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翻
案
と
は
何
か─

─
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
を
手
が
か
り
に
─
─

山
田
利
博

一

問
題
提
起

現
代
は
あ
ま
り
そ
の
意
義
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
重

視
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
当
に
重
要
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
寄

席
に
落
語
を
聞
き
に
行
く
者
や
歌
舞
伎
の
常
連
は
、
そ
の
作
品
で
次
に
何
が

起
こ
る
か
な
ど
熟
知
し
て
い
る
は
ず
だ
し
、
卑
近
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
少
し

前
ま
で
年
末
と
い
う
と
『
忠
臣
蔵
』
が
放
映
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
ス
ト

ー
リ
ー
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
古
典
作
品
の
享
受
に
お
い
て
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
な
ど
、
さ
ほ
ど

重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、
強
い
て
「
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い

う
言
葉
を
用
い
る
な
ら
、
演
者
の
そ
れ
を
見
に
行
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
演
者
に
よ
る
一
つ
の
作
品
解
釈
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
は
こ

れ
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
「
翻
案
」
と
い
う
営
為
に
繋
が
る
も
の

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
実
は
古
典
の
み
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

「
稿
者
の
も
う
一
つ
の
専
門
」
と
自
称
す
る
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
の
世
界
で

は
、
い
わ
ゆ
る
「
二
次
創
作
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
が
溢
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
通
常
、
も
と
の
作
品
と
比
較
し
て
、
価
値
が
低
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る

が
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
し
も
「
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
重
要
性
」
が

さ
ほ
ど
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
概
に
こ
う
い
う
扱
い
を
す
る

に
当
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
決
し
て
稿
者
の
み
の
暴
論
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
翻
案
に
近
い

概
念
と
し
て
「
偽
書
」
が
揚
げ
ら
れ
る
と
思
う
（

１

）

が
、
二
〇
〇
四

年
三
月
か
ら
二
〇
〇
五
年
一
月
に
か
け
て
、
現
代
思
潮
新
社
か
ら
、
日
本
古

典
偽
書
叢
刊
が
全
三
巻
で
発
刊
さ
れ
た
し
、
二
〇
一
一
年
の
二
月
か
ら
五
月

に
か
け
て
、
埼
玉
県
立
熊
谷
図
書
館
で
、
「
奇
書
・
偽
書
・
禁
書
」
展
が
開

催
さ
れ
た
。
そ
の
「
奇
書
・
偽
書
・
禁
書
」
展
の
謳
い
文
句
は
、
「
こ
の
世

に
生
ま
れ
た
数
多
の
本
の
中
で
、
そ
の
由
来
や
評
価
、
あ
る
い
は
扱
い
に
お

い
て
数
奇
な
運
命
を
辿
っ
て
き
た
本
た
ち
が
あ
り
ま
す
。
色
事
や
不
思
議
を

描
い
た
「
奇
な
る
書
物
」、
歴
史
を
揺
る
が
さ
ん
と
す
る
「
偽
り
の
書
物
」、

そ
し
て
時
の
統
治
者
た
ち
か
ら
厭
わ
れ
排
撃
さ
れ
て
き
た
「
禁
じ
ら
れ
た
書

物
」
。
こ
れ
ら
は
内
容
の
是
非
を
問
わ
ず
、
そ
の
不
思
議
な
魅
力
で
人
々
の

興
味
を
引
き
つ
け
て
や
み
ま
せ
ん
。
今
回
は
、
こ
う
し
た
「
奇
書
」「
偽
書
」

お
よ
び
「
禁
書
」
に
関
し
て
記
さ
れ
た
資
料
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
」
で
あ

っ
た
（

２

）

。
こ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
直
接
の
疑
い
で
は
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初
め
て
こ
の
田
舎
源
氏
を
、
作
り
い
で
ん
と
な
し
た
る
刻
、
老
い
た
る

友
人
予

に
曰
、
い
か
に
も
源
氏
の
条
を
く
づ
さ
ず
、
な
る

べ
き
程
は
詞
を
も
、
其
儘
用
ひ
て
書
た
ま
へ
、
源
氏
を
読
ま
ざ

る
童
子
の
、
す
こ
し
は
助
と
な
る
事
あ
ら
ん
。
若
き
友
人

予

に
曰
、
源
氏
の
条
を
翻
案
し
て
、
歌
舞
伎
狂
言
浄
瑠
璃

の
、
お
も
む
き
に
綴
り
給
へ
。
源
氏
を
読
ま
ざ
る
者
や
は
あ
る
。

予

思
ふ
に
、
源
氏
の
如
く
書
と
教
へ
し
老
人
は
熱
湯
好
な

り
。
狂
言
歌
舞
伎
の
や
う
に
綴
れ
と
す
ゝ
め
し
人
は
温
湯
好
な

り
。
是
に
ま
ど
ひ
て
初
編
の
草
稿
い
く
た
び
か
書
き
な
ほ
し
、

ま
づ
若
き
人
の
意
見
に
つ
き
、
泥
蔵
の
物
が
た
り
、
人
丸
堂
の

無
言
場
、
温
く
仕
込
ん
で
お
い
た
れ
ど
、
標
題
の
源
氏
が
さ
め

て
、
水
に
な
ろ
う
と
巻

の
、
詞
を
そ
ろ
／
＼
折
く
べ
て
、
去

年
今
年
と
沸
か
し
か
け
、
既
に
十
編
に
及
び
し
が
、
こ
の
湯
の

加
減
未
分
か
ら
ず
、
赤
本
に
は
う
つ
ら
ぬ
詞
が
多
く
て
、
熱
て

読
う
く
お
ぼ
さ
ば
仙
鶴
堂
を
叩
給
へ
。
次
の
編
よ
り
狂
言
の
水

を
う
め
て
温
く
せ
ん
。
版
元
は
湯
屋
の
亭
主
、
作
者
は
湯
番
に

異
な
ら
ず
。
ど
う
で
も
か
う
で
も
這
入
手
が
、
お
ほ
け
れ
ば
よ

は
ひ
り
て

い
ま
で
に
し
て
、（
以
下
略
）

（
上
巻
・
三
二
〇
～
一
頁
）

最
後
に
「
這
入
手
が
、
お
ほ
け
れ
ば
よ
い
」
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
種
彦
に
こ
れ
と
い
っ
た
方
針
は
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
初
編
に

「
泥
蔵
の
物
が
た
り
」
を
入
れ
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
原
作
に
忠
実
に
筋
を

進
め
る
つ
も
り
は
初
め
か
ら
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

無
論
、
原
作
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
、
光
源
氏
に
対
す
る
藤
壺
の
思
い
を
、

「
紫
式
部
に
代
わ
っ
て
書
い
た
」
と
公
言
す
る
円
地
文
子
訳
『
源
氏
物
語
』

を
始
め
と
し
て
、
「
翻
訳
」
に
も
原
作
に
な
い
部
分
が
全
く
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
は
原
作
全
体
の
量
か
ら
見
れ
ば
ご
く
わ
ず
か
な
部
分
に
留
ま

り
、
し
か
も
円
地
の
言
葉
が
表
す
る
ご
と
く
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事
情
、『
源

氏
物
語
』
を
良
く
知
る
者
に
と
っ
て
は
充
分
理
解
可
能
な
理
由
か
ら
生
じ
た

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
対
し
て
、
義
母
と
の
密
通
が
、
倫
理
観
の
厳
し

い
江
戸
時
代
、
し
か
も
天
保
の
改
革
間
近
な
『
田
舎
源
氏
』
執
筆
時
期
に
お

い
て
は
到
底
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
ゆ
え
光
氏
と
藤
の
方
と
の
関
係
が
、
奸

臣
・
山
名
宗
全
の
密
謀
を
防
ぐ
た
め
の
狂
言
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
は
ま
だ

理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
桐
壺
帝
に
当
た
る
足
利
義
政
の
寵
姫
・
花
桐
を
、

正
室
・
富
徽
の
前
に
代
わ
っ
て
苛
む
昼
顔
（
原
作
で
は
後
涼
殿
更
衣
）
を
、

花
桐
と
間
違
え
曲
者
が
殺
害
す
る
、
か
の
「
泥
蔵
の
物
が
た
り
」
や
、
原
作

だ
と
太
夫
の
監
に
当
た
る
信
楽
現
太
夫
が
、
玉
葛
（
『
田
舎
源
氏
』
で
の
読

み
方
は
「
た
ま
く
づ
」
）
が
京
都
に
戻
っ
て
き
て
い
る
の
を
知
り
、
拉
致
し

よ
う
と
諮
る
が
、
光
氏
に
打
ち
据
え
ら
れ
る
等
と
い
う
の
は
、
や
む
に
や
ま

れ
ぬ
必
然
と
は
思
え
な
い
（

７

）

。
こ
れ
ら
の
点
を
以
て
し
て
も
、
や

は
り
『
田
舎
源
氏
』
は
「
翻
案
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
エ
メ
リ
ッ
ク
が
、
「
『
田
舎
源
氏
』
は
当
初
か
ら
『
源

氏
物
語
』
の
翻
案
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
『
田
舎
源
氏
』

は
、
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
か
な
り
忠
実
に
取
り
込

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
鑑
賞
者
側
と
作
者
側
の
間
の
、
こ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ

ル
な
構
造
ゆ
え
に
、
近
現
代
の
研
究
者
は
『
田
舎
源
氏
』
を
翻
案
作
品
と
捉

え
、
本
文
と
の
対
応
検
証
を
怠
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
二

七
二
頁
）
と
結
論
づ
け
た
の
は
、
本
稿
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
作
（
＝

な
い
が
、
今
ま
で
低
く
見
ら
れ
て
き
た
こ
う
し
た
書
物
に
光
を
当
て
よ
う
と

い
う
試
み
は
、
今
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
時
、

「
翻
案
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
一
度
し
っ
か
り
考
え
て
み
よ
う
と
い
う

本
稿
の
試
み
は
、
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

方
法
と
し
て
は
、
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
も
と
の
作

品
す
ら
知
ら
な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
稿
者
の
本
当
の
専
門
で
あ
る

『
源
氏
物
語
』
を
利
用
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
中
世
に
お
け
る
『
山

路
の
露
』
を
始
め
と
し
て
現
代
に
至
る
ま
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
補
作
・
翻

案
は
数
限
り
な
く
あ
る
。
中
で
も
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
明
ら
か
な
も
の
と

し
て
、
江
戸
時
代
の
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』（
以
下
、『
田
舎
源
氏
』
と
略
称
）

が
存
在
す
る
の
で
、
本
稿
で
は
そ
れ
と
『
源
氏
物
語
』
の
距
離
を
測
定
す
る

こ
と
を
糸
口
と
し
て
、「
翻
案
」
の
概
念
を
改
め
て
定
め
て
み
た
い
。

但
し
、
明
治
の
頃
と
は
違
っ
て
、
現
在
の
国
文
学
会
は
ほ
ぼ
時
代
ご
と
に

専
門
が
分
か
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は
ど
う
し
て
も
ど
ち
ら
か

の
作
品
拠
り
に
立
た
ざ
る
を
得
ず
、
稿
者
の
場
合
は
、
そ
れ
が
『
源
氏
』
で

あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
御
承
知
置
き
頂
き
た
い
。

二

『
田
舎
源
氏
』
は
「
翻
案
」
か
「
翻
訳
」
か

『
田
舎
源
氏
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
翻
案
」
と
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

書
物
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
管
見
の
及
ん
だ
限
り
で
一
つ
だ
け
、
「
翻
訳
」

と
位
置
づ
け
る
も
の
が
あ
っ
た
。二
〇
〇
七
年
に
お
う
ふ
う
か
ら
出
さ
れ
た
、

伊
井
春
樹
監
修
・
江
本
裕
編
集
の
、
講
座
源
氏
物
語
研
究
第
五
巻
『
江
戸
時

代
の
源
氏
物
語
』
に
収
め
ら
れ
た
、
マ
イ
ケ
ル
・
エ
メ
リ
ッ
ク
の
「
『
偐
紫

田
舎
源
氏
』
を
ど
う
読
む
か
─
─
『
源
氏
物
語
』
を
越
え
て
─
─
」
で
あ
る

（
以
下
、
エ
メ
リ
ッ
ク
の
論
と
は
こ
れ
を
言
う
）
。
「
本
論
文
で
は
、
こ
の

一
件
常
識
的
な
枠
組
み
（
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
翻
案
で

あ
る
と
い
う
こ
と
：
稿
者
注
）
を
あ
え
て
離
れ
、
刊
行
さ
れ
始
め
た
当
初
は

読
者
が
必
ず
し
も
『
田
舎
源
氏
』
を
『
源
氏
物
語
』
の
翻
案
と
し
て
鑑
賞
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
に
着
目
す
る
」
（
二
四
八
頁
）
と
い

う
試
み
を
評
価
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
与
謝
野
源
氏
、
谷
崎
源
氏
、

円
地
源
氏
と
続
い
て
い
く
現
代
語
訳
の
系
譜
の
原
点
に
位
置
す
る
の
で
は
な

い
か
」
（
同
頁
）
と
い
う
氏
の
見
方
は
、
や
は
り
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
に

思
う
の
で
あ
る
。
単
純
な
話
、
『
田
舎
源
氏
』
は
、
「
日
本
橋
近
き
式
部
小

路
と
い
ふ
所
に
」
住
ん
で
い
る
た
め
、「
紫
式
部
と
」「
浮
名
」
さ
れ
る
「
阿
藤
」

あ
だ

な

お

ふ
ぢ

（
＝
「
偽

紫

」
）
が
書
い
た
と
語
ら
れ
（
上
巻
・
六
～
七
頁
）（

３

）

、

に
せ
む
ら
さ
き

そ
の
主
人
公
は
光
源
氏
で
は
な
く
足
利
光
氏
で
、
内
容
も
室
町
時
代
の
お
家

騒
動
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
与
謝
野
源
氏
以
下
の
「
翻
訳
」
で
は
、
そ
の

よ
う
な
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

大
体
、
外
国
語
訳
も
含
め
て
「
翻
訳
」
と
い
う
も
の
は
、
言
葉
の
壁
な
ど

で
移
し
切
れ
て
い
な
い
部
分
は
当
然
あ
る
と
し
て
も
、
原
文
に
な
る
べ
く
忠

実
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
内
容
・
登
場
人
物
名
を
変
え
る
も
の
は
先
ず
無
い
と

思
わ
れ
る
。
一
方
「
翻
案
」
は
、
田
辺
聖
子
の
作
品
が
若
干
悩
ま
し
い
（

４

）

が
、
管
見
の
及
ん
だ
限
り
、
少
な
く
と
も
登
場
人
物
名
は
、
皆
違
っ
て
い
る

（

５

）

。
そ
れ
ゆ
え
若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
登
場
人
物
名

の
異
同
は
、
「
翻
案
」
と
「
翻
訳
」
を
定
義
す
る
一
つ
の
尺
度
た
り
得
る
と

思
う
（

６

）

。

エ
メ
リ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
田
舎
源
氏
』
を
『
源
氏
物
語
』
と

混
同
す
る
江
戸
時
代
の
女
性
た
ち
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
享
受
側
の
問

題
で
、
作
者
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
無
論
、
作
者
の
意
図
と
て
断

定
は
出
来
な
い
が
、
良
く
引
か
れ
る
十
編
の
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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初
め
て
こ
の
田
舎
源
氏
を
、
作
り
い
で
ん
と
な
し
た
る
刻
、
老
い
た
る

友
人
予

に
曰
、
い
か
に
も
源
氏
の
条
を
く
づ
さ
ず
、
な
る

べ
き
程
は
詞
を
も
、
其
儘
用
ひ
て
書
た
ま
へ
、
源
氏
を
読
ま
ざ

る
童
子
の
、
す
こ
し
は
助
と
な
る
事
あ
ら
ん
。
若
き
友
人

予

に
曰
、
源
氏
の
条
を
翻
案
し
て
、
歌
舞
伎
狂
言
浄
瑠
璃

の
、
お
も
む
き
に
綴
り
給
へ
。
源
氏
を
読
ま
ざ
る
者
や
は
あ
る
。

予

思
ふ
に
、
源
氏
の
如
く
書
と
教
へ
し
老
人
は
熱
湯
好
な

り
。
狂
言
歌
舞
伎
の
や
う
に
綴
れ
と
す
ゝ
め
し
人
は
温
湯
好
な

り
。
是
に
ま
ど
ひ
て
初
編
の
草
稿
い
く
た
び
か
書
き
な
ほ
し
、

ま
づ
若
き
人
の
意
見
に
つ
き
、
泥
蔵
の
物
が
た
り
、
人
丸
堂
の

無
言
場
、
温
く
仕
込
ん
で
お
い
た
れ
ど
、
標
題
の
源
氏
が
さ
め

て
、
水
に
な
ろ
う
と
巻

の
、
詞
を
そ
ろ
／
＼
折
く
べ
て
、
去

年
今
年
と
沸
か
し
か
け
、
既
に
十
編
に
及
び
し
が
、
こ
の
湯
の

加
減
未
分
か
ら
ず
、
赤
本
に
は
う
つ
ら
ぬ
詞
が
多
く
て
、
熱
て

読
う
く
お
ぼ
さ
ば
仙
鶴
堂
を
叩
給
へ
。
次
の
編
よ
り
狂
言
の
水

を
う
め
て
温
く
せ
ん
。
版
元
は
湯
屋
の
亭
主
、
作
者
は
湯
番
に

異
な
ら
ず
。
ど
う
で
も
か
う
で
も
這
入
手
が
、
お
ほ
け
れ
ば
よ

は
ひ
り
て

い
ま
で
に
し
て
、（
以
下
略
）

（
上
巻
・
三
二
〇
～
一
頁
）

最
後
に
「
這
入
手
が
、
お
ほ
け
れ
ば
よ
い
」
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
種
彦
に
こ
れ
と
い
っ
た
方
針
は
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
初
編
に

「
泥
蔵
の
物
が
た
り
」
を
入
れ
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
原
作
に
忠
実
に
筋
を

進
め
る
つ
も
り
は
初
め
か
ら
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

無
論
、
原
作
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
、
光
源
氏
に
対
す
る
藤
壺
の
思
い
を
、

「
紫
式
部
に
代
わ
っ
て
書
い
た
」
と
公
言
す
る
円
地
文
子
訳
『
源
氏
物
語
』

を
始
め
と
し
て
、
「
翻
訳
」
に
も
原
作
に
な
い
部
分
が
全
く
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
は
原
作
全
体
の
量
か
ら
見
れ
ば
ご
く
わ
ず
か
な
部
分
に
留
ま

り
、
し
か
も
円
地
の
言
葉
が
表
す
る
ご
と
く
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事
情
、『
源

氏
物
語
』
を
良
く
知
る
者
に
と
っ
て
は
充
分
理
解
可
能
な
理
由
か
ら
生
じ
た

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
対
し
て
、
義
母
と
の
密
通
が
、
倫
理
観
の
厳
し

い
江
戸
時
代
、
し
か
も
天
保
の
改
革
間
近
な
『
田
舎
源
氏
』
執
筆
時
期
に
お

い
て
は
到
底
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
ゆ
え
光
氏
と
藤
の
方
と
の
関
係
が
、
奸

臣
・
山
名
宗
全
の
密
謀
を
防
ぐ
た
め
の
狂
言
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
は
ま
だ

理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
桐
壺
帝
に
当
た
る
足
利
義
政
の
寵
姫
・
花
桐
を
、

正
室
・
富
徽
の
前
に
代
わ
っ
て
苛
む
昼
顔
（
原
作
で
は
後
涼
殿
更
衣
）
を
、

花
桐
と
間
違
え
曲
者
が
殺
害
す
る
、
か
の
「
泥
蔵
の
物
が
た
り
」
や
、
原
作

だ
と
太
夫
の
監
に
当
た
る
信
楽
現
太
夫
が
、
玉
葛
（
『
田
舎
源
氏
』
で
の
読

み
方
は
「
た
ま
く
づ
」
）
が
京
都
に
戻
っ
て
き
て
い
る
の
を
知
り
、
拉
致
し

よ
う
と
諮
る
が
、
光
氏
に
打
ち
据
え
ら
れ
る
等
と
い
う
の
は
、
や
む
に
や
ま

れ
ぬ
必
然
と
は
思
え
な
い
（

７

）

。
こ
れ
ら
の
点
を
以
て
し
て
も
、
や

は
り
『
田
舎
源
氏
』
は
「
翻
案
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
エ
メ
リ
ッ
ク
が
、
「
『
田
舎
源
氏
』
は
当
初
か
ら
『
源

氏
物
語
』
の
翻
案
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
『
田
舎
源
氏
』

は
、
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
か
な
り
忠
実
に
取
り
込

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
鑑
賞
者
側
と
作
者
側
の
間
の
、
こ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ

ル
な
構
造
ゆ
え
に
、
近
現
代
の
研
究
者
は
『
田
舎
源
氏
』
を
翻
案
作
品
と
捉

え
、
本
文
と
の
対
応
検
証
を
怠
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
二

七
二
頁
）
と
結
論
づ
け
た
の
は
、
本
稿
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
作
（
＝
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こ
の
編
が
『
源
氏
物
語
』
の
何
の
巻
に
該
当
す
る
か
、
編
の
序
文
等
で
、
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
言
及
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
対
応
表
は
動
か
な
い
。

一
つ
の
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
一
編
か
ら
五
編
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
巻
の
長
さ
が
あ
る
か
ら
ま
あ
妥
当
と
し
て
、
ざ
っ
と
見
れ
ば
分
か
る
と
お

り
、
初
～
二
十
四
編
ま
で
は
、
巻
が
前
後
し
た
り
し
て
い
る
が
、
二
十
五
編

以
降
は
、
ほ
ぼ
順
番
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
山
口
も
気
づ
い
て
い
て
、
「
二

十
編
を
越
す
あ
た
り
か
ら
、
努
め
て
本
文
に
就
い
て
、
そ
の
中
か
ら
趣
向
を

立
て
る
態
度
を
と
り
出
し
た
」
「
三
十
編
あ
た
り
か
ら
、
趣
向
の
大
綱
に
合

す
る
も
の
の
、
範
圍
に
於
い
て
は
、
ほ
ぼ
逐
語
譯
を
試
み
る
や
う
な
態
度
を

見
る
や
う
に
な
っ
た
。
三
十
八
編
以
下
、
「
眞
木
柱
」
の
巻
に
對
す
る
に
至

っ
て
は
、
特
に
さ
う
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（

）

。
も
っ
と
も

10

「
逐
語
訳
」
に
つ
い
て
は
、
エ
メ
リ
ッ
ク
に
四
編
く
ら
い
か
ら
既
に
認
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
ど
の
程
度
を
「
逐
語
訳
」
と

言
う
の
か
難
し
い
け
れ
ど
も
、
私
見
で
は
や
は
り
山
口
の
感
覚
が
正
し
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。逐
語
訳
の
割
合
を
数
値
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、

稿
者
も
読
ん
で
い
て
大
体
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
し
、
先
ほ
ど
の
編
と
巻
の
対

応
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
エ
メ
リ
ッ
ク
も
山
口
も
、
証
拠
と
し
て
あ

げ
た
箇
所
は
似
て
い
る
と
も
似
て
い
な
い
と
も
判
断
が
微
妙
な
の
で
、
私
に

見
つ
け
た
箇
所
を
一
つ
証
拠
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
三
十
六
編
上
巻
末

尾
の
、
原
作
で
言
う
と
常
夏
巻
巻
末
に
該
当
す
る
箇
所
で
あ
る
。

『
田
舎
源
氏
』

葦
垣
の
ま
近
き
ほ
ど
に
住
み
な
が
ら
、
お
後
影
を
も
拝
ま
ぬ
は
、

勿

来
の
関
を
や
据
ゑ
ら
れ
け
ん
、
憚
り
多
く
も
武
蔵
野
の
、

ゆ
か
り
と

い
ふ
は
と
言
へ
ば
か
し
こ
け
れ
ど
も
、
あ
な
か
し

こ
や
〳
〵
。

と
ば
か
り
書
き
、
返
す
返
す
に
、

今
宵
に
も
参
り
た
う
侍
る
な
り
、
う
る
さ
き
者
と
お
ぼ
す
ほ
ど
、

あ

や
に
く
に
慕
は
し
ゝ
、
折
れ
て
も
切
れ
ぬ
蓮
の
根
の
、

糸
筋
よ
。

と
て
さ
て
歌
あ
り
、

く
さ
わ
か
み
ひ
た
ち
の
う
み
の
い
か
ゞ
さ
き
い
か
で
あ
ひ
み
ん
た

ご

の
う
ら
な
み

角
〳
〵
し
き
手
に
か
な
と
も
字
と
も
、
見
分
け
難
き
が
う
ち
交
じ
り
、

の
ゝ
字
は
丸
く
し
の
字
は
長
く
、
よ
き
手
め
か
し
て
書
い
た
る
く

だ
り
は
、
さ
ら
に
揃
は
ず
風
の
強
き
、
雨
の
脚
ほ
ど
横
す
ぢ
か
ひ
、

倒
れ
ぬ
べ
く
見
え
け
れ
ば
、
う
ち
微
笑
み
て
側
へ
置
き
、
「
そ
な

た
の
所
へ
当
吉
が
」
と
、
問
は
せ
給
へ
ば
中
垣
手
を
つ
き
、
「
お

使
ひ
の
帰
り
と
申
シ
て
」
、
「
久
し
ぶ
り
で
妾
も
逢
い
た
い
。
ま
だ

居
や
る
な
ら
こ
れ
へ
と
言
へ
や
」
と
、
の
た
ま
ふ
お
側
に
呉
竹
が
、

い
と
近
う
侍
ひ
し
が
、
文
の
端
〳
〵
差
し
覗
き
、
「
今
様
め
か
し

き
御
文
章
、
殊
に
お
歌
の
珍
し
さ
、
い
か
ゞ
崎
と
は
近
江
の
名
所
、

田
子
は
駿
河
常
陸
を
合
は
せ
、
三
国
一
の
名
歌
で
や
」
と
、
よ
も

や
主
人
の
同
胞
と
は
、
思
ひ
も
よ
ら
ず
若
き
人
〴
〵
、
も
ろ
と
も

声
立
て
う
ち
笑
ふ
。

（
下
巻
・
五

七
六
～
七
頁
）
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オ
リ
ジ
ナ
ル
）
を
重
視
し
、
そ
れ
と
同
じ
所
に
価
値
を
見
出
そ
う
と
、
無
意

識
的
に
で
も
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
「
翻
案
」
に
は
「
翻
案
」

と
し
て
の
価
値
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ

れ
は
何
な
の
か
。
節
を
改
め
て
説
明
し
よ
う
。

三

『
田
舎
源
氏
』
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
距
離

「
翻
案
」
の
価
値
に
つ
い
て
は
既
に
野
口
武
彦
が
、
「
翻
案
と
は
つ
ね
に

原
作
其
儘
と
原
作
ば
な
れ
、
重
力
と
浮
力
と
が
せ
め
ぎ
あ
う
筆
力
の
場
で
あ

、
、

、
、
、

る
」
と
明
確
に
規
定
し
て
お
り
（

８

）

、
基
本
的
に
は
本
稿
も
そ
れ
を

な
ぞ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
野
口
の
挙
げ
た
証
拠
に
い
く
ぶ
ん
付
け
加
え

る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
叙
述
を
進
め
る
こ
と
と
す

る
。『

田
舎
源
氏
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
翻
案
」
だ
と
し
て
、
気
に
な
る
の

は
野
口
も
言
う
、
そ
の
「
距
離
感
」
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

早
く
に
山
口
剛
が
次
の
よ
う
な
対
応
表
を
提
示
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
誰
が
や
っ
て
も
、
ほ
ぼ
こ
の
通
り
に
な
る
と
思
う
の
で
、
そ
の
ま
ま
引
用

す
る
。桐

壺

初
、
二
編

帚

木

三
編

空

蝉

四
編

夕

顔

四
、
五
編

若

紫

二
、
六
、
七
、
八
、
九
編

末
摘
花

八
、
十
、
十
一
編

紅
葉
賀

九
、
十
、
十
一
編

花

宴

二
、
十
一
、
十
二
編

葵

二
、
十
二
、
十
三
、
十
四
、
二
十
五
編

賢

木

十
四
、
十
五
、
十
六
編

花
散
里

十
六
編

須

磨

十
六
、
十
七
、
十
八
、
十
九
編

明

石

十
九
、
二
十
、
二
十
一
、
二
十
二
編

澪

標

二
十
三
、
二
十
四
、
二
十
五
編

蓬

生

二
十
二
、
二
十
三
、
二
十
四
編

関

屋

二
十
四
編

絵

合

二
十
五
、
二
十
六
編

松

風

二
十
六
、
二
十
七
、
二
十
八
編

薄

雲

二
十
八
、
二
十
九
編

槿

二
十
四
、
二
十
九
編

少

女

三
十
、
三
十
一
、
三
十
二
編

玉

鬘

三
十
二
、
三
十
三
編

初

音

三
十
四
編

胡

蝶

三
十
四
、
三
十
五
編

螢

三
十
五
編

常

夏

三
十
五
、
三
十
六
編

篝

火

三
十
六
編

野

分

三
十
六
、
三
十
七
編

行

幸

三
十
七
編

藤

袴

三
十
八
編

真
木
柱

三
十
九
、
四
十
編
（

９

）

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
上
段
が
『
源
氏
物
語
』
の
巻
名
、
下
段
が

そ
れ
に
該
当
す
る
『
田
舎
源
氏
』
の
編
名
で
あ
る
。
因
み
に
種
彦
自
身
も
、
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こ
の
編
が
『
源
氏
物
語
』
の
何
の
巻
に
該
当
す
る
か
、
編
の
序
文
等
で
、
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
言
及
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
対
応
表
は
動
か
な
い
。

一
つ
の
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
一
編
か
ら
五
編
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
巻
の
長
さ
が
あ
る
か
ら
ま
あ
妥
当
と
し
て
、
ざ
っ
と
見
れ
ば
分
か
る
と
お

り
、
初
～
二
十
四
編
ま
で
は
、
巻
が
前
後
し
た
り
し
て
い
る
が
、
二
十
五
編

以
降
は
、
ほ
ぼ
順
番
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
山
口
も
気
づ
い
て
い
て
、
「
二

十
編
を
越
す
あ
た
り
か
ら
、
努
め
て
本
文
に
就
い
て
、
そ
の
中
か
ら
趣
向
を

立
て
る
態
度
を
と
り
出
し
た
」
「
三
十
編
あ
た
り
か
ら
、
趣
向
の
大
綱
に
合

す
る
も
の
の
、
範
圍
に
於
い
て
は
、
ほ
ぼ
逐
語
譯
を
試
み
る
や
う
な
態
度
を

見
る
や
う
に
な
っ
た
。
三
十
八
編
以
下
、
「
眞
木
柱
」
の
巻
に
對
す
る
に
至

っ
て
は
、
特
に
さ
う
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（

）

。
も
っ
と
も

10

「
逐
語
訳
」
に
つ
い
て
は
、
エ
メ
リ
ッ
ク
に
四
編
く
ら
い
か
ら
既
に
認
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
ど
の
程
度
を
「
逐
語
訳
」
と

言
う
の
か
難
し
い
け
れ
ど
も
、
私
見
で
は
や
は
り
山
口
の
感
覚
が
正
し
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。逐
語
訳
の
割
合
を
数
値
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、

稿
者
も
読
ん
で
い
て
大
体
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
し
、
先
ほ
ど
の
編
と
巻
の
対

応
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
エ
メ
リ
ッ
ク
も
山
口
も
、
証
拠
と
し
て
あ

げ
た
箇
所
は
似
て
い
る
と
も
似
て
い
な
い
と
も
判
断
が
微
妙
な
の
で
、
私
に

見
つ
け
た
箇
所
を
一
つ
証
拠
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
三
十
六
編
上
巻
末

尾
の
、
原
作
で
言
う
と
常
夏
巻
巻
末
に
該
当
す
る
箇
所
で
あ
る
。

『
田
舎
源
氏
』

葦
垣
の
ま
近
き
ほ
ど
に
住
み
な
が
ら
、
お
後
影
を
も
拝
ま
ぬ
は
、

勿

来
の
関
を
や
据
ゑ
ら
れ
け
ん
、
憚
り
多
く
も
武
蔵
野
の
、

ゆ
か
り
と

い
ふ
は
と
言
へ
ば
か
し
こ
け
れ
ど
も
、
あ
な
か
し

こ
や
〳
〵
。

と
ば
か
り
書
き
、
返
す
返
す
に
、

今
宵
に
も
参
り
た
う
侍
る
な
り
、
う
る
さ
き
者
と
お
ぼ
す
ほ
ど
、

あ

や
に
く
に
慕
は
し
ゝ
、
折
れ
て
も
切
れ
ぬ
蓮
の
根
の
、

糸
筋
よ
。

と
て
さ
て
歌
あ
り
、

く
さ
わ
か
み
ひ
た
ち
の
う
み
の
い
か
ゞ
さ
き
い
か
で
あ
ひ
み
ん
た

ご

の
う
ら
な
み

角
〳
〵
し
き
手
に
か
な
と
も
字
と
も
、
見
分
け
難
き
が
う
ち
交
じ
り
、

の
ゝ
字
は
丸
く
し
の
字
は
長
く
、
よ
き
手
め
か
し
て
書
い
た
る
く

だ
り
は
、
さ
ら
に
揃
は
ず
風
の
強
き
、
雨
の
脚
ほ
ど
横
す
ぢ
か
ひ
、

倒
れ
ぬ
べ
く
見
え
け
れ
ば
、
う
ち
微
笑
み
て
側
へ
置
き
、
「
そ
な

た
の
所
へ
当
吉
が
」
と
、
問
は
せ
給
へ
ば
中
垣
手
を
つ
き
、
「
お

使
ひ
の
帰
り
と
申
シ
て
」
、
「
久
し
ぶ
り
で
妾
も
逢
い
た
い
。
ま
だ

居
や
る
な
ら
こ
れ
へ
と
言
へ
や
」
と
、
の
た
ま
ふ
お
側
に
呉
竹
が
、

い
と
近
う
侍
ひ
し
が
、
文
の
端
〳
〵
差
し
覗
き
、
「
今
様
め
か
し

き
御
文
章
、
殊
に
お
歌
の
珍
し
さ
、
い
か
ゞ
崎
と
は
近
江
の
名
所
、

田
子
は
駿
河
常
陸
を
合
は
せ
、
三
国
一
の
名
歌
で
や
」
と
、
よ
も

や
主
人
の
同
胞
と
は
、
思
ひ
も
よ
ら
ず
若
き
人
〴
〵
、
も
ろ
と
も

声
立
て
う
ち
笑
ふ
。

（
下
巻
・
五

七
六
～
七
頁
）



224 宮崎大学教育文化学部紀要 創立 130周年記念特別号

同

下

同
月
十
四
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
九
日
間

七
編
上

同
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
十
月
一
日
ま
で
七
日
間

八
編

二
丁
半
ほ
ど
三
年
の
春
に
書
き
置
き
、
そ
の
後
九
月
六

日
起
筆
、
十
六
日
完
成

約
十
一
日
間

九
編
上

同
月
十
七
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
五
日
間

九
編
下

二
十
二
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
七
日
間

十
一
編
上

四
年
八
月
（
小
の
月
）
二
十
七
日
か
ら
九
月
二
日
ま
で

五
日
間

十
二
編

同
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
十
七
日
間

十
三
編
上

同
年
十
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
七
日
間

同

下

同
月
八
日
か
ら
十
五
日
ま
で
八
日
間

十
四
編
上

同
月
二
十
日
に
口
絵
と
本
文
一
丁
、
翌
五
年
八
月
二
十

八
日
続
稿
、
九
月
四
日

完
成

約
七
日
間

同

下

同
月
五
日
か
ら
十
日
ま
で
六
日
間

十
五
編
上

同
月
十
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で
五
日
間

同

下

同
月
十
七
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
十
日
間

十
七
編
上

十
二
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
八
日
間

十
九
編
下

六
年
十
月
一
日
か
ら
十
日
ま
で
十
日
間

二
十
八
編
下

九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
月
十
九
日
ま
で
二
十
八
日

間

三
十
五
編

十
一
年
一
月
四
日
か
ら
二
月
十
六
日
ま
で
四
十
三
日
間

計
算
で
き
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
全
部
で
十
八
編
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
も
っ
と
も
、
八
、
十
二
、
三
十
五
編
は
上
下
の
記
載
が
な
い
か
ら
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
二
編
で
こ
の
日
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い

が
、
だ
と
し
て
も
、
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
大
勢
に
影
響
は
な
い
。
単
純
計

算
す
れ
ば
種
彦
は
、
十
日
で
一
編
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
驚
く
ほ
ど

速
筆
と
言
っ
て
良
い
と
思
う
が
、
こ
れ
も
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
例
外
を

除
き
、
早
い
編
ほ
ど
執
筆
速
度
が
速
く
、
後
に
な
る
ほ
ど
遅
く
な
っ
て
い
く
。

無
論
こ
れ
は
二
編
の
序
に
、
「
趣
向
に
尽
た
ら
つ
き
た
時
と
、
ま
づ
紅
葉
賀

の
浄
瑠
璃
ま
で
、
腹
の
う
ち
に
て

稿

し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
物
語
の
冒

し
た
が
き

頭
は
あ
る
程
度
考
え
て
書
き
始
め
、
種
彦
が
病
没
（

）

し
た
の
は
一
応
天

14

保
十
三
年
七
月
で
あ
る
が
、も
と
も
と
頭
痛
持
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、

山
口
に
よ
れ
ば
（

）

、
三
十
八
編
頃
か
ら
体
調
を
崩
し
が
ち
で
あ
っ
た

15

ら
し
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
こ
の
現
象
に
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
可
能

性
は
、
当
然
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
遅
れ
が
目
立
つ
よ
う

に
な
る
の
は
二
十
八
編
下
か
ら
で
あ
る
し
、
紅
葉
賀
に
該
当
す
る
十
一
編
ま

で
を
除
外
し
て
も
、
こ
の
大
勢
は
や
は
り
変
わ
ら
な
い
。
と
な
れ
ば
こ
の
原

因
と
し
て
一
番
考
え
ら
れ
る
の
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
「
逐
語
訳
」
調
へ
の
移

行
で
は
な
い
か
（

）

。

16

「
逐
語
訳
」
を
す
れ
ば
速
度
は
速
く
な
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
稿
者

は
一
度
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
現
象
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
「
訳
」
で
は
な
い

が
、『
源
氏
物
語
』
を
マ
ン
ガ
化
し
た
、
大
和
和
紀
の
『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』

で
あ
る
。
そ
れ
は
最
初
、
月
刊
『
ｍ
ｉ
ｍ
ｉ
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、

後
に
季
刊
の
『
ｍ
ｉ
ｍ
ｉ

Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｔ
』
に
移
行
し
た
。
つ
ま

り
連
載
の
速
度
が
遅
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
背
景
に
は
、
注

（
６
）
の
拙
稿
で
も
述
べ
た
、「
絵
の
密
度
の
上
昇
」
も
あ
る
と
は
思
う
（
二

三
三
頁
）
の
だ
が
、
こ
れ
も
や
は
り
そ
こ
で
指
摘
し
た
、「
だ
ん
だ
ん
（
『
源

氏
』
に
・
稿
者
注
）
魅
入
ら
れ
た
感
じ
に
な
っ
て
く
」
と
い
う
大
和
自
身
の

宮崎大学教育文化学部紀要 創立 130 周年記念特別号 225

『
源
氏
物
語
』

葦
垣
の
ま
近
き
ほ
ど
に
は
侍
い
な
が
ら
、
い
ま
ゝ
で
影
ふ
む
ば
か
り
の

し
る
し
も
侍
ら
ぬ
は
、
勿
来
の
関
を
や
据
へ
さ
せ
給
へ
ら
む
と

な
ん
。
知
ら
ね
ど
も
武
蔵
野
と
言
へ
ば
畏
け
れ
ど
も
。
あ
な
か

し
こ
や
〳
〵
と
点
が
ち
に
て
、
う
ら
に
は
、
ま
こ
と
や
暮
に
も

参
り
こ
む
と
思
ふ
給
へ
立
つ
は
、
い
と
ふ
に
は
ゆ
る
に
や
、
い

で
や
〴
〵
、
あ
や
し
き
は
水
無
瀬
川
に
を
と
て
、
ま
た
端
に
か

く
ぞ
。

草
わ
か
み
常
陸
の
浦
の
い
か
ゞ
崎
い
か
で
あ
ひ
み
ん
田
子
の
浦
波

お
ほ
川
水
の
と
、
あ
を
き
色
紙
ひ
と
か
さ
ね
に
、
い
と
草
が
ち

に
、
い
か
れ
る
手
の
、
そ
の
筋
と
も
見
え
ず
漂
ひ
た
る
書
き
ざ

ま
も
、
下
長
に
わ
り
な
く
ゆ
へ
ば
め
り
。
く
だ
り
の
ほ
ど
、
端

ざ
ま
に
筋
か
ひ
て
、
倒
れ
ぬ
べ
く
み
ゆ
る
を
、
う
ち
笑
み
つ
ゝ

見
て
、
さ
す
が
に
い
と
細
く
小
さ
く
巻
き
結
び
て
、
撫
子
の
花

に
つ
け
た
り
。
樋
洗
童
し
も
、
い
と
な
れ
て
、
き
よ
げ
な
る
今

参
り
な
り
け
り
、
女
御
の
御
方
の
大
盤
所
に
寄
り
て
、
こ
れ
参

ら
せ
給
へ
と
言
ふ
。
下
仕
へ
見
知
り
て
、
北
の
対
に
侍
ふ
童
な

り
け
り
と
て
、
御
ふ
み
取
り
い
る
。
た
い
ふ
の
君
と
い
ふ
、
持

て
ま

ま
い
り
て
、
ひ
き
解
き
て
御
覧
ぜ
さ
す
。
女
御
ほ
ゝ
ゑ

（
マ
マ
）

み
て
う
ち
置
か
せ
給
へ
る
を
、
中
納
言
の
君
と
い
ふ
、
ち
か
く

い
て
、
そ
ば
〴
〵
見
け
り
。
い
と
今
め
か
し
き
御
ふ
み
の
け
し

き
に
も
侍
め
る
か
な
と
、
ゆ
か
し
げ
に
思
ひ
た
れ
ば
、
草
の
文

字
は
え
見
知
ら
ね
ば
に
や
あ
ら
む
、
も
と
す
ゑ
な
く
も
見
ゆ
る

か
な
と
て
給
へ
り
。
か
へ
り
ご
と
、
か
く
ゆ
へ
ゆ
へ
し
く
書
ゝ

ず
は
わ
ろ
し
と
や
思
ひ
お
と
さ
れ
ん
。
や
が
て
書
き
給
へ
と
、

ゆ
づ
り
給
ふ
。
も
て
い
で
ゝ
こ
そ
あ
ら
ね
、
わ
か
き
人
は
、
も

の
お
か
し
く
て
、
皆
う
ち
わ
ら
ひ
ぬ
。

（
③
二
三
～
四
頁
（

）

）

11

周
知
の
よ
う
に
『
田
舎
源
氏
』
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
の
和
歌
は
基
本
的

に
発
句
に
改
作
し
て
い
る
の
だ
が
、
「
こ
ゝ
の
二
歌
は
も
と
狂
言
な
れ
ば
、

発
句
に
あ
ら
た
め
ず
、
そ
の
ま
ゝ
に
書
り
」
と
、
種
彦
自
ら
注
す
る
（
下
巻

・
五
七
六
頁
）
よ
う
に
、
こ
れ
だ
け
荒
唐
無
稽
な
句
は
出
来
な
か
っ
た
た
め

か
、
そ
の
ま
ま
載
せ
て
い
る
の
で
、
よ
り
類
似
が
際
立
っ
て
い
る
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
、
山
口
が
書
い
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
こ
に
不
思
議
な
現
象
が
あ
る
。
「
種
彦
の
手
記
そ
の
他
を
参
照
し
て
」

（

）

山
口
が
作
り
上
げ
、
鈴
木
重
三
が
補
足
し
た
（

）

、
種
彦

12

13

が
諸
編
を
い
つ
作
っ
た
か
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。

四

原
作
の
重
さ

そ
の
デ
ー
タ
は
六
編
上
以
降
、
最
終
四
十
編
ま
で
、
二
十
三
～
二
十
五
、

二
十
七
、
三
十
三
、
三
十
七
、
三
十
九
編
の
七
編
を
除
い
て
、
上
下
ど
ち
ら

か
は
あ
る
の
だ
が
、
十
、
十
六
、
十
八
～
二
十
二
、
二
十
六
、
二
十
九
～
三

十
二
、
三
十
四
、
三
十
六
～
八
、
そ
し
て
四
十
編
は
、
書
き
始
め
も
し
く
は

書
き
終
わ
り
の
日
付
し
か
残
っ
て
い
ず
、
執
筆
に
何
日
要
し
た
か
の
計
算
が

出
来
な
い
の
で
、
計
算
可
能
な
も
の
だ
け
抜
粋
し
、
私
に
計
算
し
て
次
に
記

す
。

六
編
上

天
保
二
年
二
月
三
日
か
ら
七
日
ま
で
五
日
間
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同

下

同
月
十
四
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
九
日
間

七
編
上

同
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
十
月
一
日
ま
で
七
日
間

八
編

二
丁
半
ほ
ど
三
年
の
春
に
書
き
置
き
、
そ
の
後
九
月
六

日
起
筆
、
十
六
日
完
成

約
十
一
日
間

九
編
上

同
月
十
七
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
五
日
間

九
編
下

二
十
二
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
七
日
間

十
一
編
上

四
年
八
月
（
小
の
月
）
二
十
七
日
か
ら
九
月
二
日
ま
で

五
日
間

十
二
編

同
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
十
七
日
間

十
三
編
上

同
年
十
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
七
日
間

同

下

同
月
八
日
か
ら
十
五
日
ま
で
八
日
間

十
四
編
上

同
月
二
十
日
に
口
絵
と
本
文
一
丁
、
翌
五
年
八
月
二
十

八
日
続
稿
、
九
月
四
日

完
成

約
七
日
間

同

下

同
月
五
日
か
ら
十
日
ま
で
六
日
間

十
五
編
上

同
月
十
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で
五
日
間

同

下

同
月
十
七
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
十
日
間

十
七
編
上

十
二
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
八
日
間

十
九
編
下

六
年
十
月
一
日
か
ら
十
日
ま
で
十
日
間

二
十
八
編
下

九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
月
十
九
日
ま
で
二
十
八
日

間

三
十
五
編

十
一
年
一
月
四
日
か
ら
二
月
十
六
日
ま
で
四
十
三
日
間

計
算
で
き
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
全
部
で
十
八
編
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
も
っ
と
も
、
八
、
十
二
、
三
十
五
編
は
上
下
の
記
載
が
な
い
か
ら
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
二
編
で
こ
の
日
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い

が
、
だ
と
し
て
も
、
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
大
勢
に
影
響
は
な
い
。
単
純
計

算
す
れ
ば
種
彦
は
、
十
日
で
一
編
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
驚
く
ほ
ど

速
筆
と
言
っ
て
良
い
と
思
う
が
、
こ
れ
も
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
例
外
を

除
き
、
早
い
編
ほ
ど
執
筆
速
度
が
速
く
、
後
に
な
る
ほ
ど
遅
く
な
っ
て
い
く
。

無
論
こ
れ
は
二
編
の
序
に
、
「
趣
向
に
尽
た
ら
つ
き
た
時
と
、
ま
づ
紅
葉
賀

の
浄
瑠
璃
ま
で
、
腹
の
う
ち
に
て

稿

し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
物
語
の
冒

し
た
が
き

頭
は
あ
る
程
度
考
え
て
書
き
始
め
、
種
彦
が
病
没
（

）

し
た
の
は
一
応
天

14

保
十
三
年
七
月
で
あ
る
が
、も
と
も
と
頭
痛
持
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、

山
口
に
よ
れ
ば
（

）

、
三
十
八
編
頃
か
ら
体
調
を
崩
し
が
ち
で
あ
っ
た

15

ら
し
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
こ
の
現
象
に
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
可
能

性
は
、
当
然
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
遅
れ
が
目
立
つ
よ
う

に
な
る
の
は
二
十
八
編
下
か
ら
で
あ
る
し
、
紅
葉
賀
に
該
当
す
る
十
一
編
ま

で
を
除
外
し
て
も
、
こ
の
大
勢
は
や
は
り
変
わ
ら
な
い
。
と
な
れ
ば
こ
の
原

因
と
し
て
一
番
考
え
ら
れ
る
の
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
「
逐
語
訳
」
調
へ
の
移

行
で
は
な
い
か
（

）

。

16

「
逐
語
訳
」
を
す
れ
ば
速
度
は
速
く
な
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
稿
者

は
一
度
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
現
象
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
「
訳
」
で
は
な
い

が
、『
源
氏
物
語
』
を
マ
ン
ガ
化
し
た
、
大
和
和
紀
の
『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』

で
あ
る
。
そ
れ
は
最
初
、
月
刊
『
ｍ
ｉ
ｍ
ｉ
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、

後
に
季
刊
の
『
ｍ
ｉ
ｍ
ｉ

Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｔ
』
に
移
行
し
た
。
つ
ま

り
連
載
の
速
度
が
遅
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
背
景
に
は
、
注

（
６
）
の
拙
稿
で
も
述
べ
た
、「
絵
の
密
度
の
上
昇
」
も
あ
る
と
は
思
う
（
二

三
三
頁
）
の
だ
が
、
こ
れ
も
や
は
り
そ
こ
で
指
摘
し
た
、「
だ
ん
だ
ん
（
『
源

氏
』
に
・
稿
者
注
）
魅
入
ら
れ
た
感
じ
に
な
っ
て
く
」
と
い
う
大
和
自
身
の
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原
作
の
ま
ま
だ
し
、
基
本
的
に
原
文
に
忠
実
な
、

田
辺
訳
の
『
源
氏
物
語
』
で
す
ら
、
桐
壺
巻
は
全

く
な
い
か
ら
、
一
種
の
翻
案
と
言
え
る
か
も
知
れ

な
い

（
５
）

例
え
ば
、
野
村
美
月
に
よ
る
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
「
ヒ
カ
ル
が
地
球

に
い
た
こ
ろ
…
…
」
シ
リ
ー
ズ
（
フ
ァ
ミ
通
文
庫

二
〇
一
一
年
五
月
～
二
〇
一
四
年
四
月
）
全
一

〇
巻
で
は
、
主
人
公
は
帝
門
ヒ
カ
ル
で
、
頭
中
将

み
か
ど

は
頭
条
俊
吾
、
朝
顔
は
斎
賀
朝
衣
と
い
う
具
合
に
、

皆
少
し
ず
つ
違
っ
て
い
る
し
、
現
代
の
高
校
生
も

の
に
し
た
稲
葉
」
み
の
り
の
マ
ン
ガ
『
源
君
物
語
』

で
も
、
主
人
公
は
源
光
海

、
朝
顔
は
桃
園
朝
日
、

て
る
み

花
散
里
は
花
田
千
里
と
い
っ
た
具
合
に
、
ほ
ぼ
同

様
で
あ
る
。

（
６
）

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』
を
始
め
と
す
る
、

『
源
氏
物
語
』
を
マ
ン
ガ
化
し
た
作
品
は
、
「
翻

訳
」
の
部
類
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
で
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
そ

れ
ら
は
、
「
マ
ン
ガ
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
用
い

た
翻
訳
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ

る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
『
源
氏
物
語
』
の
マ
ン
ガ

化
─
─
古
典
を
マ
ン
ガ
化
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
─
─
」
（
庄
司
宏
子
編
集
『
絵
の
な
か
の
物

語
』

法
政
大
学
出
版
局

二
〇
一
三
年
）
を
参

照
の
こ
と
。

（
７
）

但
し
こ
れ
も
良
く
引
か
れ
る
よ
う
に
、
二
編
の
序
に
、
「
歌
舞

伎
、
繰
り
、
物
語
、
三
ッ
が
一
ッ
に
な
っ
た
る
絵

ざ
う
し
」
と
あ
る
（
上
巻
・
四
二
頁
）
と
あ
る
こ

と
よ
り
、
種
彦
の
「
内
的
必
然
性
」
に
つ
い
て
は

良
く
分
か
る
。

（
８
）

野
口
武
彦
『
『
源
氏
物
語
』
を
江
戸
か
ら
読
む
』
（
講
談
社

一
九
八
五
年
）
「
第
一
部
『
源
氏
物
語
』
を
江
戸

か
ら
読
む
」
「
四
、
都
会
文
学
と
し
て
の
田
舎
源

氏
─
─
柳
亭
種
彦
の
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
」
九
七

頁
。

（
９
）

『
山
口
剛
著
作
集
』
第
四
巻
（
中
央
公
論
社

一
九
七
二
年
）

「
偐
紫
田
舎
源
氏
に
つ
い
て
」
三
三
一
～
二
頁
。

但
し
、
原
文
は
旧
字

（

）

注
（
９
）
と
同
書
。
と
も
に
三
七
一
頁
。

10
（

）

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、
角
川
学
芸
出
版
の
『
Ｄ
Ｖ
Ｄ-

11

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版

大
島
本
源
氏
物
語
』（
二
〇
〇
七
年
）

に
よ
り
、
検
索
の
便
に
資
す
る
た
め
、
大
島
本
を

底
本
と
す
る
、
岩
波
の
新
日
本
古
典
大
系
の
巻
数

・
頁
数
を
付
記
す
る
。
原
則
、
大
島
本
の
表
記
を

尊
重
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
だ
と
ど
う
し
て
も
読
み

に
く
い
の
で
、
濁
点
・
句
読
点
を
加
え
、
適
宜
ひ

ら
が
な
に
漢
字
を
当
て
た
。
た
だ
、
物
語
に
お
い

て
地
の
文
と
会
話
文
等
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
た

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
カ
ギ
括
弧
は
付

さ
ず
、
和
歌
も
始
ま
り
し
か
改
行
さ
れ
て
い
な
い
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言
葉
（

）

と
も
関
わ
り
が
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
に
忠
実

17

で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
格
闘
の
時
間
は
延
び
て
ゆ
く
。『
源
氏
物
語
』

は
、
そ
の
く
ら
い
「
重
い
」
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
最
初

に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
別
に
「
翻
案
」
を
軽
ん
じ
て
い
る
つ
も
り
で
は

決
し
て
な
く
、む
し
ろ
前
節
最
初
に
引
用
し
た
野
口
武
彦
の
言
葉
の
よ
う
に
、

「
翻
案
と
は
つ
ね
に
原
作
其
儘
と
原
作
ば
な
れ
、
重
力
と
浮
力
と
が
せ
め
ぎ

、
、

、
、
、

あ
う
筆
力
の
場
で
あ
る
」
こ
と
が
魅
力
だ
と
思
う
。
あ
た
か
も
そ
れ
は
母
星

を
回
る
衛
星
が
遠
心
力
を
失
う
と
母
星
に
落
下
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、
原
作

に
あ
ま
り
に
付
き
す
ぎ
る
と
「
翻
案
」
も
失
速
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（

）
。

18

五

「
翻
案
」
と
は

野
口
の
『
田
舎
源
氏
』
に
つ
い
て
の
名
言
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
実
は
も

う
一
つ
あ
る
。
義
母
と
の
密
通
を
避
け
る
た
め
に
、
光
氏
と
藤
の
方
の
関
係

を
、
奸
臣
・
山
名
宗
全
の
陰
謀
を
暴
く
た
め
の
狂
言
と
組
み
替
え
た
こ
と
に

対
し
て
、
「
そ
の
翻
案
結
果
は
あ
ら
た
め
て
、
原
作
で
こ
の
事
件
（
源
氏
と

藤
壺
と
の
密
通
：
引
用
者
注
）
が
い
か
に
全
体
の
因
果
法
則
を
支
配
し
て
い

た
か
を
、
逆
光
線
で
浮
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
」
と
す
る
（

）

の

19

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
江
戸
初
期
の
国
学
者
・
安
藤
為
章
が
、
光
源
氏
と
藤
壺

の
密
通
を
『
源
氏
物
語
』
の
「
一
部
大
事
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
、
多
分
野
口

も
知
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
つ
ま
り
こ
の
見
方
は
実
に
当
を
得
て
い
る
と
思

う
。
す
な
わ
ち
、
「
翻
案
」
の
効
用
の
一
つ
に
、
原
作
の
見
方
の
新
た
な
切

り
口
と
な
り
得
る
と
い
う
の
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
の
だ
が
、
こ
れ
も
決
し

て
「
翻
案
」
を
軽
ん
じ
て
い
る
つ
も
り
は
な
い
。
喩
え
て
言
え
ば
、
「
月
」

を
調
査
す
れ
ば
地
球
の
歴
史
が
分
か
る
ご
と
く
、
そ
れ
も
ま
た
「
翻
案
」
の

立
派
な
価
値
の
一
つ
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
、
「
月
」
は
ま
た
や
は
り
「
月
」
で
あ
る
よ
う
に
、
「
翻
案
」
も

ま
た
そ
れ
独
自
の
存
在
意
義
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
そ
れ
に
成
功

し
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
多
分
原
作
と
の
正
確
な
重
力
場

の
測
定
で
あ
る
こ
と
は
示
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
換
言
す
れ
ば
そ

れ
は
、
第
一
節
で
も
述
べ
た
こ
と
と
通
じ
る
、
原
作
を
ど
う
料
理
す
る
か
で

そ
の
料
理
人
の
力
量
を
測
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
こ
そ
が
今
後
の
、
「
翻

案
」
研
究
の
取
る
べ
き
道
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

注

（
１
）

本
稿
を
書
く
に
当
た
っ
て
、
「
翻
案
」
「
偽
書
」
「
補
作
」
と
、

近
い
概
念
の
言
葉
が
様
々
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
改
め
て
気
づ
き
、
そ
の
辺
り
の
線
引
き
の

必
要
性
も
感
じ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
の
課

題
と
し
、
本
稿
で
は
ほ
ぼ
近
似
の
も
の
と
し
て
扱

っ
て
い
く
。
先
ず
は
翻
案
の
概
念
を
し
っ
か
り
定

め
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。

（

２

）

埼

玉

県

立

図

書

館

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

（https://w
w
w
.lib.pref.saitam

a.jp/stplib_doc/reference/list/curiosa.htm
l

）
よ
り
。

（
３
）
以
下
、
『
田
舎
源
氏
』
の
本
文
引
用
は
鈴
木
重
三
校
注
の
新
日
本

古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
り
、
上
巻
下

巻
の
別
、
及
び
頁
数
を
付
す
。

（
４
）

完
全
な
「
翻
案
」
と
思
わ
れ
る
「
私
本
源
氏
物
語
」
も
登
場
人

物
名
は
、
田
辺
聖
子
が
創
作
し
た
も
の
を
除
き
、
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原
作
の
ま
ま
だ
し
、
基
本
的
に
原
文
に
忠
実
な
、

田
辺
訳
の
『
源
氏
物
語
』
で
す
ら
、
桐
壺
巻
は
全

く
な
い
か
ら
、
一
種
の
翻
案
と
言
え
る
か
も
知
れ

な
い

（
５
）

例
え
ば
、
野
村
美
月
に
よ
る
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
「
ヒ
カ
ル
が
地
球

に
い
た
こ
ろ
…
…
」
シ
リ
ー
ズ
（
フ
ァ
ミ
通
文
庫

二
〇
一
一
年
五
月
～
二
〇
一
四
年
四
月
）
全
一

〇
巻
で
は
、
主
人
公
は
帝
門
ヒ
カ
ル
で
、
頭
中
将

み
か
ど

は
頭
条
俊
吾
、
朝
顔
は
斎
賀
朝
衣
と
い
う
具
合
に
、

皆
少
し
ず
つ
違
っ
て
い
る
し
、
現
代
の
高
校
生
も

の
に
し
た
稲
葉
」
み
の
り
の
マ
ン
ガ
『
源
君
物
語
』

で
も
、
主
人
公
は
源
光
海

、
朝
顔
は
桃
園
朝
日
、

て
る
み

花
散
里
は
花
田
千
里
と
い
っ
た
具
合
に
、
ほ
ぼ
同

様
で
あ
る
。

（
６
）

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』
を
始
め
と
す
る
、

『
源
氏
物
語
』
を
マ
ン
ガ
化
し
た
作
品
は
、
「
翻

訳
」
の
部
類
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
で
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
そ

れ
ら
は
、
「
マ
ン
ガ
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
用
い

た
翻
訳
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ

る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
『
源
氏
物
語
』
の
マ
ン
ガ

化
─
─
古
典
を
マ
ン
ガ
化
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
─
─
」
（
庄
司
宏
子
編
集
『
絵
の
な
か
の
物

語
』

法
政
大
学
出
版
局

二
〇
一
三
年
）
を
参

照
の
こ
と
。

（
７
）

但
し
こ
れ
も
良
く
引
か
れ
る
よ
う
に
、
二
編
の
序
に
、
「
歌
舞

伎
、
繰
り
、
物
語
、
三
ッ
が
一
ッ
に
な
っ
た
る
絵

ざ
う
し
」
と
あ
る
（
上
巻
・
四
二
頁
）
と
あ
る
こ

と
よ
り
、
種
彦
の
「
内
的
必
然
性
」
に
つ
い
て
は

良
く
分
か
る
。

（
８
）

野
口
武
彦
『
『
源
氏
物
語
』
を
江
戸
か
ら
読
む
』
（
講
談
社

一
九
八
五
年
）
「
第
一
部
『
源
氏
物
語
』
を
江
戸

か
ら
読
む
」
「
四
、
都
会
文
学
と
し
て
の
田
舎
源

氏
─
─
柳
亭
種
彦
の
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
」
九
七

頁
。

（
９
）

『
山
口
剛
著
作
集
』
第
四
巻
（
中
央
公
論
社

一
九
七
二
年
）

「
偐
紫
田
舎
源
氏
に
つ
い
て
」
三
三
一
～
二
頁
。

但
し
、
原
文
は
旧
字

（

）

注
（
９
）
と
同
書
。
と
も
に
三
七
一
頁
。

10
（

）

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、
角
川
学
芸
出
版
の
『
Ｄ
Ｖ
Ｄ-

11

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版

大
島
本
源
氏
物
語
』（
二
〇
〇
七
年
）

に
よ
り
、
検
索
の
便
に
資
す
る
た
め
、
大
島
本
を

底
本
と
す
る
、
岩
波
の
新
日
本
古
典
大
系
の
巻
数

・
頁
数
を
付
記
す
る
。
原
則
、
大
島
本
の
表
記
を

尊
重
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
だ
と
ど
う
し
て
も
読
み

に
く
い
の
で
、
濁
点
・
句
読
点
を
加
え
、
適
宜
ひ

ら
が
な
に
漢
字
を
当
て
た
。
た
だ
、
物
語
に
お
い

て
地
の
文
と
会
話
文
等
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
た

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
カ
ギ
括
弧
は
付

さ
ず
、
和
歌
も
始
ま
り
し
か
改
行
さ
れ
て
い
な
い
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た
め
、
末
尾
は
そ
の
ま
ま
続
け
た
（
拙
著
『
源
氏

物
語
の
構
造
研
究
』
（
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）

第
３
部

テ
キ
ス
ト
の
構
造
、
第
４
章

登
場
人

物
と
和
歌
の
効
用
を
参
観
願
い
た
い
）。

（

）

注
（
９
）
と
同
書
三
二
八
頁
。

12
（

）

注
（
３
）
の
「
解
説
」（
下
巻
・
七
六
三
～
六
頁
）。

13
（

）

自
殺
説
も
あ
る
が
、
本
稿
に
と
っ
て
は
こ
の
死
因
の
方
が
都
合

14

が
悪
い
の
で
、
都
合
が
悪
い
方
で
考
え
て
お
く
。

（

）

注
（
９
）
と
同
書
三
四
〇
頁
。

15
（

）

も
う
一
つ
、
結
局
『
田
舎
源
氏
』
を
未
完
に
終
わ
ら
せ
た
、
迫

16

り
来
る
天
保
の
改
革
の
影
響
も
一
応
は
考
え
ら
れ

る
が
、
水
野
忠
邦
が
実
権
を
握
っ
た
の
は
天
保
十

二
年
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
の
で
、
こ
の
表
の
範

囲
に
は
該
当
し
な
い
。

（

）

瀬
戸
内
寂
聴
・
秋
山
虔
・
大
和
和
紀
・
馬
場
あ
き
子
・
野
口
武

17

彦
『
源
氏
物
語
の
愛
』（
講
談
社

二
〇
〇
〇
年
）

二
七
三
～
四
頁
。

（

）

注
（
８
）
と
同
書
で
野
口
武
彦
は
、
「
柳
亭
種
彦
と
い
う
作
者

18

に
は
期
待
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
い
う

の
だ
が
、
翻
案
は
翻
訳
と
違
っ
て
、
先
行
作
品
（
あ

る
い
は
前
テ
ク
ス
ト
）
に
対
し
て
二
次
元
的
で
ば

プ
レ

か
り
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
な
り
に
完
結
し
た

時
空
圏
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一

〇
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
も
同
じ
謂
だ
と
思
う
。

（

）

注
（
８
）
と
同
書
九
七
～
八
頁
。

19

（
二
〇
一
五
年
二
月
二
十
五
日
受
理
）


