
光
源
氏
を
絶
対
化
す
る
四
つ
の
表
現

吉

村

研

一

は
じ
め
に

折
口
信
夫
は
「
反
省
の
文
学
源
氏

注
１

物
語
」
に
お
い
て
、
光
源
氏
の
こ
と

を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

人
に
よ
っ
て
は
光
源
氏
を
非
常
に
不
道
徳
な
人
間
だ
と
言
ふ
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
間
違
ひ
で
あ
る
。
人
間
は
常
に
神
に
近
づ
か
う
と
し

て
、
様
々
な
修
行
の
過
程
を
踏
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
其
の
た
め

に
は
其
過
程
々
々
が
省
み
る
毎
に
、
あ
や
ま
ち
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
始
め
か
ら
完
全
な
人
間
な
ら
ば
、
其
生
活
に
向
上
の
き
ざ
み
は

な
い
が
、
普
通
の
人
間
は
、
過
ち
を
犯
し
た
事
に
対
し
て
厳
し
く
反

省
し
て
、
次
第
に
立
派
な
人
格
を
築
い
て
来
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏

に
は
い
ろ
ん
な
失
策
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
常
に
神
に
近
づ
か
う
と
す

る
心
は
失
つ
て
ゐ
な
い
。

さ
ら
に
折
口
は
、
光
源
氏
が
妻
・
女
三
宮
と
柏
木
の
密
通
と
い
う
不
幸
な

運
命
を
経
験
し
て
も
「
か
う
し
た
運
命
に
対
し
て
、
絶
対
に
能
動
の
地
位

に
立
つ
貴
人
、
而
も
底
知
れ
ぬ
隠
忍
の
激
情
に
堪
へ
て
ゐ
る

注
２

巨
人
」
と
形

容
し
た
。
つ
ま
り
光
源
氏
は
あ
く
ま
で
も
人
間
で
あ
る
が
、「
神
に
近
づ

こ
う
と
し
た
巨
人
」
で
あ
る
と
分
析
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
高
崎
正
秀
は
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
伝
承
面
の
問
題

注
３

試
論
」
に
お
い
て
、「『
物
語
』
｜
｜
そ
れ
は
も
と
も
と
理
想
的
な

神
の

子

の
誕
生
・
成
長
・
結
婚
・
偉
業
の
あ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

注
４

つ
た
」

と
定
義
し
、『
源
氏
物
語
』
も
こ
の
考
え
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
光
源
氏

こ
そ
「
神
の
子
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
た
。
同
論
文
は
そ
の
根
拠
と
し

て
、
光
源
氏
の
悪
徳
悪
行
（
藤
壺
冷
泉
院
の
問
題
、

注
５

空
蝉
、
朧
月
夜
と
の

関
係
、
養
女
玉
葛
や
秋
好
姫
へ
の
恋
情
な
ど
）
は
数
限
り
も
な
く
、
真
に

醜
態
醜
悪
の
連
続
と
い
う
よ
り
外
は
な
い
が
、
し
か
も
自
ら
の
不
倫
に
対

す
る
反
省
も
な
い
の
は
、
光
君
の
絶
対
性
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
言
及
す
る
。「

神
の
子

は
『
神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
』
｜
略

し
て
『
神
な
が
ら
』
と
言
へ
ば
一
切
が
、
不
倫
も
不
徳
も
解
消
し
て
了
ふ

の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
も
と
も
と
高
崎
は
早
く
一
九
五
〇
年
代
に

光
源
氏
の
神
の
子
論
を
打
ち
出
し
、「『
神
の
子
』
の
行
為
を
叙
述
す
る
も

の
が
『
物
語
』
な
る
が
故
｜
す
べ
て
が
許
容
さ
れ
、
一
条
天
皇
も
賞
賛
さ
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れ
、
御
堂
道
長
も
之
を
愛
読
し
て
怪
し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
り

注
６

ま
す
」
と

言
及
し
、「
神
の
子
は
そ
の
成
長
の
た
め
に
禊
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

光
源
氏
の
須
磨
行
は
禊
で

注
７

あ
る
」
と
分
析
し
、
光
源
氏
の
死
が
描
か
れ
て

い
な
い
理
由
も
、
神
に
は
『
死
』
と
い
ふ
も
の
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
雲
隠

巻
の
本
文
空
白
の
意
義
を
強
調

注
８

し
た
。

さ
て
、
折
口
に
し
て
も
高
崎
に
し
て
も
、
そ
れ
が
神
に
近
い
巨
人
で
あ

る
か
、
神
の
子
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
光
源
氏
を

通
常
の
人
間
と
は
次
元
の
異
な
る
特
別
な
存
在
と
絶
対
化
し
て
、
そ
の
理

由
を
光
源
氏
の
「
行
動
」
や
「
考
え
方
」
に
基
づ
く
も
の
と
分
析
し
た
。

つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
非
常
識
で
非
人
間
的
な
「
行
動
」
や
「
考
え
方
」
が

で
き
る
の
は
、
神
か
巨
人
以
外
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
根
拠
で
あ

る
。本

稿
は
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
が
特
異
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
を
描

写
・
表
現
す
る
「
言
葉
」
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
絶
対
性
が
窺
え
な
い
か
と

い
う
観
点
に
立
っ
て
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。
つ
ま
り
、
光
源
氏

と
他
の
登
場
人
物
と
の
表
現
の
差
異
性
、
も
し
く
は
源
氏
以
前
の
か
な
文

学
に
お
け
る
表
現
と
の
差
異
性
が
、
物
語
で
使
用
さ
れ
る
「
言
葉
」
に
よ

っ
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

一

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
特
殊
な
「
言
葉
」

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
自
立
語
の
語
彙
数
（
こ
と
な
り
語
数
）
は
、

宮
島
達
夫
『
古
典
対
照
語

注
９

い
表
』
に
よ
る
と
約
一
一
四
〇
〇
語
が
数
え
ら

れ
る
。
こ
の
う
ち
名
詞
が
約
四
八
〇
〇
語
を
占
め
る
が
、
名
詞
を
除
い
た

約
六
六
〇
〇
語
を
対
象
に
し
て
、
源
氏
以
前
の
主
要
か
な
文
学
作
品
に
は

使
用
例
が
見
い
出
せ
ず
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
初
出
と
考
え
ら
れ
る

語
彙
を
抽
出
し
て
み
る
と
約
二
九
〇
〇
語
に
上

注
10

っ
た
。
名
詞
は
人
名
・
地

名
な
ど
、
物
語
固
有
の
語
彙
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
必
然
的
に
初
出
に
な
る

の
で
対
象
外
と
し
た
。
こ
こ
で
い
う
源
氏
以
前
の
主
要
か
な
文
学
作
品
と

は
時
代
順
に
、『
古
事
記
』、『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
竹
取
物

語
』、『
伊
勢
物
語
』、『
土
佐
日
記
』、『
後
撰
和
歌
集
』、『
大
和
物
語
』、

『
平
中
物
語
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
う
つ
ほ
物
語
』、『
落
窪
物
語
』、『
枕
草

子
』
を
指
す
。

さ
て
、
こ
の
二
九
〇
〇
語
と
い
う
初
出
語
を
以
下
の
よ
う
に
大
き
く
三

つ
に
分
類
す
る
。

Ａ

複
合
語

実
は
初
出
語
の
大
半
の
約
二
七
〇
〇
語
が
複
数
の
単
語
を
結
び
つ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
複
合
語
で
あ
っ
て
、
個
々
の
単
語
は

『
源
氏
物
語
』
以
前
に
使
用
例
が
あ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
「
お
も
ひ
・
あ
か
し
・
く
ら
す
」、「
し
の
び
・
あ
り
く
」、「
お
ほ

や
け
・
は
ら
だ
た
し
」
な
ど
の
、
動
詞
、
名
詞
、
形
容
詞
を
複
合
さ
せ
た

も
の
。
あ
る
い
は
「
う
ち
・
う
な
づ
く
」、「
も
の
・
し
づ
か
な
り
」
な
ど

接
頭
語
と
複
合
さ
せ
た
も
の
。
ま
た
は
「
め
ざ
ま
し
・
が
る
」、「
い
そ
が

し
・
げ
・
な
り
」
な
ど
接
尾
語
と
複
合
さ
せ
て
品
詞
を
変
換
さ
せ
た
も
の

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
類
の
語
彙
に
は
「
ね
ん
（
念
）・
ず
」、「
か
う
ざ
く

（
警
策
）・
な
り
」
な
ど
、
漢
語
に
「
サ
変
動
詞
」
や
「
な
り
」
を
付
着

さ
せ
て
和
語
に
仕
立
て
上
げ
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
初
出

語
は
確
か
に
一
般
的
に
遍
く
使
用
さ
れ
て
い
る
単
語
が
結
び
合
わ
さ
れ
て

生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
に
よ
っ
て
特
殊
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な
響
き
を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
。

Ｂ

注
11

畳
語

い
ま
い
ま
し
（
忌
忌
）」、「
げ
す
げ
す
し
（
下
種
下
種
）」
な
ど
、
同

一
の
単
語
が
反
覆
さ
れ
た
言
葉
で
、
初
出
語
と
し
て
は
九
〇
語
ほ
ど
数
え

ら
れ
る
。
初
出
語
に
限
ら
な
い
畳
語
全
体
で
は
二
四
〇
語
を
超
え
る
数
が

認
め
ら
れ
、
本
物
語
が
強
調
の
修
辞
法
と
し
て
畳
語
を
好
ん
だ
こ
と
が
窺

え
る
。「
忌
む
」
に
し
て
も
「
下
種
」
に
し
て
も
、
遍
く
使
用
さ
れ
て
い

た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
反
覆
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
特
の
味
わ
い
が

も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｃ

複
合
語
で
も
畳
語
で
も
な
い
も
の

Ａ
や
Ｂ
と
は
異
な
り
、
い
わ
ゆ
る
純
粋
な
初
出
語
と
も
い
う
べ
き
言
葉

で
一
〇
〇
語
ほ
ど
数
え
ら
れ
る
。
物
語
の
享
受
者
に
と
っ
て
は
耳
慣
れ
な

い
言
葉
だ
と
思
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
享
受
者
に
違
和
感
を
与
え
る
こ
と

が
目
的
と
も
考
え
ら
れ
、
特
別
の
思
惑
を
持
っ
て
使
わ
れ
た
可
能
性
が
強

い
。
用
例
数
の
多
い
順
に
ベ
ス
ト
テ
ン
を
挙
げ
る
。

①
「
か
か
づ
ら
ふ
（
拘
）」
三
〇
例

②
「
む
つ
ぶ
（
睦
）」
二
四
例

③

「
か
す
む
（
諷
）」
二
二
例

④
「
あ
え
か
な
り
」
一
七
例

⑤
「
よ
そ

ほ
し
（
装
）」
一
二
例

⑥
「
あ
ま
ゆ
（
甘
）」
一
〇
例

⑦
「
い
つ
か
し

（
斎
）」
七
例

⑦
「
は
ぶ
く
（
省
）」
七
例

⑦
「
を
さ
ま
る
（
治
）」

七
例

⑦
「
い
ど
ま
し
（
挑
）
七
例

⑦
「
を
ん
な
し
（
女
）」
七
例

本
論
で
は
こ
れ
ら
複
合
語
、
畳
語
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
語
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
一
つ
ず
つ
、
さ
ら
に
言
い
回
し
表
現
か
ら
一
つ
を
付
け
加
え
て
四
表
現

に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
表
現
と
光
源
氏
絶
対
性
と
の
関
わ
り
を
考
察
し

た
。

二

い
つ
か
し
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味

ま
ず
Ｃ
に
挙
げ
た
ベ
ス
ト
テ
ン
の
う
ち
、
特
に
光
源
氏
と
関
わ
り
の
強

い
語
と
し
て
、「
い
つ
か
し
」
と
い
う
言
葉
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
の
使

用
例
七
例
を
以
下
に
列
挙
す
る
。（
本
稿
の
『
源
氏
物
語
』
引
用
本
文
は

す
べ
て
『
新
日
本
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
）
ま
た
、「
い
つ
か
し
」
に
校

異
の
あ
る
も
の
は
『
源
氏
物
語
大
成
』
よ
り
抜
き
出
し
た
。
な
お
諸
本
の

記
号
は
大
成
に
従
っ
た
。

１
院
（
朱
雀
院
）
に
も
、
か
の
下
り
給
し
大
極
殿
の
い
つ
か
し
か
り

し
儀
式
に
、
ゆ
ゝ
し
き
ま
で
見
え
給
し
（
秋
好
中
宮
ノ
）
御
か
た

ち
を
忘
れ
が
た
う
お
ぼ
し
を
き
け
れ
ば
、

（
②
澪
標

一
二
四
）

【
校
異
】
た
た
は
し
く
か
う
か
う
し
か
り
し
（
河
・
全
）

２
い
に
し
へ
の
例
に
な
ず
ら
へ
て
、
白
馬
ひ
き
、
節
会
の
日
、
内
の

儀
式
を
う
つ
し
て
、
む
か
し
の
た
め
し
よ
り
も
こ
と
添
へ
て
、
い

つ
か
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
り
。

（
②
少
女

三
一
七
）

【
校
異
】
は
つ
か
し
き
（
青
・
平
）

い
か
め
し
き
（
別
・
讃
）

３
右
近
「（
前
略
）
い
ま
は
天
の
下
を
御
心
に
か
け
給
へ
る
大
臣
に

て
、
い
か
ば
か
り
い
つ
か
し
き
御
中
に
、
御
方
し
も
、
受
領
の
妻

に
て
、
品
定
ま
り
て
お
は
し
ま
さ
む
よ
」

（
②
玉
鬘

三
五
〇
）

【
校
異
】
は
つ
か
し
き
（
河
・
全
）

４
源
氏
の
お
と
ゞ
の
御
顔
ざ
ま
は
、（
冷
泉
帝
ト
）
こ
と
物
と
も
見

え
給
は
ぬ
を
、
思
ひ
な
し
の
い
ま
す
こ
し
い
つ
か
し
う
、
か
た
じ

け
な
く
め
で
た
き
な
り
。

（
③
行
幸

五
九
）

【
校
異
】
い
つ
く
し
う
（
青
・
横
池
肖

河
・
全

別
・
保
麥
）
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５
内
大
臣
「
い
か
に
さ
び
し
げ
に
て
（
源
氏
ノ
）
い
つ
か
し
き
御
さ

ま
を
待
ち
う
け
き
こ
え
給
ら
む
。
御
前
ど
も
も
て
は
や
し
、
御
座

ひ
き
つ
く
ろ
ふ
人
も
、
は
か
〴
〵
し
う
あ
ら
じ
か
し
。（
後
略
）」

（
③
行
幸

六
八
）

【
校
異
】
い
つ
く
し
き
（
青
・
御
横
池
三
大

河
・
大

別
・
麥
）

６
お
と
こ
君
（
夕
霧
）
は
、
夢
か
と
お
ぼ
え
給
に
も
、
わ
が
身
い

と
ゞ
い
つ
か
し
う
ぞ
お
ぼ
え
給
け
ん
か
し
。（

③
藤
裏
葉

一
八
三
）

【
校
異
】
は
つ
か
し
う
そ
（
河
・
七
宮
尾
靑
平
鳳
）

は
つ
か
し

く
そ
（
別
・
陽
國
）

７
（
源
氏
ヲ
）
見
た
て
ま
つ
る
人
も
、
さ
ば
か
り
い
つ
か
し
き
御
身

を
と
、
も
の
の
心
知
ら
ぬ
下
種
さ
へ
泣
か
ぬ
な
か
り
け
り
。

（
④
御
法

一
七
五
）

【
校
異
】
い
つ
く
し
き
（
別
・
保
麥
阿
）

い
つ
か
し
」
に
つ
い
て
、
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、「（『
い

つ
（
斎
）
く
』
の
形
容
詞
化
し
た
も
の
）
大
切
に
取
り
扱
わ
れ
る
さ
ま
。

ま
た
、
尊
い
さ
ま
。
り
っ
ぱ
な
さ
ま
。」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
七
例
を

分
類
す
る
と
、
１
、
２
が
儀
式
の
荘
厳
さ
、
３
が
血
筋
の
良
さ
を
表
現

し
、
４
〜
７
が
人
の
尊
く
立
派
な
さ
ま
を
表
現
し
て
い
る
。

１
秋
好
中
宮
が
斎
宮
に
下
向
す
る
際
の
儀
式
の
様
子
が
「
お
ご
そ
か
で

あ
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

２
光
源
氏
が
六
条
院
で
執
り
行
っ
た
正
月
の
儀
式
が
「
お
ご
そ
か
で
あ

る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

３
右
近
の
会
話
で
、
玉
鬘
が
現
内
大
臣
（
も
と
の
頭
中
将
）
の
娘
で
あ

り
、
血
筋
が
「
と
ん
で
も
な
く
高
い
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、

右
近
と
し
て
は
そ
れ
を
強
調
し
て
表
現
し
た
か
っ
た
の
で
、
あ
え
て

「
い
つ
か
し
」
と
い
う
そ
ぐ
わ
な
い
言
葉
を
用
い
た
と
も
考
え
ら

れ
、「
い
つ
か
し
」
そ
の
も
の
の
意
味
が
歪
め
ら
れ
て
使
用
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
。

４
光
源
氏
と
冷
泉
帝
が
ど
ち
ら
も
「
尊
く
立
派
な
さ
ま
」
を
意
味
し
て

い
て
、
む
し
ろ
冷
泉
帝
の
ほ
う
が
少
し
「
い
つ
か
し
さ
」
に
お
い
て

勝
っ
て
い
る
と
表
現
し
て
い
る
。

５
内
大
臣
の
会
話
で
、
光
源
氏
の
「
尊
く
立
派
な
さ
ま
」
を
意
味
し
て

い
る
。

６
夕
霧
が
つ
い
に
雲
居
雁
と
結
婚
で
き
た
自
分
の
こ
と
を
、「
立
派

だ
・
た
い
し
た
も
の
だ
」
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
よ
と
、
語
り
手
が

推
測
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

７
光
源
氏
の
「
尊
く
立
派
な
」
姿
を
表
現
し
て
い
る
が
、
文
脈
と
し
て

は
、
そ
の
姿
が
紫
上
の
死
に
直
面
し
て
う
つ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
人
の
さ
ま
を
表
現
し
た
４
〜
７
の
「
い
つ
か
し
」
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
「
尊
く
立
派
な
さ
ま
」
を
表
現
し
て
い
る
が
、
表
現
さ
れ

る
対
象
人
物
は
三
名
、
光
源
氏
三
例
、
冷
泉
帝
一
例
、
夕
霧
一
例
で
あ

り
、
光
源
氏
と
そ
の
血
を
分
け
た
男
君
に
限
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
夕
霧

の
例
は
語
り
手
の
推
測
で
あ
り
、
厳
密
に
言
え
ば
光
源
氏
と
不
義
の
息
子

冷
泉
帝
の
み
と
な
る
。
言
葉
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
他
の
天
皇
や
親
王
、

続
編
の
薫
大
将
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

一
切
「
い
つ
か
し
」
と
は
表
現
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
い
つ
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か
し
」
は
本
編
の
み
の
使
用
に
限
ら
れ
て
い
て
、
光
源
氏
死
後
の
世
界
で

は
全
く
用
例
が
な
く
、「
儀
式
が
お
ご
そ
か
で
あ
る
」
と
い
っ
た
意
味
で

も
死
後
に
は
用
例
が
な
い
。「
い
つ
か
し
」
と
い
う
言
葉
は
光
源
氏
の
死

を
も
っ
て
そ
の
役
割
を
終
え
た
か
の
よ
う
な
特
殊
な
言
葉
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
校
異
を
見
て
み
よ
う
。
１
の
儀
式
の
お
ご
そ
か
さ
を
表
現
す
る

「
い
つ
か
し
」
に
つ
い
て
は
、
河
内
本
系
は
す
べ
て
「
た
た
は
し
く
か
う

か
う
し
か
り
し
」
と
し
て
、
よ
り
具
体
的
で
分
か
り
や
す
い
表
現
に
置
き

換
え
て
い
る
。
２
に
つ
い
て
も
「
は
つ
か
し
き
」、「
い
か
め
し
き
」
と
い

う
異
同
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
儀
式
の
荘
厳
さ
を
描
写
す
る
の
に
「
い
つ
か

し
」
と
い
う
言
葉
が
分
か
り
に
く
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
３
は
河
内
本
系
が
す
べ
て
「
は
つ
か
し
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

も
お
そ
ら
く
河
内
本
が
「
い
つ
か
し
き
」
御
中
と
い
う
表
現
に
違
和
感
を

抱
き
、「
は
つ
か
し
き
」
御
中
と
表
現
す
る
ほ
う
が
血
筋
が
極
め
て
立
派

で
あ
る
こ
と
を
的
確
に
表
す
も
の
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
右
近
が
玉
鬘
の
血
筋
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
、
玉
鬘
の
下
女
で
あ
る

三
条
に
、「
内
大
臣
の
娘
と
も
あ
ろ
う
玉
鬘
が
受
領
の
妻
な
ん
か
に
な
っ

て
た
ま
る
も
の
で
す
か
」
と
仰
々
し
く
血
筋
の
良
さ
を
訴
え
た
と
考
え
れ

ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
い
つ
か
し
」
を
用
い
る
こ
と
に
納
得
が
い
く
も

の
で
あ
る
。
４
〜
７
の
人
を
表
現
す
る
「
い
つ
か
し
」
に
も
異
同
が
多
く

見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
人
の
有
様
と
「
い
つ
か
し
」
と
い
う
言
葉
も
し
っ
く

り
と
結
び
つ
か
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
特
に
、

４
、
５
、
７
は
「
い
つ
く
し
」
と
す
る
本
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
１
字
違
い
の
こ
の
言
葉
の
方
が
人
の
有
様
を
形

容
す
る
の
に
よ
り
相
応
し
く
、
分
か
り
や
す
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
に
違
い

注
12

な
い
。い

つ
く
し
」
は
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
①
神
威

が
盛
ん
で
あ
る
さ
ま
。
②
威
厳
が
あ
る
。
③
厳
重
で
あ
る
。
④
美
麗
で
あ

る
。
⑤
気
立
て
が
優
し
い
。」
と
な
っ
て
い
て
、「
い
つ
か
し
」
よ
り
、
意

味
の
広
が
り
も
大
き
く
、『
万
葉
集
』、『
う
つ
ほ
物
語
』、『
枕
草
子
』
な

ど
に
も
用
例
が
あ
り
、「
い
つ
か
し
」
の
よ
う
に
希
少
な
言
葉
で
は
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
中
に
「
い
つ
く
し
」
は
一
六
例
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
の
六
例
は
全
く
異
同
が
な
く
、
残
り
一
〇
例
も
、「
う
つ
く

し
」、「
た
た
は
し
」
と
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
、
逆
に
「
い
つ

か
し
」
と
す
る
も
の
は
別
本
の
陽
明
家
本
と
保
坂
本
に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず

つ
し
か
見
ら
れ
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
い
つ
か
し
」
と
い
う
言

葉
は
『
源
氏
物
語
』
が
享
受
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
分
か
り
に
く
い
言
葉

で
あ
り
、
人
の
有
様
を
表
現
す
る
の
に
し
っ
く
り
こ
な
い
形
容
詞
な
の
で

あ
る
。

で
は
な
ぜ
光
源
氏
と
冷
泉
帝
を
「
い
つ
か
し
」
と
表
現
し
た
の
か
。
そ

れ
は
耳
慣
れ
な
い
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
を
特
殊
な
存

在
に
祭
り
上
げ
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
を
「
神
の
子
」
と

解
釈
す
る
の
か
、「
神
に
近
い
巨
人
」
と
解
釈
す
る
の
か
は
と
も
か
く
も
、

少
な
く
と
も
天
皇
す
ら
も
及
ば
な
い
絶
対
的
な
存
在
に
位
置
付
け
た
か
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

三

〜
顔
（
な
り
）」
と
い
う
表
現

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
初
出
語
は
複
合
語
が
大
半
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
た
が
、
そ
の
中
で
特
筆
し
た
い
の
が
「
〜
顔
（
な
り
）」
と
い
う
形
容
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動
詞
（
一
部
名
詞
）
で
あ
る
。
初
出
語
と
し
て
異
な
り
語
数
で
五
三
例
を

数
え
る
。
こ
の
「
〜
顔
」
と
い
う
複
合
表
現
は
源
氏
以
前
に
も
「
し
ら
ず

が
ほ
（
不
知
顔
）」、「
お
も
ひ
が
ほ
（
思
顔
）」、「
し
た
り
が
ほ
」
な
ど
、

『
大
和
物
語
』、『
う
つ
ほ
物
語
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
枕
草
子
』
な
ど
に
数

例
の
用
例
が
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
が
編
み
出
し
た
表
現
で
は
な
い
が
、

新
し
い
組
み
合
わ
せ
を
五
三
例
も
物
語
内
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
は
驚
か
ざ

る
を
え
な
い
。
五
三
例
の
初
出
語
の
中
に
は
「
お
ど
ろ
き
が
ほ
（
驚
顔
）」

や
「
う
れ
へ
が
ほ
（
憂
顔
）」
な
ど
の
よ
う
に
、
現
代
も
使
用
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
的
を
得
た
組
み
合
わ
せ
の
複
合
語
も
あ
る
が
、「
い
と
ひ
き
こ

え
が
ほ
（
厭
聞
顔
）」、「
う
し
ろ
み
が
ほ
（
後
見
顔
）」、「
お
も
ひ
お
よ
び

が
ほ
（
思
及
顔
）」、「
す
み
つ
き
が
ほ
（
住
着
顔
）」、「
な
ご
り
あ
り
顔

（
名
残
有
顔
）」
と
い
っ
た
、
い
さ
さ
か
無
理
筋
と
も
思
わ
れ
る
複
合
語

が
多
い
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
当
時
の
女
房
た
ち
の
い
わ
ゆ
る
流
行
語
の
類

も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
『
源
氏
物
語
』
の
た
め
に
創

作
さ
れ
た
特
異
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
で
も
注
目
し
た
い
の
が
、
人
間
で
は
な
く
、
自
然
や
動
物
や
植

物
が
擬
人
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
る
「
〜
顔
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
例
え

ば
「
草
む
ら
の
虫
の
声
〴
〵
も
よ
ほ
し
顔
な
る
も
」（
①
桐
壺

一
四
）

と
い
っ
た
言
い
回
し
で
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て

は
一
七
例
も
の
用
例
が
あ
り
、
特
別
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
用
い
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
自
然
（
動
植
物
含
む
）
に
は
す

べ
て
精
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が

注
13

あ
り
、
自
然
に
宿
っ
た
精
霊

が
、
神
と
人
間
の
間
に
入
っ
て
、
神
の
意
志
を
人
間
社
会
に
伝
え
る

「
顔
」
と
し
て
物
語
内
で
活
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
分
析
す
る
と
、
以
下
に
示
す
光
源
氏
に
関
連
す
る
用

例
を
見
過
ご
す
訳
に
は
い
か
な
い
。

８
青
海
波
の
か
か
や
き
出
で
た
る
さ
ま
、
い
と
恐
ろ
し
き
ま
で
に
見

ゆ
。
か
ざ
し
の
紅
葉
い
た
う
散
り
す
き
て
、
顔
の
に
ほ
ひ
に
け
お

さ
れ
た
る
心
地
す
れ
ば
、
御
前
な
る
菊
を
折
り
て
左
大
将
さ
し
か

へ
た
ま
ふ
。
日
暮
れ
か
ゝ
る
ほ
ど
に
、
け
し
き
ば
か
り
う
ち
し
ぐ

れ
て
、
空
の
け
し
き
さ
へ
見
知
り
顔
な
る
に
、

（
①
紅
葉
賀

二
四
三
）

こ
の
場
面
は
、
朱
雀
院
の
御
賀
で
光
源
氏
が
頭
中
将
と
青
海
波
を
舞
う

場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
の
舞
い
姿
の
あ
ま
り
の
輝
か
し
さ
美
し
さ
に
、
天

ま
で
も
感
応
し
て
時
雨
を
降
ら
せ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
見

知
り
顔
」
と
い
う
の
は
「
理
解
し
て
い
る
」、「
認
め
る
」
と
い
っ
た
意
味

で
あ
る
が
、
神
が
光
源
氏
の
美
し
さ
を
認
め
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
い
だ

ろ
う
。
実
は
こ
の
紅
葉
の
賀
が
思
い
出
さ
れ
る
場
面
が
第
一
部
の
末
尾
部

分
に
も
あ
り
、
こ
こ
で
も
天
が
感
応
し
て
い
る
。

９
あ
る
じ
の
院
（
源
氏
ハ
）、
菊
を
お
ら
せ
給
て
、
青
海
波
の
折
を

お
ぼ
し
出
づ
。（
源
氏
ノ
和
歌
）「
色
ま
さ
る
ま
が
き
の
菊
も
を
り

く
に
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
恋
ふ
ら
し
」。
お
と
ゞ
（
太
政
大
臣
）、

そ
の
お
り
は
お
な
じ
舞
に
立
ち
並
び
き
こ
え
給
ひ
し
を
、
わ
れ
も

人
に
は
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
身
な
が
ら
、
な
を
こ
の
際
は
こ
よ
な
か

り
け
る
ほ
ど
お
ぼ
し
知
ら
る
。
し
ぐ
れ
、
お
り
知
り
顔
な
り
。

（
③
藤
裏
葉

一
九
七
）

光
源
氏
が
准
太
政
天
皇
の
地
位
に
登
っ
た
秋
に
、
冷
泉
帝
が
朱
雀
院
と

と
も
に
六
条
院
に
行
幸
す
る
。
そ
の
め
で
た
い
宴
で
童
た
ち
の
舞
う
姿
を
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見
て
、
光
源
氏
、
太
政
大
臣
（
も
と
の
頭
中
将
）
と
も
に
、
昔
の
自
分
た

ち
を
思
い
出
す
場
面
で
あ
る
。
太
政
大
臣
が
「
自
分
が
一
番
だ
と
思
っ
て

い
た
け
れ
ど
、
准
太
政
天
皇
に
登
り
つ
め
た
源
氏
の
尊
さ
に
は
か
な
う
べ

く
も
な
い
な
あ
」
と
納
得
し
た
と
き
に
、
時
雨
が
お
り
を
知
っ
て
い
る
か

の
よ
う
に
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
降
り
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
大
団

円
を
迎
え
た
光
源
氏
を
祝
福
し
、
そ
の
尊
さ
に
神
も
感
応
す
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
以
外
で
も
、
葵
上
の
死
に
当
た
り
憂
鬱
な
光
源

氏
に
対
し
て
「
お
り
知
り
顔
な
る
時
雨
う
ち
そ
ゝ
き
て
」（
①
葵

三
二

二
）
と
あ
っ
て
天
が
共
感
し
た
り
、
伊
勢
に
下
向
す
る
六
条
御
息
所
と
の

別
れ
に
当
た
っ
て
の
光
源
氏
の
乱
れ
心
に
「
松
虫
の
鳴
き
か
ら
し
た
る
声

も
、
お
り
知
り
顔
な
る
を
」（
①
賢
木

三
四
六
）
と
虫
が
共
感
し
た
り

す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
神
が
光
源
氏
を
特
別
の
存
在
と
し
て
認
め
て

い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
の
別
格

さ
を
表
現
す
る
に
当
た
っ
て
、「
神
が
光
源
氏
に
対
し
て
」
と
か
、「
天
が

光
源
氏
を
」
の
よ
う
な
直
接
的
な
表
現
で
は
な
く
、
間
接
的
で
あ
り
な
が

ら
も
的
確
に
言
い
表
す
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
よ
う
な
自

然
を
使
っ
た
「
〜
顔
」
な
の
だ
と
分
析
い
た
し
た
い
。
な
お
人
間
以
外
に

擬
人
化
し
て
用
い
ら
れ
る
「
〜
顔
」
と
い
う
表
現
は
源
氏
以
前
に

注
14

二
例
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
示
唆
的
意
味
に
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
。

四

か
ろ
が
ろ
し
」（
母
音
交
換
形
「
か
る
が
る
し
」
含
む
）

本
物
語
に
は
一
つ
の
単
語
を
反
覆
す
る
形
で
あ
る
畳
語
が
多
く
、
そ
の

用
例
は
異
な
り
語
数
で
二
四
〇
語
を
超
え
、
そ
の
う
ち
の
初
出
語
は
九
〇

語
ほ
ど
あ
る
こ
と
を
前
述
し
た
。
こ
れ
ら
畳
語
の
中
で
、
初
出
で
は
な
い

が
、
源
氏
以
前
の
か
な
文
学
作
品
に
お
い
て
は
些
少
の
用
例
し
か
見
ら
れ

な
い
畳
語
で
、
物
語
内
で
多
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。「
か
ろ
が
ろ

し
」
が
そ
の
顕
著
な
例
で
、
源
氏
以
前
に
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
枕
草

子
』
に
一
例
ず
つ
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
本
物
語
に
お
い
て

は
七
九
例
も
の
用
例
を
数
え
て
い
る
。

ま
ず
「
か
ろ
が
ろ
し
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
か
ろ
が
ろ
し
」

は
、
形
容
詞
「
か
ろ
し
」
を
強
調
す
る
た
め
に
反
覆
さ
せ
た
形
容
詞
で
あ

る
が
、
そ
の
も
と
に
な
る
「
か
ろ
し
」（「
か
る
し
」
を
含
む
）
は
本
物
語

内
で
二
三
例
の
使
用
例
が
あ
り
、
そ
の
意
味
内
容
は
大
き
く
分
け
て
次
の

三
つ
に
分
類
で
き
る
。

①

物
の
価
値
が
低
い
・
人
の
身
分
が
低
い

一
〇
例

②

人
の
考
え
や
行
動
が
軽
薄
・
軽
率
で
あ
る

六
例

③

罪
が
軽
い

七
例

こ
の
「
か
ろ
し
」
の
意
味
分
類
を
踏
ま
え
て
、
形
容
詞
「
か
ろ
が
ろ

し
」
七
八
例
に
名
詞
「
か
ろ
が
ろ
し
さ
」
二
例
を
加
え
た
八
〇
例
を
分
類

す
る
と
、

①

物
の
価
値
が
低
い
・
人
の
身
分
が
低
い

一
四
例

②

人
の
考
え
や
行
動
が
軽
薄
・
軽
率
で
あ
る

六
四
例

③

そ
の
他
（
不
作
法
で
あ
る
こ
と
一
例
、
安
易
で
あ
る
こ
と
一
例
）

二
例

で
あ
り
、「
か
ろ
が
ろ
し
」
は
「
か
ろ
し
」
の
用
例
の
う
ち
、
②
の

「
人
の
考
え
や
行
動
が
軽
薄
・
軽
率
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
強
調
し
て

表
現
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
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は
「
罪
が
軽
い
」
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
面
で
使
用
さ
れ
る
例
も
な
い
し
、

「
軽
々
し
く
持
ち
上
げ
る
」
と
い
っ
た
物
理
的
な
軽
さ
を
表
す
用
例
も
な

い
。「
か
ろ
が
ろ
し
」
は
、
人
間
の
軽
薄
さ
軽
率
さ
を
非
難
す
る
た
め
に

物
語
が
大
量
に
用
い
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

以
下
に
「
か
ろ
が
ろ
し
」
が
非
難
の
意
味
で
複
数
（
二
例
以
上
）
使
用

さ
れ
て
い
る
登
場
人
物
を
多
い
順
に
示
す
が
、
光
源
氏
に
集
中
的
に
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
い
た
し
た
い
。

光
源
氏

一
五
例

匂
宮

四
例

女
三
宮

四
例

薫

三
例

夕
霧

三
例

浮
舟

三
例

内
大
臣
（
も
と
の
頭
中
将
）
二
例

髭
黒
大
将

二
例

明
石
の
君

二
例

朝
顔
の
姫
君

二
例

玉
鬘

二
例

髭
黒
の
北
の
方

二
例

落
葉
の
宮

二
例

お
お
む
ね
身
分
の
高
い
上
級
貴
族
以
上
の
人
物
に
用
い
ら
れ
て
は
い
る

が
、
源
氏
以
前
の
使
用
例
二
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
か
た
や
天
皇
、
か
た

や
中
宮
と
い
う
最
高
の
身
分
の
者
が
、
そ
の
身
分
ゆ
え
に
軽
率
な
行
為
で

あ
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、「
楼
の
上
・

下
」
巻
で
、
今
上
帝
が
「
か
ろ
が
ろ
し
く
な
け
れ
ば
、
自
分
で
出
か
け
て

行
っ
て
で
も
俊
蔭
の
娘
の
琴
の
音
色
を
聴
く
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
言
う
場

面
。『
枕
草
子
』
で
は
、「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
」
段

で
、「
中
宮
様
が
自
分
（
清
少
納
言
）
の
よ
う
な
程
度
の
低
い
者
を
御
寵

愛
に
な
れ
ば
、
中
宮
と
い
う
高
貴
な
身
分
が
ら
、
か
ろ
が
ろ
し
き
こ
と
と

世
間
か
ら
を
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
思
う
場
面
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
皇
子
と
は
い
え
臣

籍
降
下
し
た
「
た
だ
び
と
」
光
源
氏
の
行
動
に
一
五
例
も
の
多
く
の
「
か

ろ
が
ろ
し
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
享
受
者
に
と
っ
て
相
当
な
違
和
感
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
五
例
の
う
ち
、
大
半
で
あ
る
一
三
例

が
女
と
の
恋
愛
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
「
か
ろ
が
ろ
し
い
こ
と
」
と
い

う
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
の
七
例
が
、
女

の
も
と
へ
通
う
行
為
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
通
い
は
、
空
蝉
、

夕
顔
、
紫
の
上
、
末
摘
花
な
ど
、
光
源
氏
が
ま
だ
冠
位
も
高
く
な
い
若
き

日
の
出
来
事
で
も
あ
り
、「
か
ろ
が
ろ
し
」
と
い
う
言
葉
は
、『
う
つ
ほ
物

語
』、『
枕
草
子
』
の
用
例
と
比
較
す
る
と
相
応
し
い
形
容
と
は
と
う
て
い

思
わ
れ
な
い
。
果
た
し
て
、
こ
れ
ら
の
女
の
も
と
へ
通
う
こ
と
が
天
皇
で

も
な
い
「
た
だ
び
と
」
の
若
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
軽
薄
、
軽
率
な
行

為
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
社
会
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
女
性
と
の
関

係
は
そ
れ
ほ
ど
理
不
尽
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

や
は
り
物
語
は
光
源
氏
を
「
た
だ
び
と
」
と
は
異
な
る
人
物
と
し
て
描

き
出
す
た
め
に
「
か
ろ
が
ろ
し
」
を
多
用
し
た
の
で
は
な
い
か
。「
か
ろ

が
ろ
し
」
を
光
源
氏
の
行
為
に
し
つ
こ
い
ま
で
に
繰
り
返
し
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
逆
に
「
か
ろ
が
ろ
し
」
く
な
い
崇
高
な
存
在
が
ど
ん
ど
ん
と
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強
調
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
物
語
中
に
は
、
光
源
氏
が
自
ら
の

女
通
い
を
「
か
ろ
が
ろ
し
」
と
自
己
反
省
す
る
場
面
も
多
い
。
光
源
氏
自

身
に
も
自
分
が
「
た
だ
び
と
」
で
は
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

五

涙
落
と
す
」

源
氏
以
前
の
か
な
文
学
作
品
で
も
多
く
の
用
例
は
あ
る
が
、『
源
氏
物

語
』
に
お
い
て
、
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
言
い
回
し
に

「
涙
落
と
す
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
の
他
動
詞
表
現
は
全
一
三
例
あ

る
が
、
す
べ
て
自
分
以
外
の
人
に
向
け
た
「
哀
れ
み
の
涙
」（
五
例
）
と

「
賞
賛
の
涙
」（
八
例
）
に
限
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
自
動
詞
表
現
で
あ

る
「
涙
落
つ
」
全
一
六
例
は
、
す
べ
て
自
分
自
身
の
「
悲
し
み
」
と
「
感

動
」
の
涙
を
表
現
し
て
い
て
、
こ
の
二
つ
の
表
現
は
は
っ
き
り
と
外
向
き

か
内
向
き
か
で
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
書
き
分
け
は
源
氏
以
前
の
主
要
か
な
文
学
作
品
に
は
見
ら

れ
な
い
。
た
と
え
ば
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
「
涙
落
と
す
」
が
一
三
例

（「
涙
落
と
さ
ぬ
な
し
」
を
除
く
）、「
涙
落
つ
」
が
一
〇
例
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
外
向
き
の
涙
と
内
向
き
の
涙
が
混
在
し
て
い
る
。
あ
の
『
伊
勢
物

語
』
に
お
け
る
東
下
り
の
有
名
な
「
か
き
つ
ば
た
」
の
シ
ー
ン
で
、
む
か

し
男
が
「
か
ら
ご
ろ
も
」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
き
、「
み
な
人
、
か
れ
い
ひ

の
上
に
涙
お
と
し
て
ほ
と
び
に

注
15

け
り
」
と
他
動
詞
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
周
囲
の
皆
が
泣
い
た
の
も
、
む
か
し
男
へ
向
け
た
「
哀
れ
み
」
の

涙
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
自
身
の
内
面
の
旅
愁
の
涙
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。

さ
ら
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
涙
落
と
す
」
の
用
い
ら
れ
方
の

特
殊
さ
は
、「
賞
賛
の
涙
」
で
あ
る
八
例
の
う
ち
六
例
が
、
光
源
氏
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
残
る
二
例
も
夕
霧
と
光

源
氏
の
孫
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
賞
賛
の
涙
」

を
表
現
す
る
「
涙
落
と
す
」
は
、
人
々
が
光
源
氏
一
族
に
感
動
し
て
泣
く

場
面
に
限
定
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
多
く
の
人
々
が
光
源
氏
に
対
し
て
こ
ぞ

っ
て
賞
賛
の
涙
を
浴
び
せ
か
け
る
場
面
を
四
例
ほ
ど
引
用
す
る
。

10
（
光
源
氏
ノ
）
か
う
ぶ
り
し
給
て
、
御
休
み
所
に
ま
か
で
給
て
御

衣
た
て
ま
つ
り
か
へ
て
、
下
り
て
拝
し
た
て
ま
つ
り
給
ふ
さ
ま

に
、
み
な
人
涙
落
と
し
給
ふ
。

（
①
桐
壺

二
四
）

11
（
光
源
氏
ノ
）
さ
る
い
み
じ
き
姿
に
、
菊
の
色
々
う
つ
ろ
ひ
、
え

な
ら
ぬ
を
か
ざ
し
て
、
け
ふ
は
ま
た
な
き
手
を
尽
く
し
た
る
入
り

綾
の
ほ
ど
、
そ
ゞ
ろ
寒
く
、
こ
の
世
の
事
と
も
お
ぼ
え
ず
。
も
の

見
知
る
ま
じ
き
下
人
な
ど
の
、
木
の
も
と
、
岩
隠
れ
、
山
の
木
の

葉
に
埋
も
れ
た
る
さ
へ
、
少
し
も
の
の
心
知
る
は
涙
落
と
し
け

り
。

（
①
紅
葉
賀

二
四
三
）

12
（
光
源
氏
ヲ
）
見
た
て
ま
つ
り
を
く
る
と
て
、
こ
の
も
か
の
も

に
、
あ
や
し
き
し
は
ふ
る
ひ
ど
も
も
集
ま
り
て
ゐ
て
、
涙
を
落
と

し
つ
ゝ
見
た
て
ま
つ
る
。
黒
き
御
車
の
う
ち
に
て
、
藤
の
御
袂
に

や
つ
れ
給
へ
れ
ば
、
こ
と
に
見
え
給
は
ね
ど
、
ほ
の
か
な
る
御
あ

り
さ
ま
を
、
世
に
な
く
思
き
こ
ゆ
べ
か
め
り
。

（
①
賢
木

三
六
九
〜
三
七
〇
）

13
大
将
の
君
（
光
源
氏
）、
御
衣
ぬ
ぎ
て
か
づ
け
給
。
例
よ
り
は
う
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ち
乱
れ
給
へ
る
御
顔
の
に
ほ
ひ
、
似
る
も
の
な
く
見
ゆ
。
羅
の
な

を
し
、
単
衣
を
着
た
ま
へ
る
に
、
透
き
給
へ
る
肌
つ
き
、
ま
し
て

い
み
じ
う
見
ゆ
る
を
、
年
老
い
た
る
博
士
ど
も
な
ど
、
と
を
く
見

た
て
ま
つ
り
て
、
涙
落
と
し
つ
ゝ
ゐ
た
り

（
①
賢
木

三
八
五
）

10
は
元
服
の
儀
式
に
お
け
る
光
源
氏
。
そ
の
凛
々
し
く
美
し
い
姿
に

人
々
は
感
激
し
て
「
涙
を
落
と
す
」。

11
は
紅
葉
賀
に
お
け
る
光
源
氏
の
青
海
波
の
舞
姿
。
そ
の
美
し
さ
は

思
わ
ず
寒
気
が
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
わ

れ
な
い
。
少
し
で
も
物
の
趣
の
分
か
る
者
は
皆
感
激
し
て
「
涙
を

落
と
す
」。

12
は
雲
林
院
で
の
勤
行
を
終
え
て
二
条
院
に
帰
る
光
源
氏
。
そ
れ
を

見
送
ろ
う
と
身
分
い
や
し
い
者
た
ち
も
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に
集
ま
っ

て
く
る
。
世
に
比
べ
る
も
の
の
な
い
立
派
な
そ
の
姿
に
皆
感
動
し

て
「
涙
を
落
と
す
」。

13
は
衣
服
を
脱
い
だ
薄
物
姿
の
光
源
氏
。
そ
の
匂
う
よ
う
な
顔
の
色

は
似
る
者
も
な
い
ほ
ど
に
輝
き
、
そ
の
透
け
て
見
え
る
肌
の
色
は

恐
ろ
し
い
ま
で
に
美
し
く
見
え
る
。
遠
く
か
ら
拝
し
て
い
る
博
士

た
ち
も
、
そ
の
美
し
さ
に
感
動
し
て
「
涙
を
落
と
す
」。

光
源
氏
の
こ
と
を
「
こ
の
世
の
事
と
も
お
ぼ
え
ず
」、「
世
に
な
く
思
き

こ
ゆ
べ
か
め
り
」、「
似
る
も
の
な
く
見
ゆ
」
と
異
次
元
の
存
在
で
あ
る
か

の
よ
う
に
形
容
し
て
、
人
々
が
集
団
で
感
涙
に
む
せ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら

の
情
景
は
ま
る
で
人
々
が
光
源
氏
を
神
の
よ
う
に
称
え
な
が
ら
泣
い
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
涙
落
と
す
」
に
は
光
源
氏
（
そ
し
て
そ
の
一
族
）

を
ま
さ
に
絶
対
化
す
る
役
割
が
担
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら

な
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
光
源
氏
を
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
祭
り
上
げ
る
四
つ
の
表
現

（「
い
つ
か
し
」、「
〜
顔
」、「
か
ろ
が
ろ
し
」、「
涙
落
と
す
」）
に
つ
い
て

考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
方
法
は
「
言
葉
」
を
単
な
る
一
般
的
な
意
味

と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
物
語
と
し
て
特
別
な
意
味
を
持
た
せ
て
活

用
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
つ
の
「
言
葉
」
を
物
語
内
の
特
殊
な
状
況
と

リ
ン
ク
さ
せ
、
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
享
受
者
に
同
一
の
印

象
を
刷
り
込
ま
せ
、
そ
れ
を
一
つ
の
概
念
と
し
て
高
め
て
い
く
、
と
い
う

方
法
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
言
葉
以
外
に
も
光
源
氏
の
絶
対
性
を
印
象

付
け
る
言
葉
は
あ
る
に
違
い
な
い
。
大
野
晋
は
『
日
本
語
は
い
か
に
し
て

成
立
し

注
16

た
か
』
に
お
い
て
、「『
源
氏
物
語
』
ま
で
は
物
語
は
、
女
房
が
声

を
あ
げ
て
読
み
、
そ
れ
を
貴
族
の
子
弟
、
女
た
ち
が
集
ま
っ
て
聴
く
も
の

で
あ
っ
た
」
と
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
物
語
と
は
違
っ
て
、「『
源
氏
物

語
』
は
朗
読
の
た
め
の
台
本
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
」
と
定
義
づ
け
て
、

「『
源
氏
物
語
』
は
全
く
、
個
々
の
読
み
手
が
そ
の
女
手
に
よ
る
表
現
を

一
字
一
字
、
一
語
一
語
読
み
分
け
、
味
わ
い
分
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い

る
作
品
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。『
源
氏
物
語
』
は
書
か
れ
た
文
字
が
読
ま

れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
成
立
し
て
い
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
口
承
の
物
語
や
朗
読
さ
れ
る
物
語
と
は
異
な
り
、
話
し
手
の
演
出
や

音
楽
な
ど
に
よ
る
効
果
は
一
切
期
待
で
き
な
い
。
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
語

ら
れ
る
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
に
、
同
じ
言
い
回
し
の
文
章
で
も
、
話
し
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方
、
演
じ
方
に
よ
っ
て
様
々
に
脚
色
で
き
る
文
芸
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

書
か
れ
た
文
字
の
み
に
よ
っ
て
読
み
手
に
状
態
、
状
況
、
心
の
動
き
な
ど

を
詳
細
に
伝
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
西
洋
で
は
文
学
を
定
義
す
る

の
に
「『
想
像
的
』
な
文
字

注
17

表
現
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
用
い
ら
れ
る
。

こ
れ
は
文
字
に
よ
っ
て
虚
構
を
創
造
し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、

『
源
氏
物
語
』
こ
そ
、
そ
の
文
字
に
命
ま
で
与
え
て
虚
構
を
創
造
し
た
文

学
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
物
語
内
の
文
字
の
生
き
様
を
今
後

さ
ら
に
研
究
し
て
い
き
た
い
。

注１

折
口
信
夫
「
反
省
の
文
学
源
氏
物
語
」『
折
口
信
夫
全
集

第
八

巻
』（
中
央
公
論
社

一
九
六
六
年
）

２

折
口
信
夫
「
伝
統
・
小
説
・
愛
情
」『
折
口
信
夫
全
集

第
八
巻
』

（
中
央
公
論
社

一
九
六
六
年
）

３

高
崎
正
秀
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
伝
承
面
の
問
題
試
論
」『
高
崎

正
秀
著
作
集
第
六
（
源
氏
物
語
論
）』（
桜
楓
社

一
九
七
一
年
）

４

高
崎
正
秀
「
源
氏
物
語
を
如
何
に
読
む
か
」『
国
学
院
雑
誌
』（
一

九
五
八
年
九
月
号
）
に
お
い
て
、
す
で
に
「
神
の
子
」
論
の
先
駆

が
成
さ
れ
て
い
る
。

５

注
３
の
論
文
に
空
蝉
の
記
述
は
な
い
が
、
注
４
の
論
文
に
お
い

て
、「
空
蝉
も
朧
月
夜
も
そ
の
人
生
行
路
を
あ
や
ま
つ
。
し
か
も

源
氏
は
反
省
の
色
が
な
い
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

６

高
崎
正
秀
「
源
氏
物
語
を
如
何
に
読
む
か
」『
国
学
院
雑
誌
』（
一

九
五
八
年
九
月
号
）

７

高
崎
正
秀
「「
禊
」
文
学
の
展
開
」『
高
崎
正
秀
著
作
集
・
第
六

（
源
氏
物
語
論
）』（
桜
楓
社

一
九
七
一
年
）

８

注
４
の
論
文
と
同
じ
。

９

宮
島
達
夫
『
古
典
対
照
語
い
表
』（
笠
間
書
院

一
九
九
二
年
）

10

『
古
典
対
照
語
い
表
』、
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
（
第
七
冊

〜
十
一
冊
）』（
中
央
公
論
社

一
九
八
五
年
）
以
外
に
は
以
下
の

索
引
本
を
参
考
に
し
た
。

『
古
事
記
総
索
引
（
索
引
編
・
本
文
編
）』（
平
凡
社

一
九
七
四

年
）

『
大
和
物
語
語
彙
索
引
・
塚
原
鉄
雄
、
曾
田
文
雄
編
』（
笠
間
書
院

一
九
七
〇
年
）

『
平
中
物
語
総
索
引
・
曾
田
文
雄
編
』（
初
音
書
房

一
九
六
八

年
）

『
う
つ
ほ
物
語
の
総
合
研
究
・
室
城
秀
之
ほ
か
編
（
索
引
編
・
本

文
編
）』（
勉
誠
出
版

一
九
九
九
年
）

『
落
窪
物
語
総
索
引
・
松
尾
聡
、
江
口
正
弘
編
』（
明
治
書
院

一

九
六
七
年
）

11

畳
語
に
は
、「
い
と
ど
」「
う
ら
ら
」
の
よ
う
な
重
複
形
と
、「
い

と
い
と
」「
う
ら
う
ら
」
の
よ
う
な
反
覆
形
と
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
反
覆
形
の
み
を
対
象
に
し
た
。

12

渡
辺
仁
作
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
い
つ
か
し
」
の
校
異
を

分
析
し
て
、
人
間
の
美
に
関
し
て
は
、「
い
つ
か
し→

い
つ
く
し

（
は
づ
か
し
）→

う
つ
く
し
（
は
づ
か
し
）
と
い
う
方
向
に
揺
れ

動
く
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。「
源
氏
物
語
語
彙
覚
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書
（
五
）」『
解
釈
』（
第
十
七
巻
十
号
）（
解
釈
学
会

一
九
七
一

年
十
月
）

13

高
崎
正
秀
は
「
神
々
の
物
語
の
伝
承
」『
折
口
信
夫
へ
の
招
待
』

（
南
雲
堂
桜
楓
社

一
九
六
四
年
）
に
お
い
て
「
要
す
る
に
そ
こ

ら
に
あ
る
自
然
｜
｜
森
羅
万
象
は
、
昔
の
人
に
と
っ
て
は
す
べ
て

精
霊
で
ご
ざ
い
ま
す
。
精
霊
が
巌
石
に
な
っ
た
り
樹
木
に
な
っ
た

り
し
て
、
そ
う
い
う
姿
で
人
間
に
ふ
れ
る
訣
で
す
」
と
述
べ
て
い

る
。

14

一
つ
は
『
う
つ
ほ
物
語
』「
巣
立
つ
こ
と
ま
だ
知
ら
ざ
り
し
雛
鳥

の
枝
は
い
づ
れ
ぞ
知
ら
ず
顔
に
も
」（
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
』
国
譲
中
二
三
四
頁
）
こ
れ
は
、
あ
て
宮
に
失
恋
し
て

山
に
籠
っ
た
実
忠
が
、
妻
の
も
と
に
戻
っ
て
来
た
と
き
、
叔
父
の

正
頼
が
お
祝
い
に
来
た
、
そ
の
正
頼
に
実
忠
の
妻
が
詠
ん
だ
歌

で
、「
雛
鳥
が
未
熟
で
ど
の
枝
に
と
ま
る
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う

に
、
正
頼
さ
ま
も
実
忠
が
山
籠
り
し
た
理
由
が
分
か
ら
な
い
の
で

す
ね
」
と
皮
肉
っ
ぽ
く
単
に
比
喩
と
し
て
用
い
た
表
現
。

今
一
つ
は
『
枕
草
子
』「
郭
公
は
、
な
ほ
さ
ら
に
言
ふ
べ
き
方

な
し
。
い
つ
し
か
し
た
り
顔
に
も
聞
こ
え
た
る
に
」（
小
学
館

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
第
三
九
段
「
鳥
は
」
九
七
頁
）
こ

れ
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
声
は
得
意
そ
う
に
聞
こ
え
る
、
と
い

う
作
者
の
感
想
。

15

小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
一
二
一
頁

16

大
野
晋
「
第
十
二
章

女
手
の
世
界
」『
日
本
語
は
い
か
に
し
て

成
立
し
た
か
』（
中
央
公
論
新
社

二
〇
〇
二
年
）

17

Ｔ
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
『
文
学
と
は
何
か
』（
大
橋
洋
一
訳
）（
岩
波

書
店

一
九
九
七
年
）
の
序
章
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