水
参
籠
の
利
益
に
よ
っ
て
、
宿
の
主
人
か
ら
女
房
の
身
元
を
聞

き
出
す
こ
と
を
得
、
二
度
目
の
清
水
参
籠
に
よ
っ
て
、
女
性
と
の
逓
遁
を
果

た
す
と
い
う
よ
う
に
、
神
仏
霊
験
の
モ
チ
ー
フ
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
。

一
方
、
『
恋
』
で
は
八
幡
の
利
益
の
み
を
記
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う

し
た
構
想
は
、
た
と
え
ば
、
『
お
も
か
げ
物
語
』
『
貴
船
の
本
地
』
等
と
い
っ

た
恋
愛
遍
歴
の
物
語
に
酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
取
り
込
み
が
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
、
い
ま
一
つ
、
『
恋
』
に
登
場
す
る
美
人
の
名
に
注
目
し
て
み
た
い
。

か
れ
と
云
こ
れ
と
い
ふ
、
つ
ら
つ
ら
昔
を
案
ず
る
に
、
毘
沙
門
の
妹
に
、

吉
祥
天
女
、
ほ
し
の
宮
、
浄
飯
王
の
御
妃
、
摩
耶
夫
人
に
異
な
ら
ず
。

鬼
の
娘
の
十
郎
姫
、
同
じ
く
妹
、
、
こ
ん
ず
の
宮
、
越
の
西
施
か
耶
輸
陀

羅
女
、
末
利
夫
人
に
五
衰
殿
．
．
：
。

こ
れ
は
、
前
述
の
天
女
姫
の
衣
裳
描
写
に
続
く
、
『
恋
』
の
美
人
揃
え
の

一
部
で
あ
る
。
御
伽
草
子
の
美
人
揃
え
の
な
か
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
名
が

多
い
中
で
、
傍
線
部
「
鬼
の
娘
の
十
郎
姫
、
同
じ
く
妹
、
こ
ん
ず
の
宮
」
の

名
は
い
さ
さ
か
注
目
に
価
す
る
。
こ
の
う
ち
、
鬼
の
十
郎
姫
の
名
は
『
梵
天

『
恋
塚
物
語
』
論

吉
祥
天
女
に
も
す
ぐ
れ
た
る
。
：
・
・
。

と
、
姉
妹
の
名
が
登
場
す
る
。
こ
の
鬼
の
美
人
姉
妹
は
、
『
貴
船
の
本
地
』

（
型
）

の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
り
、
こ
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
三
浦
俊
介
氏
の
論
考
が
あ

る
。
三
浦
氏
は
、
姉
の
十
郎
姫
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
『
梵
天
国
』
の
十

郎
姫
と
の
関
係
か
ら
説
い
て
い
る
。
即
ち
、
『
梵
天
国
』
諸
本
に
み
ら
れ
る

こ
の
名
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
り
、
本
来
「
法
華
経
」
陀
羅
尼
品
に
登
場
す

る
「
十
羅
刹
女
」
が
転
訓
し
て
「
十
郎
」
と
な
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の

妹
の
「
こ
ん
ず
の
宮
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
文
献
に
こ
の
名
が
見
当
ら
な
い

と
し
て
、
『
き
ま
ん
国
物
語
』
の
「
か
う
た
い
女
御
」
と
の
関
係
に
言
及
す

る
。
以
上
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
『
恋
』
に
お
け
る
鬼
の
姉
妹
名
の

登
場
は
、
『
貴
船
の
本
地
』
の
物
語
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
と
『
梵
天
国
』
・
『
貴
船
の
本
地
』
と

い
っ
た
恋
愛
遍
歴
謹
と
の
関
係
を
考
え
る
一
つ
の
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

鬼
の
姉
妹
の
名
は
、
そ
の
痕
跡
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

国
』
に
登
場
し
て
お
り
、
さ
ら
に
『
貴
船
の
本
地
』
に
は
、

大
な
る
国
あ
り
。
名
を
は
き
こ
ぐ
（
鬼
国
）
と
い
へ
り
。

Ｄ
笛
の
物
語

御
伽
草
子
の
文
覚
発
心
證
は
一
面
、
音
楽
物
語
と
し
て
の
性
格
を
そ
な
え

て
い
る
。
即
ち
、
笛
と
琴
（
「
滝
』
に
お
い
て
は
琵
琶
）
と
い
う
楽
器
が
、
物

一
九

人
あ
り
。
ら
ん
は
さ
う
王
と
名
付
く
。
娘
二
人
あ
り
。
姉
を
ば
十
郎
御

前
、
妹
は
こ
ん
つ
女
と
申
け
る
は
、
十
三
に
な
る
と
聞
く
。
見
め
か
た

ち
た
ぐ
い
な
き
事
、
漢
家
・
本
朝
に
も
あ
り
が
た
し
。
毘
沙
門
の
妹
、

（
鋤
）

か
の
国
に
王
一



語
構
成
上
の
き
わ
め
て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
盛
遠
と
天
女
の

姫
と
の
出
会
い
は
、
難
波
江
に
お
い
て
双
方
の
奏
す
る
笛
と
琴
の
音
に
発
す

る
の
で
あ
り
、
以
後
も
こ
の
楽
器
の
音
が
物
語
の
導
き
の
糸
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
天
女
の
姫
の
行
方
を
尋
ね
あ
ぐ
ね
た
盛
遠
が
、
鳥

羽
の
里
で
笛
を
吹
い
て
い
る
と
、
そ
の
音
に
惹
か
れ
た
宿
の
主
人
か
ら
目
指

す
姫
の
身
元
を
川
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
京
都
西
七
条
で
吹
く
笛
の

音
が
機
縁
と
な
っ
て
、
伽
の
母
尼
公
に
奉
公
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
物
語

の
展
開
に
果
た
す
笛
の
役
割
は
大
き
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
後
、
盛
遠
と
天
女

の
姫
と
の
選
遁
は
、
二
人
の
笛
と
琴
の
合
奏
を
所
望
す
る
母
尼
公
の
発
意
に

よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
『
滝
』
も
基
本
的
に
同
じ

筋
立
て
を
採
っ
て
お
り
、
御
伽
草
子
の
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
楽
器
の
物
語

と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
構
想
上
の
根
幹
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

（
型
）

て
い
る
。
市
古
貞
次
氏
は
『
中
世
小
説
の
研
究
』
の
な
か
で
、
『
浄
瑠
璃
物

語
』
等
で
、
笛
の
名
手
と
し
て
登
場
す
る
義
経
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
「
浄

瑠
璃
御
前
の
心
を
先
づ
引
き
つ
け
た
の
は
、
こ
の
笛
の
妙
音
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
判
官
物
の
恋
物
語
に
共
通
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
略
）
恋
愛
成
就

の
秘
訣
は
、
第
一
に
音
楽
、
第
二
に
文
学
的
教
養
、
和
歌
の
徳
で
あ
っ
て
、

彼
の
武
勇
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
」
と
、
笛
の
恋
愛
潭
に
果
た
す
役
割
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
笛
に
よ
る
求
婚
潭
と
い
う
室
町
文
芸
の
類
型
が
示
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
御
伽
草
子
の
文
覚
発
心
證
に
お
い
て
も
こ
の
モ
チ
ー

フ
が
援
用
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
音
楽
の
モ
チ
ー
フ
は

先
行
の
延
慶
本
の
本
話
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
す

ぐ
れ
て
御
伽
草
子
的
な
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
と
に
、
盛
遠
の
笛
の
音
に
聞
き
惚
れ
た
宿
の
主
人
が
登
場
す
る
箇
所
な

ど
は
、
美
濃
青
墓
の
宿
の
長
者
が
義
経
の
笛
の
音
に
感
じ
、
用
命
天
皇
の
草

刈
り
笛
説
話
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
『
烏
川
子
折
』
や
『
浄
瑠
璃
物
語
、
一
な
ど

の
直
接
的
影
響
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
「
恋
』
『
滝
』
と
も

に
、
盛
遠
の
笛
に
感
じ
、
そ
の
身
元
を
問
う
宿
の
主
人
に
対
し
、
盛
遠
が

「
筑
紫
の
者
」
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

こ
れ
は
『
烏
州
子
折
』
に
お
い
て
、
用
命
天
皇
の
山
路
の
草
刈
笛
説
話
が
、

「
是
は
筑
紫
の
物
語
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
、
そ
の
裏
返
し
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
『
梵
天
国
』
に
お
い
て
、
中
納
言
が
姫
を
尋
ね
て
、
船

で
羅
刹
国
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
際
、
そ
の
笛
の
音
に
感
じ
て
集
ま
っ
て
き
た

土
地
の
者
に
「
筑
紫
の
者
」
と
名
乗
る
こ
と
と
も
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
。
『
梵
天
国
』
で
は
、
こ
の
後
、
こ
の
者
の
協
力
や
中
納
言
の
笛
の
噂
を

聞
き
つ
け
た
は
く
も
ん
王
の
召
し
に
よ
っ
て
姫
君
の
い
る
宮
殿
へ
と
向
か
う

こ
と
に
な
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
恋
』
『
滝
』
に
お
い
て
、
姫
と
癖
遠
の
出
会
い
は
、

姫
を
は
じ
め
と
す
る
女
房
た
ち
の
弾
く
琴
の
音
と
磯
遠
の
笛
の
音
に
始
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
点
と
て
も
、
こ
の
物
語
の
作
者
の
創
作
と
は
い
え
な

い
。
物
語
は
、
渡
辺
の
橋
供
養
聴
聞
の
た
め
難
波
江
に
下
っ
て
く
る
船
の
中

か
ら
。

爪
音
気
高
き
琴
の
音
の
、
波
の
暇
々
か
す
か
に
て
、
風
に
添
う
て
ぞ
聞

け
る
。
難
波
の
浦
の
松
風
か
。
い
づ
ち
の
峯
に
通
ふ
ら
む
、
定
か
な
ら

ね
ば
聞
き
わ
か
ず
。
心
を
澄
ま
し
て
笛
を
吹
き
、
楽
の
調
子
を
と
と
の

へ
て
、
半
時
ば
か
り
ぞ
吹
き
に
け
る
。
船
に
も
琴
の
爪
音
を
か
き
揃
へ

二

○



て
調
む
れ
ば
、
面
白
し
と
も
な
か
な
か
に
、
と
か
ふ
申
に
詞
な
し
。
ま

こ
と
に
天
人
も
天
下
り
、
菩
薩
も
こ
こ
に
影
向
と
、
聴
く
人
感
の
も
よ

う
せ
り
。

と
、
妙
な
る
琴
の
音
が
響
い
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
こ
の
琴

の
音
に
魅
入
ら
れ
た
盛
遠
が
天
女
の
姫
を
垣
間
見
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
場
面
設
定
は
、
ほ
ぼ
『
浄
瑠
璃
物
語
』
に
依
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

即
ち
、
「
爪
音
や
き
し
き
琴
の
音
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
義
経
は
、
浄
瑠
璃

御
前
の
姿
の
垣
間
見
、
こ
の
姫
と
「
比
翼
連
理
の
契
り
」
を
な
し
た
い
も
の

だ
と
思
っ
て
佇
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
姫
は
な
お
も
お
付
き
の
女
房
十
二
人
を

召
し
て
管
絃
の
遊
び
を
始
め
る
。
そ
の
様
子
は
、

琵
琶
の
音
、
琴
の
音
、
澄
み
わ
た
り
、
悪
業
煩
悩
は
雲
晴
れ
て
、
極
楽

浄
土
も
か
く
や
ら
ん
。
天
人
も
天
降
り
、
菩
薩
も
こ
こ
に
影
向
な
る
か

と
お
ぼ
し
く
て
知
る
も
知
ら
ぬ
も
お
し
な
べ
て
、
随
喜
の
涙
を
流
し
つ

つ
、
皆
袖
を
こ
そ
し
ぽ
り
け
れ
。
（
『
浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
』
）

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
』
を
以
て
こ
の
あ
た
り

の
構
成
を
示
せ
ば
、
①
琴
の
音
の
誘
惑
、
②
義
経
の
姫
垣
間
見
、
③
姫
の
衣

装
描
写
、
④
美
人
揃
え
、
⑤
女
房
た
ち
の
管
絃
と
い
う
よ
う
に
推
移
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
恋
」
で
は
①
琴
の
音
の
誘
惑
、
②
十
二
人
の
美
し

い
女
房
の
登
場
、
③
盛
遠
の
姫
垣
間
見
、
④
姫
の
衣
装
描
写
、
⑤
美
人
揃
え

と
な
っ
て
お
り
、
両
者
の
類
似
度
は
き
わ
め
て
高
く
、
両
者
の
直
接
的
関

係
は
動
か
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
恋
』
の
作
者
が
『
浄
瑠
璃
物

語
』
系
統
の
物
語
の
こ
の
場
面
を
取
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、

違
い
と
い
え
ば
、
盛
遠
の
垣
間
見
の
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
、
「
浄
瑠
璃
十
二

『
恋
塚
物
語
」
論

Ｅ
御
伽
草
子
の
枠
組
み

御
伽
草
子
の
二
つ
の
文
覚
発
心
識
に
お
い
て
、
鹸
も
は
な
は
だ
し
い
相
違

が
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
結
末
部
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
物
語
の
叙
述
は
多

分
に
そ
の
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
「
滝
』
が
左
衛
門
と
盛
遠
の
出
家
及
び

諸
国
修
業
を
述
べ
て
、
「
よ
し
な
き
恋
の
終
わ
り
こ
そ
出
家
の
始
め
な
り
け

り
」
と
、
比
較
的
あ
っ
さ
り
と
物
語
を
閉
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
『
恋
』
は

そ
こ
に
様
々
の
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
本
稿
一
節
の
梗
概
で

（
配
）

も
示
し
た
よ
う
に
、
出
家
後
の
刑
部
左
衛
門
が
大
仏
の
聖
俊
乗
坊
重
源
に
、

盛
遠
が
文
覚
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
以
後
の
事
績
を
記
し
て

い
る
点
、
鳥
羽
の
恋
塚
、
秋
の
山
の
名
所
案
内
的
記
述
、
さ
ら
に
は
文
覚
、

刑
部
左
衛
門
の
子
孫
の
家
門
再
興
記
事
等
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

刑
部
左
衛
門
の
子
、
そ
の
時
三
歳
に
な
り
け
る
を
、
家
の
子
郎
等
、
取

り
育
て
、
跡
を
ば
継
が
せ
、
い
よ
い
よ
に
栄
へ
て
、
君
の
御
党
へ
も
他

に
異
な
る
と
間
へ
し
が
、
末
繁
椛
と
栄
へ
る
。
滝
口
盛
遠
も
、
代
々
忠

段
草
紙
』
が
採
用
し
た
、
『
源
氏
物
語
」
若
紫
巻
を
先
雛
と
す
る
文
字
通
り
の

垣
間
見
の
そ
れ
を
採
ら
ず
、
難
波
江
の
風
景
に
相
応
し
く
、
玉
垂
の
隙
の
モ

チ
ー
フ
を
選
ん
だ
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
姫
の
衣
装
描
写
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、

浄
瑠
璃
姫
の
衣
装
で
は
な
く
、
同
じ
く
『
浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙
』
の
義
経
の

衣
装
描
写
の
場
面
に
学
ん
だ
と
い
う
二
点
で
あ
ろ
う
。
お
伽
草
子
の
創
作
に

あ
た
っ
て
は
個
々
の
モ
チ
ー
フ
の
取
り
替
え
は
自
由
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の

操
作
の
仕
方
に
こ
そ
手
腕
が
表
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。



孝
の
者
な
れ
ば
、
此
事
、
御
門
問
こ
し
召
し
、
子
孫
に
仰
せ
て
、
そ
の

家
を
継
が
せ
給
ひ
け
る
こ
と
は
、
め
で
た
か
り
け
る
た
め
し
な
り
。

と
い
う
、
展
後
の
子
孫
繁
栄
記
事
で
あ
る
。
『
恋
』
の
こ
の
記
事
は
、

髪
に
、
仁
王
（
人
王
）
の
は
じ
め
、
神
武
天
皇
よ
り
七
十
六
代
に
あ
た
ら

せ
た
ま
ふ
帝
を
ば
、
近
衛
院
と
ぞ
申
け
る
。
ま
こ
と
に
、
吹
く
風
の
枝

を
鳴
ら
さ
ぬ
御
代
な
れ
ば
、
民
の
鎖
し
を
さ
さ
ず
し
て
、
四
海
の
外
ま

で
波
も
な
く
、
国
土
の
民
も
豊
に
て
、
朝
夕
の
煙
り
あ
つ
く
ぞ
立
ち
に

け
る
。

と
い
う
、
世
の
平
穏
を
寿
ぐ
物
語
冒
頭
部
と
対
応
し
て
、
お
伽
草
子
に
相
応

し
い
、
祝
言
的
な
枠
組
み
を
形
成
し
て
い
る
。

物
語
の
結
び
に
お
け
る
祝
言
は
御
伽
草
子
に
頻
出
し
て
、
い
ま
さ
ら
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
物
語
の
冒
頭
部
に
お
け
る
こ
う
し
た
祝
言
も
、
た
と
え
ば

『
木
曽
義
高
物
語
』
に
、

清
和
天
皇
の
御
末
、
鎌
倉
の
左
兵
衛
佐
頼
朝
平
家
を
滅
ぼ
し
、
日
本
国

掌
に
握
り
、
右
大
将
に
り
給
ひ
て
、
四
海
を
静
か
に
万
民
の
楽
し
み
め

で
た
く
こ
そ
侍
り
け
れ
。

と
み
え
る
他
、
『
酒
呑
童
子
』
『
淵
の
草
紙
』
『
さ
ざ
れ
石
』
等
々
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
御
伽
草
子
冒
頭
部
分
の
一
類
型
と

認
め
て
よ
い
。
こ
の
物
語
の
本
貫
が
一
人
の
女
性
を
死
へ
と
追
い
遣
っ
た
盛

遠
や
母
尼
公
の
戯
悔
謹
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
御
伽
草
子
の
類
型
と
し
て
の
こ

の
枠
組
み
は
、
本
来
的
に
は
物
語
の
主
題
を
裏
切
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
出

家
物
語
を
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
る
思
想
は
、
い
わ
ば
信
仰
の
快
楽
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
物
語
は
、
主
人
公
を
は
じ
め
と
す
る
登
場
人
物
た
ち
の
出

家
を
も
っ
て
完
結
を
す
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
恋
』

の
結
末
部
は
、
そ
こ
に
祝
言
の
枠
組
み
を
や
や
強
引
な
形
で
付
け
加
え
て
い

ブ
《
ｕ
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物
語
の
作
者
が
そ
の
こ
と
に
無
意
識
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
し

か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
敢
え
て
こ
の
枠
組
み
が
用
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
御

伽
草
子
の
世
界
に
お
い
て
こ
の
枠
組
み
の
持
つ
一
種
の
牽
引
力
の
強
さ
が
み

て
と
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
出
家
の
物
語
に
お
け
る
子
孫
繁
盛
の
結
末
は
、

こ
の
『
恋
』
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
御
伽
草
子
『
西
行
』
な
ど
に
お
い
て
も

み
ら
れ
る
趣
向
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
室
町
の
物
語
を
支
え
る
現
世
利
益
的
思
想
を
抜
き

に
し
て
は
語
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
ま
た
一
面
、
お
伽
草
子
創
作

上
の
手
法
の
問
題
で
で
も
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

以
上
、
い
く
つ
か
の
点
か
ら
御
伽
草
子
の
文
覚
発
心
謹
の
創
作
手
法
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
。
そ
こ
に
み
ら
れ
た
の
は
、
文
覚
発
心
護
と
い
う
本
来
独

立
し
た
物
語
が
、
御
伽
草
子
と
い
う
、
そ
れ
自
体
か
な
り
強
固
な
求
心
力
を

持
つ
、
大
き
な
世
界
の
な
か
に
投
げ
込
ま
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
変
容
を

遂
げ
る
の
か
と
い
う
、
一
つ
の
実
験
的
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
。
御
伽
草
子

の
工
房
に
お
い
て
、
既
存
の
物
語
は
、
一
度
解
体
さ
れ
、
手
持
ち
の
部
品

（
類
型
・
モ
チ
ー
フ
）
の
組
み
立
て
や
は
め
込
み
と
い
う
作
業
を
経
て
、
再

生
産
さ
れ
る
。
お
伽
草
子
の
創
造
性
は
、
け
っ
し
て
個
々
の
プ
ロ
ッ
ト
や
モ

チ
ー
フ
の
新
し
さ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
相
互
の
組
合
せ
の
も
た
ら

ﾆニ
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す
効
果
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
一
方
で
は
、
古
典
の
解
体
作
業
で

あ
り
、
一
方
で
は
、
そ
の
再
生
産
の
作
業
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
物
語
は
、

既
存
の
類
型
や
モ
チ
ー
フ
の
引
用
の
織
り
物
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
首
尾
を
読
み
手
・
聞
き
手
に
間
う
て
い
る
と
も

い
え
る
。
本
稿
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
、
本
作
品
に
顕
著
な
説
話
の
引
用
も
、

お
そ
ら
く
は
同
じ
観
点
か
ら
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

『
滝
』
の
盛
速
一
目
惚
れ
の
場
面
で
引
用
さ
れ
る
、
『
伊
勢
物
語
』
九
十
九

段
の
ひ
を
り
説
話
や
志
賀
寺
上
人
説
話
は
、
い
ず
れ
も
著
名
な
も
の
で
あ
る

が
、
ま
さ
に
『
猿
源
氏
草
紙
』
に
い
う
．
目
見
て
の
恋
」
の
類
型
の
確
認

で
あ
っ
た
。
即
ち
、
類
型
・
類
話
の
存
在
と
そ
の
明
示
が
物
語
の
秩
序
を
安

定
さ
せ
、
そ
こ
に
一
種
の
権
威
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
『
恋
塚
物
語
』
を
中
心
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
創
作

上
の
手
法
の
問
題
に
終
始
し
た
が
、
最
後
に
内
容
的
な
面
に
触
れ
て
お
く
。

即
ち
、
延
慶
本
の
本
話
か
ら
御
伽
草
子
へ
の
大
き
な
変
化
は
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
盛
遠
の
戯
悔
證
か
ら
一
人
の
女
性
の
悲
劇
へ
と
、
物
語
の
主
題
が
転

換
し
た
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
御
伽
草
子
で
は
、
夫
刑
部
左
衛
門
や
延
慶
本

に
は
登
場
し
な
い
三
歳
の
若
君
と
の
別
れ
の
場
面
を
か
な
り
詳
細
に
語
り
、

そ
の
愁
嘆
場
を
盛
り
上
げ
て
い
る
な
ど
は
そ
の
端
的
な
表
れ
で
あ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
１
）
服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
母
と
子
』
（
中
央
公
論
社
）
。

（
２
）
徳
田
和
夫
「
中
世
神
話
の
視
界
ｌ
絵
解
き
（
『
苅
萱
』
と
『
恋
塚
』
）
の
物
語

Ｉ
」
（
「
日
本
文
学
」
．
一
九
七
九
・
九
）
。

（
３
）
小
林
美
和
「
文
覚
発
心
認
再
考
（
上
）
Ｉ
物
語
の
伝
統
と
そ
の
変
質
ｌ
」
（
「
青

『
恋
塚
物
語
』
論

須
我
波
良
」
四
○
号
）
。
同
「
文
覚
発
心
諏
再
考
（
下
）
Ｉ
物
語
の
伝
統
と
そ
の

変
質
ｌ
」
（
「
青
須
我
波
良
」
四
二
号
ｌ
未
刊
）
。

（
４
）
『
御
伽
草
子
の
世
界
』
（
三
省
堂
）
所
収
。

（
５
）
こ
の
二
作
品
の
他
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
御
伽
草
子
『
猿
源
氏
草
紙
』
に
も

文
覚
発
心
課
が
挿
入
き
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
御
伽
草
子
的
特
徴
を
そ
な

え
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
猿
源
氏
草
紙
』
の
伝
本
も
江
戸
期
を
さ
か
の

ぼ
れ
な
い
（
松
本
隆
信
氏
前
掲
書
）
と
す
れ
ば
、
現
存
の
御
伽
草
子
文
覚
発
心

誼
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
期
以
降
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
の
副
題
を

「
御
伽
草
子
の
方
法
」
と
し
た
が
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
の
は
、
こ
の
期
の
も

の
で
あ
る
と
の
一
応
の
限
定
を
示
し
て
お
き
た
い
。

（
６
）
以
下
『
滝
口
物
語
』
の
引
用
は
、
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
八
に
よ
る
。
但

し
、
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
改
め
、
濁
点
を
付
す
等
、
読
み
の
便
宜
を
は
か
っ
た
。

（
７
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注
３
の
拙
稿
（
下
）
参
照
。

（
８
）
以
下
『
恋
塚
物
語
』
の
引
用
は
、
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
四
に
よ
る
。
但

し
、
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
改
め
、
濁
点
を
付
す
等
、
読
み
の
便
宜
を
は
か
っ
た
。

（
９
）
引
用
は
渋
川
板
（
岩
波
文
庫
）
に
よ
る
。

（
、
）
引
用
は
高
山
市
歓
喜
寺
蔵
本
（
新
日
本
古
典
大
系
『
室
町
物
語
集
』
上
）
に

よ
る
。

（
皿
）
注
９
に
同
。

（
⑫
）
注
９
に
同
。

（
過
）
市
古
古
貞
次
『
中
世
小
説
の
研
究
』
三
○
一
頁
。

（
皿
）
引
用
は
、
新
湘
日
本
古
典
集
成
『
御
伽
草
子
集
』
所
収
の
絵
入
り
古
活
字
版

本
に
よ
る
。

（
巧
）
た
と
え
ば
一
条
兼
良
の
『
連
珠
合
檗
集
』
の
「
恋
部
」
に
は
「
待
心
」
「
逢

心
」
「
別
心
」
「
燭
ね
」
「
忍
」
「
恨
」
等
々
と
い
っ
た
項
目
が
み
ら
れ
る
。

一
一
一
一
一



（
理
）
同
書
、
二
四
三
頁
。

（
羽
）
刑
部
左
衛
門
の
俊
乗
坊
重
源
説
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
歴
史
的
事
実
に
反
す

る
記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
『
恋
』
作
者
の
手
に
な
る
虚
構
と
い
う
よ
り
も
、

お
そ
ら
く
烏
羽
の
浄
土
宗
寺
院
の
唱
導
活
動
が
そ
の
背
後
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
因
み
に
、
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
が
や
は
り
刑
部
左
衛
門
重
源
説

を
記
す
の
は
、
こ
れ
と
同
根
と
思
わ
れ
る
。

（
こ
ば
や
し
・
よ
し
か
ず
帝
塚
山
短
期
大
学
）

（
略
）
市
古
貞
次
前
掲
書
の
用
語
に
よ
る
。

（
Ⅳ
）
注
３
の
拙
稿
参
照
。

（
出
）
注
皿
の
頭
注
参
照
。

（
岨
）
引
用
は
渋
川
板
（
日
本
古
典
大
系
）
に
よ
る
。

（
卯
）
引
用
は
、
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
四
所
収
の
『
貴
船
の
物
語
』
に
よ
る
。
な

お
「
こ
ん
つ
女
」
の
名
は
、
『
貴
船
の
本
地
』
諸
本
で
若
干
の
異
同
が
あ
る
。

（
証
）
三
浦
俊
介
「
『
貴
船
の
本
地
』
の
鬼
の
名
ｌ
法
華
経
と
の
関
連
ｌ
」
（
「
仏
教

文
学
」
一
三
号
）
。

二

四


