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は
じ
め
に

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
は
、
散
逸
首
巻
を
除
い
て
、
現
在
全
五
巻
の
長
さ
に
な
っ
て
い
る
。
散
逸
首
巻
に
は
、
主
人
公
中
納
言
が
父
と
死
別
し
、
母

の
再
婚
、
父
の
夢
告
、
渡
唐
、
と
い
う
年
月
が
描
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
渡
唐
時
が
、
お
お
よ
そ
中
納
言
が
二
〇
歳
前
後
で
あ
り
、
巻
五
で
は
そ

こ
か
ら
五
年
ほ
ど
経
過
し
て
い
る
の
で
、
散
逸
首
巻
を
含
め
て
、
物
語
内
年
月
は
二
五
年
間
と
な
る
。
た
だ
し
、
散
逸
首
巻
の
中
で
中
納
言
の
幼
少
期

の
描
写
に
ど
れ
だ
け
の
字
数
を
割
い
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
現
存
す
る
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
わ
ず
か
に
五
年
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
時
間
の
短
さ

は
同
時
代
物
語
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。﹃
夜
の
寝
覚
﹄
や
﹃
狭
衣
物
語
﹄
も
、
物
語
内
時
間
は
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
進
む
。
昔
物
語
が
い
わ
ゆ

る
﹁
世
代
か
ら
世
代
へ
﹂
と
い
う
長
編
化
す
る
特
徴
を
持
つ
が
、﹃
源
氏
物
語
﹄
以
降
の
作
品
に
な
る
と
世
代
間
の
物
語
で
は
な
く
な
り
、
主
に
そ
の

主
人
公
の
人
生
に
な
る
と
い
う
点
で
、
時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
進
行
す
る
。

﹃
浜
松
﹄
も
同
様
に
主
人
公
中
納
言
の
周
り
の
出
来
事
を
追
っ
て
い
く
た
め
、
物
語
内
時
間
は
わ
ず
か
に
五
年
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
事
情
が

異
な
る
。
読
み
進
め
て
い
る
と
き
に
は
、﹁
今
﹂
の
場
面
が
描
か
れ
、
た
び
た
び
差
し
挟
ま
れ
る
過
去
の
回
想
が
あ
る
も
、
読
者
は
そ
の
ま
ま
﹁
今
﹂

の
場
面
を
読
み
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
そ
の
回
想
さ
れ
る
世
界
に
入
り
込
ん
で
み
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
壮
大
な
回
想
空
間
が
立
ち
現

れ
る
、
と
い
う
仕
組
み
が
あ
る
。

た
と
え
ば
三
島
由
紀
夫
は
﹁
夢
と
人
生
﹂︵
日
本
古
典
文
学
大
系
月
報
︶
の
中
で
、﹃
浜
松
﹄
を
﹁
デ
カ
ダ
ン
﹂、﹁
希
薄
な
現
実
﹂
と
指
摘
し
た
。
そ

の
後
の
﹃
浜
松
﹄
の
研
究
に
お
い
て
、
三
島
の
﹃
豊
饒
の
海
﹄
と
比
べ
る
こ
と
で
﹁
観
念
的
﹂

︶
1

︵
注

で
あ
り
、﹁
今
こ
こ
﹂
を
生
き
よ
う
と
し
な
い
物
語
の

世
界
観

︶
2

︵
注

を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
本
題
名
に
あ
る
﹁
夢
幻
﹂﹁
茫
漠
﹂
な
る
用
語
は
さ
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
に
物
語
内
時
間
が
夢
幻
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
そ
う
い
う
茫
漠
た
る
時
間
が
構
築
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
明
快

な
答
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︵﹁
夢
﹂
や
﹁
転
生
﹂
が
﹁
現
実
﹂
に
先
行
す
る
点
や
、﹃
源
氏
﹄、
特
に
宇
治
十
帖
以
降
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
特
質

以
上
に
は
︶。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
﹃
浜
松
﹄
の
世
界
を
読
み
解
く
可
能
性
を
探
り
た
い
。

夢
幻
的
物
語
構
築
の
方
法
―
―『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
茫
漠
た
る
時
間

伊　

藤　

禎　

子
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上
野
の
宮

吉
野
の
尼
君
の
父
親
で
あ
る
上
野
の
宮
は
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
登
場
す
る
。

筑
紫
に
流
さ
れ
給
へ
り
け
る
皇
子
の
、
や
が
て
そ
こ
に
て
う
せ
給
ひ
た
り
け
る
御
む
す
め
の
、
い
と
か
す
か
な
る
乳
母
に
つ
き
て
、
京
へ
も
え
上

ら
で
お
は
し
け
る
を
、
語
ら
ひ
聞
こ
え
給
へ
り
け
る
ほ
ど
に
、
言
ひ
知
ら
ず
玉
ひ
か
る
女
生
れ
給
へ
り
け
る
を
、
⋮
⋮ 

︵
巻
一
・
四
三
︶

﹁
筑
紫
に
流
さ
れ
給
へ
り
け
る
皇
子
﹂
で
あ
る
と
だ
け
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
続
く
文
章
は
そ
の
娘
吉
野
の
尼
君
、
さ
ら
に
は
そ
の
娘
唐
后
と
の

離
別
の
話
へ
進
ん
で
い
く
。
あ
っ
さ
り
と
触
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
流
し
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
﹁
筑
紫
に
流
さ
れ
た
皇
子
﹂

と
は
一
体
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
と
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
く
な
る
事
実
で
あ
る
。
実
際
に
、
歴
史
上
ま
た
古
典
文
学
作
品
に
は
、
複
数
の
﹁
筑

紫
に
流
さ
れ
た
人
物
﹂
が
い
る
。
そ
の
筆
頭
は
菅
原
道
真
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
惟
喬
親
王
、
在
原
行
平
、
源
高
明
、
藤
原
伊
周
等
が
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
文
学
作
品
に
各
ド
ラ
マ
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
上
野
の
宮
に
つ
い
て
も
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
都
で
何
か
が
あ
っ
た
た
め
に
筑
紫
に
流

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
せ
る
。

︵
聖
︶﹁
本
体
は
、
お
の
づ
か
ら
聞
か
せ
給
ふ
や
う
も
は
べ
ら
む
。
上
野
の
宮
と
申
し
し
人
、
世
に
お
は
し
き
。
身
の
才
な
ど
こ
の
世
に
は
過
ぎ
て
、

い
と
か
し
こ
う
お
は
せ
し
ほ
ど
に
、
お
ほ
や
け
の
御
た
め
、
直
ぐ
な
ら
ぬ
う
れ
へ
を
負
ひ
給
ひ
て
、
筑
紫
に
流
さ
れ
給
ひ
け
る
に
、
母
も
お
は
せ

ざ
り
け
る
む
す
め
一
と
こ
ろ
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
と
ど
む
べ
き
か
た
な
く
お
ぼ
し
わ
び
つ
つ
、
し
ひ
て
下
り
給
へ
り
け
る
を
、
か
し
こ
に
て
父

宮
亡
せ
給
ひ
に
け
れ
ば
、
⋮
⋮
そ
の
こ
ろ
、
母
方
の
御
を
ぢ
に
、
兵
衛
の
督
と
聞
こ
え
け
る
人
の
、
大
弐
に
な
り
て
下
り
給
ひ
に
け
る
が
、
た
づ

ね
と
り
聞
こ
え
て
、
率
て
の
ぼ
り
た
て
ま
つ
り
給
ひ
に
け
る
に
、
⋮
⋮ 

︵
巻
三
・
二
〇
二
︶

右
の
場
面
は
、
巻
三
で
、
物
語
舞
台
が
吉
野
に
移
り
、
聖
が
中
納
言
に
、
吉
野
の
尼
君
に
関
す
る
情
報
を
話
す
場
面
で
あ
る
。
聖
の
話
は
、
上
野
の
宮

亡
き
後
、
唐
后
と
の
離
別
後
、
定
ま
ら
な
か
っ
た
吉
野
の
尼
君
の
半
生
を
語
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
古
く
か
ら
の
知
り
合
い
で
あ
っ

た
上
野
の
宮
の
情
報
を
漏
ら
し
て
い
る
。﹁
上
野
の
宮
は
才
能
が
あ
っ
た
﹂
と
い
う
指
摘
は
、
い
わ
ゆ
る
物
語
主
人
公
の
登
場
紹
介
の
定
型
文
に
似
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
が
、﹁
お
ほ
や
け
の
御
た
め
、
直
ぐ
な
ら
ぬ
う
れ
へ
を
負
ひ
給
ひ
て
﹂
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
筑
紫
へ
流
さ
れ
た
こ
と
が
明

か
さ
れ
て
い
る
。﹁
直
ぐ
な
ら
ぬ
う
れ
へ
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
陰
謀
等
に
よ
っ
て
左
遷
さ
れ
た
道
真
の
イ
メ
ー
ジ
を
彷
彿
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。



（ 29 ）

208

先
の
初
回
登
場
場
面
で
は
不
明
瞭
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
、﹁
巻
三
﹂
に
き
て
よ
う
や
く
明
確
に
し
て
い
る
。

こ
の
宮
は
、
父
宮
と
て
も
、
世
に
あ
ひ
給
ふ
や
う
に
も
な
か
り
し
古
宮
腹
の
、
わ
が
身
の
才
、
琴
笛
の
音
の
す
ぐ
れ
た
る
を
の
み
猛
き
こ
と
に
て
、

こ
の
世
に
過
ぐ
し
給
ふ
こ
と
は
、
た
づ
き
す
く
な
げ
に
お
は
せ
し
を
、
ま
し
て
お
ほ
や
け
に
罪
せ
ら
れ
給
ひ
て
、
筑
紫
へ
放
た
れ
お
は
せ
し
に
、

い
と
ど
よ
ろ
づ
た
ぢ
ろ
き
、
住
み
給
ひ
し
家
な
ど
の
、
あ
と
か
た
も
な
く
な
り
、
ゆ
く
へ
な
き
田
舎
に
て
命
さ
へ
堪
へ
給
は
ず
な
り
に
し
か
ば
、

⋮
⋮ 

︵
巻
三
・
二
二
〇
︶

さ
ら
に
右
の
場
面
で
は
、﹁
世
に
あ
ひ
給
ふ
や
う
に
も
な
か
り
し
古
宮
﹂
と
あ
り
、
出
生
の
不
安
定
さ
が
明
か
さ
れ
、
不
遇
に
生
活
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る

︶
3

︵
注

。
ま
た
、﹁
琴
笛
の
音
の
す
ぐ
れ
た
る
﹂
と
あ
り
、
彼
の
芸
才
が
特
筆
さ
れ
、
こ
れ
も
ま
た
物
語
主
人
公
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
そ

し
て
、
筑
紫
へ
放
た
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
﹁
罪
﹂
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
説
明
か
ら
こ
の
﹁
罪
﹂
は
い
わ
ゆ
る
道

真
の
如
き
﹁
咎
無
き
罪
﹂
で
あ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
野
の
宮
と
い
う
人
物
に
関
す
る
情
報
は
、
も
と
も
と
少
な
く
、
か
つ
そ
の
ま
ま
物
語
が
進
ん
で
い
く
の
で
は
な
く
、
最
初
は
あ
え

て
少
な
く
し
て
お
い
て
、
徐
々
に
細
部
を
明
か
し
て
い
く
と
い
う
語
り
方
を
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
少
し
ず
つ
明
か
さ
れ
る
上
野
の
宮
の
情
報
は
、

徐
々
に
上
野
の
宮
が
︿
昔
﹀
悲
劇
的
主
人
公
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
の
ド
ラ
マ
が
確
か
に
こ
の
世
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
︿
過
去
﹀
を
、﹁
今
﹂

に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
そ
の
ド
ラ
マ
を
書
く
こ
と
で
読
者
を
過
去
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
乗
せ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
小
出
し

に
さ
れ
た
︿
過
去
﹀
の
情
報
が
、
読
者
の
頭
の
中
で
肉
付
け
さ
れ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
、
読
者
を
︿
過
去
﹀
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
引
き
入
れ
る
と
い
う
、
観
念

的
表
現
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
︿
過
去
﹀
の
時
間
を
物
語
本
体
と
は
別
の
次
元
で
創
出
し
て
い
る
。

吉
野
の
尼
君
⑴
―
―
唐
后
と
の
別
れ
の
場
面

吉
野
の
尼
君
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
不
遇
の
出
生
で
あ
り
咎
無
く
て
左
遷
さ
れ
た
と
い
う
過
去
を
持
つ
上
野
の
宮
の
娘
で
あ
る
。
父
と
と
も
に

筑
紫
の
地
に
下
り
、
年
頃
の
女
性
に
成
長
す
る
頃
に
は
、
自
分
と
父
親
の
境
遇
に
つ
い
て
い
く
ら
か
知
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
上
野
の
宮
は
、

た
と
え
ば
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
い
う
と
こ
ろ
の
八
の
宮
の
よ
う
に
、
都
と
の
関
係
性
が
そ
れ
と
な
く
察
せ
ら
れ
る
生
き
方
を
、
無
意
識
で
あ
れ
、
し
て
い
た

に
違
い
な
い
。
も
と
も
と
母
を
亡
く
し
て
い
た
︵
巻
三
・
二
〇
二
︶
尼
君
は
、
筑
紫
で
父
ま
で
も
亡
く
し
、
乳
母
と
と
も
に
不
安
に
生
き
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
そ
の
頃
、
中
国
か
ら
や
っ
て
き
た
男
性
と
の
間
に
女
児
を
も
う
け
る
。
し
か
し
女
児
が
五
歳
に
な
る
頃
、
突
然
に
別
れ
が
訪
れ
る
。
父
の
帰
国
に
伴
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い
、﹁
こ
れ
は
か
の
国
の
后
な
れ
ば
、
た
ひ
ら
か
に
渡
り
な
む
﹂
と
い
ふ
夢
を
見
る
こ
と
で
、
父
は
娘
を
連
れ
て
の
渡
唐
を
決
意
す
る
︵
巻
一
・
四
三
︶。

こ
の
后
、
五
つ
ま
で
は
母
宮
に
添
ひ
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
け
れ
ば
、
そ
の
御
あ
り
さ
ま
、
世
の
つ
ね
の
子
ど
も
よ
り
も
お
と
な
し
く
お
は
し
て
、

よ
く
お
ぼ
え
給
ふ
ま
ま
に
、﹁
今
は
﹂
と
て
出
で
離
れ
に
し
に
、
母
宮
の
抱
き
て
、﹁
今
日
こ
そ
か
ぎ
り
の
別
れ
な
れ
ば
、
世
に
亡
く
な
り
な
む
ほ

ど
を
も
知
り
給
は
じ
。
今
日
を
か
ぎ
り
と
お
ぼ
せ
﹂
と
、
い
み
じ
う
泣
き
給
ひ
に
し
面
影
を
心
に
か
け
て
、
や
う
や
う
お
よ
す
げ
給
ふ
ま
ま
に
、

母
宮
い
か
に
な
り
給
ひ
に
け
む
、
と
、
東
の
山
際
を
な
が
め
つ
つ
、
こ
の
世
の
中
あ
ら
ま
ほ
し
う
も
お
ぼ
さ
れ
ず
、
も
の
の
み
あ
は
れ
に
心
細
く

お
ぼ
さ
れ
け
る
に
、
⋮
⋮ 

︵
巻
一
・
四
六
︶

母
・
吉
野
の
尼
君
と
唐
后
の
別
れ
の
場
面
は
、
右
の
﹁
巻
一
・
四
三
﹂
で
は
詳
細
に
語
ら
れ
ず
、
と
も
か
く
唐
后
の
生
ま
れ
と
渡
唐
の
事
実
が
触
れ
ら

れ
る
に
留
ま
る
。
そ
の
後
、
唐
后
の
現
在
を
語
る
場
面
に
至
っ
て
、
唐
后
が
﹁
思
い
出
す
﹂
こ
と
で
詳
細
が
見
え
て
く
る
。﹁
今
は
﹂
と
い
う
こ
と
で

い
ざ
出
発
す
る
そ
の
時
、
母
が
自
分
を
抱
き
し
め
た
こ
と
、
そ
の
と
き
﹁
今
日
を
か
ぎ
り
と
お
ぼ
せ
﹂
と
言
っ
て
泣
い
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
て
い
る
。

﹁
母
宮
い
か
に
な
り
給
ひ
に
け
む
﹂
と
思
う
﹁
今
﹂
の
唐
后
に
と
っ
て
は
、
后
と
な
っ
て
暮
ら
す
中
国
で
の
﹁
今
﹂
は
﹁
あ
ら
ま
ほ
し
う
も
お
ぼ
さ
れ

ず
﹂、
彼
女
の
心
を
占
め
て
い
た
の
は
、
あ
の
別
れ
の
瞬
間
に
見
た
母
の
涙
と
﹁
今
日
を
か
ぎ
り
と
お
ぼ
せ
﹂
と
い
う
強
い
言
葉
で
あ
っ
た
。

中
国
へ
や
っ
て
き
た
中
納
言
と
の
出
逢
い
の
後
、
子
ど
も
を
身
ご
も
り
、
出
産
す
る
。
そ
の
子
を
中
納
言
に
託
し
て
日
本
へ
送
る
た
め
に
別
れ
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
。
五
歳
当
時
に
父
親
が
見
た
夢
と
同
様
に
、
唐
后
も
自
分
が
親
の
立
場
に
な
っ
て
子
ど
も
を
人
に
預
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
か
つ

て
の
母
と
同
じ
状
況
に
陥
る
の
で
あ
る
。

泣
く
泣
く
寝
入
り
給
へ
る
夢
に
、﹁
こ
れ
は
こ
の
世
の
人
に
て
あ
る
べ
か
ら
ず
。
日
本
の
か
た
め
な
り
。
た
だ
と
く
渡
し
給
へ
﹂
と
人
の
言
ふ
を

見
て
、
さ
ら
ば
、
と
思
ふ
も
い
と
あ
は
れ
な
り
。
わ
れ
も
か
の
国
に
生
れ
て
、
母
君
の
御
身
を
離
れ
て
渡
り
来
し
ほ
ど
、
か
く
こ
そ
あ
り
け
め
。﹁
今

は
﹂
と
て
別
れ
し
あ
か
つ
き
、
抱
き
給
ひ
て
、
い
み
じ
う
泣
き
給
ひ
し
面
影
は
、
今
に
身
を
離
れ
ぬ
心
地
す
。
そ
の
か
は
り
に
、
ま
た
こ
れ
を
渡

し
て
む
ず
る
か
な
し
さ
、
母
君
の
お
は
し
け
む
も
、
か
ば
か
り
に
こ
そ
あ
り
け
め
。
こ
と
の
報
い
、
げ
に
あ
る
わ
ざ
に
こ
そ
、
と
お
ぼ
し
つ
づ
く
。

︵
巻
一
・
一
一
一
︶

自
分
も
こ
う
し
て
母
と
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
︿
昔
﹀
を
思
い
返
し
、
再
び
、
母
が
自
分
を
抱
き
し
め
て
泣
い
て
い
た
別
れ
の
場
面
を
回
想
す

る
。
こ
こ
で
﹁
母
君
の
お
は
し
け
む
も
、
か
ば
か
り
に
こ
そ
あ
り
け
め
﹂
と
、
母
の
当
時
の
心
境
を
慮
っ
て
い
る
。
自
ら
親
に
な
り
、
子
を
渡
さ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
悲
し
さ
に
直
面
し
た
こ
と
で
、
当
時
の
母
の
悲
し
さ
を
今
理
解
し
、
そ
の
報
い
を
今
受
け
て
い
る
の
だ
と
自
ら
を
納
得
さ
せ
て
い
る
。

彼
女
の
回
想
の
中
で
、
母
は
、
子
と
別
れ
る
悲
し
さ
を
抱
き
な
が
ら
も
、﹁
今
日
を
か
ぎ
り
と
お
ぼ
せ
﹂
と
言
っ
た
、
強
い
女
性
と
し
て
映
っ
て
い
る
。

こ
の
別
れ
の
場
面
は
、
巻
三
に
な
っ
て
、
今
度
は
吉
野
の
尼
君
の
回
想
と
な
っ
て
描
か
れ
る
。

帥
の
宮
の
こ
と
さ
へ
出
で
来
て
、
世
に
知
ら
ぬ
宿
世
、
契
り
な
れ
ば
、
ま
た
世
を
知
り
、
人
に
見
え
む
と
は
思
は
ざ
り
つ
と
憂
く
お
ぼ
さ
れ
て
、

尼
に
な
り
給
ひ
て
隠
れ
ゐ
給
へ
り
し
に
、
わ
れ
は
、
た
だ
に
も
あ
ら
ず
な
り
に
け
り
と
お
ぼ
さ
れ
し
に
は
、
あ
さ
ま
し
く
か
な
し
く
、
淵
河
に
も

落
ち
入
り
ぬ
べ
く
お
ぼ
さ
れ
し
か
ど
も
、
命
は
限
り
あ
り
け
る
わ
ざ
に
て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
に
て
生
れ
出
で
給
へ
り
し
を
、﹁
深
か
ら
む

河
な
ど
に
も
落
と
し
て
入
れ
て
よ
、
見
ず
聞
か
じ
﹂
と
憎
み
給
ひ
し
か
ば
、
⋮
⋮
四
つ
五
つ
に
て
、
い
み
じ
う
を
か
し
げ
に
て
遊
び
あ
り
き
給
ふ

あ
り
さ
ま
の
、
今
は
、
と
て
、
も
ろ
こ
し
に
放
ち
渡
し
し
人
の
御
さ
ま
に
、
た
が
ふ
と
こ
ろ
な
く
似
給
へ
る
を
、
そ
れ
し
も
こ
そ
あ
さ
ま
し
う
心

憂
く
思
ひ
し
こ
と
な
れ
ど
、
今
は
見
ず
知
ら
ず
な
り
な
む
ず
る
ぞ
か
し
と
思
ひ
し
ほ
ど
、
い
と
を
か
し
げ
に
て
、﹁
い
ざ
よ
、
母
も
ろ
と
も
に
﹂
と
、

首
を
抱
き
て
さ
そ
ひ
し
を
、
船
に
乗
る
べ
き
時
過
ぎ
ぬ
と
急
ぎ
て
別
れ
し
悲
し
さ
の
、
よ
ろ
づ
の
身
の
契
り
、
宿
世
の
憂
さ
も
ゆ
ゆ
し
さ
も
さ
め

て
、
こ
は
、
音
に
も
い
つ
か
聞
か
む
、
と
思
ひ
し
心
ま
ど
ひ
の
、
か
へ
す
が
へ
す
そ
む
き
て
も
捨
て
て
も
、
忘
る
る
間
な
き
さ
ま
に
似
給
へ
る
も
、

か
れ
は
親
子
と
契
り
な
が
ら
、
こ
の
世
に
ま
た
逢
ひ
、
音
に
だ
に
聞
く
べ
う
も
あ
ら
ず
か
し
。
こ
れ
こ
そ
は
同
じ
世
に
、
か
ば
か
り
心
細
き
わ
が

身
に
添
ふ
べ
き
人
な
ん
め
り
と
、
や
う
や
う
年
の
積
も
り
、
も
の
の
心
細
き
に
、
お
ぼ
し
知
ら
れ
て
の
ち
は
、
さ
こ
そ
思
ひ
捨
て
給
ひ
し
か
ど
、

限
り
な
う
悲
し
き
も
の
に
、
お
こ
な
ひ
の
ひ
ま
ひ
ま
に
は
、
か
き
撫
で
つ
つ
お
ほ
し
立
て
た
て
ま
つ
り
給
ふ
に
、
⋮
⋮ 

︵
巻
三
・
二
二
一
︶

吉
野
の
尼
君
は
、
唐
后
と
別
れ
た
あ
と
、
太
宰
の
大
弐
に
連
れ
ら
れ
て
都
へ
行
き
、
帥
の
宮
と
の
間
に
子
︵
吉
野
の
姫
君
︶
を
み
ご
も
る
こ
と
に
な
る
。

出
産
し
た
際
に
は
、﹁
深
か
ら
む
河
な
ど
に
も
落
と
し
て
入
れ
て
よ
﹂
と
憎
む
ほ
ど
、
か
つ
て
愛
す
る
女
児
︵
唐
后
︶
を
手
放
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
︿
過
去
﹀
が
、
彼
女
に
と
っ
て
悲
痛
な
出
来
事
だ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
再
び
愛
す
べ
き
存
在
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
愛
す
る

存
在
と
再
び
無
理
矢
理
に
別
れ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
︿
過
去
﹀
の
再
燃
の
可
能
性
が
、
彼
女
の
胸
を
苦
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
二
度
と
あ
の
よ
う
な
悲
し
み
は
味
わ
い
た
く
な
い
の
に
、
ま
た
女
児
が
誕
生
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
つ
ら
さ
が
、﹁
見
ず
聞
か
じ
﹂
と
い

う
発
言
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
よ
り
、
姫
君
と
の
距
離
を
一
定
に
保
っ
て
い
た
尼
君
で
あ
っ
た
が
、
姫
君
が
四
、五
歳
に
な
っ
た
頃
、

か
わ
い
ら
し
く
遊
ん
で
い
た
様
子
が
、
か
つ
て
の
唐
后
に
似
て
い
る
と
し
て
目
に
と
ま
る
。
今
、
姫
君
は
別
れ
た
時
の
唐
后
の
年
齢
と
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
尼
君
の
脳
裏
に
お
い
て
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
唐
后
の
姿
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
ま
ま
尼
君
の
脳
内
は
︿
過
去
﹀
の
時
間
へ
入
っ
て
い
く
。

﹁
い
ざ
よ
、
母
も
ろ
と
も
に
﹂︱
︱
。
い
ざ
別
れ
の
場
面
に
な
っ
て
、
し
か
し
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
無
邪
気
に
﹁
お
母
さ
ん
も
一
緒
に
行
こ
う
よ
﹂
と
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首
に
抱
き
つ
く
娘
︵
唐
后
︶。
悲
し
み
を
こ
ら
え
き
れ
ず
に
娘
を
抱
き
し
め
る
。︵
こ
の
場
面
が
唐
后
の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
。︶
い
よ
い
よ
母
は
別
れ

た
く
な
く
て
、﹁
船
に
乗
る
べ
き
時
過
ぎ
ぬ
﹂
と
言
わ
れ
、
仕
方
な
し
に
﹁
急
ぎ
て
別
れ
﹂
る
こ
と
に
な
っ
た
悲
し
さ
が
蘇
る
。
首
に
抱
き
つ
い
た
娘
が
、

お
そ
ら
く
第
三
者
に
よ
っ
て
引
き
離
さ
れ
、
せ
わ
し
な
く
別
れ
さ
せ
ら
れ
た
、
そ
の
悲
し
い
名
残
し
か
母
の
記
憶
に
は
な
い
。
唐
后
の
回
想
し
て
い
た
﹁
今

日
を
か
ぎ
り
と
お
ぼ
せ
﹂
と
い
う
強
い
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
別
れ
の
瞬
間
に
、
と
っ
さ
に
口
か
ら
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
尼
君
の
覚
悟
で
あ
ろ

う
。
唐
后
が
受
け
取
っ
て
い
た
よ
う
な
、
強
い
母
親
像
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
こ
こ
で
の
﹁
い
ざ
よ
、
母
も
ろ
と
も
に
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
、
二
つ
の
声
が
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
唐
后
の
言
葉
を
回
想
し
た
の
は
、
吉
野

の
姫
君
が
か
わ
い
ら
し
く
遊
ん
で
い
る
時
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
尼
君
は
、
姫
君
と
の
距
離
を
置
い
て
い
た
た
め
、
お
そ
ら
く
姫
君
が
母
君
と
と
も
に

遊
ぶ
こ
と
も
少
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
姫
君
は
母
と
一
緒
に
遊
ぼ
う
と
思
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
﹁
い
ざ
よ
、
母

も
ろ
と
も
に
﹂
と
無
邪
気
に
声
を
か
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
声
と
か
つ
て
の
唐
后
の
声
が
重
複
し
て
聞
こ
え
た
尼
君
は
、
あ
の
別
れ
の
場
面

へ
と
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、﹁
見
ず
聞
か
じ
﹂
と
憎
ん
で
い
た
尼
君
も
、
姫
君
へ
愛
情
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、﹁
別
れ
﹂
と
い
う
一
つ
の
場
面
が
、
両
者
の
視
点
に
よ
っ
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
そ
し
て
、﹁
今
﹂
を
語
る
物
語
進
行
の
中
で
、
登

場
人
物
た
ち
が
途
端
に
︿
過
去
﹀
の
時
空
へ
と
旅
立
つ
。
そ
の
描
写
そ
の
も
の
は
い
と
も
簡
単
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
短
い
文
に
こ
め
ら
れ

た
︿
過
去
﹀
の
時
空
は
、
想
像
す
れ
ば
実
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
た
ち
は
壮
大
な
︿
過
去
﹀
を
胸
に
秘
め
な
が
ら
﹁
今
﹂
を
生
き
て
い
る
。

そ
の
た
め
﹁
今
﹂
の
世
の
中
は
、
唐
后
の
言
葉
に
あ
っ
た
よ
う
に
﹁
あ
ら
ま
ほ
し
う
も
お
ぼ
さ
れ
ず
﹂、
む
な
し
く
映
る
。
か
た
や
、
語
ら
れ
な
い
︿
過

去
﹀
の
時
空
の
方
に
こ
そ
、
ド
ラ
マ
が
夢
幻
的
に
立
ち
現
れ
る
。

吉
野
の
尼
君
⑵
―
―
漂
浪
す
る
半
生

唐
后
と
の
別
れ
以
降
、
尼
君
に
は
、
寂
し
く
浮
き
漂
う
よ
う
な
日
々
が
待
っ
て
い
た
。
物
語
に
は
、
巻
三
で
登
場
す
る
尼
君
で
あ
る
が
、
そ
の
︿
過

去
﹀
の
あ
ら
ま
し
は
、
例
の
ご
と
く
、
回
想
の
言
葉
に
よ
っ
て
浮
上
す
る
。
中
納
言
が
唐
后
の
手
紙
を
持
っ
て
吉
野
を
訪
問
す
る
。
そ
こ
で
対
面
し
た

吉
野
の
聖
の
口
か
ら
、
尼
君
の
半
生
が
語
り
出
さ
れ
る
。

⋮
⋮
①
帥
の
宮
の
、
忍
び
て
い
と
ね
む
ご
ろ
に
通
ひ
わ
た
り
給
ひ
け
る
を
、
お
の
れ
、
い
と
世
に
知
ら
ず
心
憂
き
契
り
か
な
し
き
身
な
れ
ば
、
世

の
つ
ね
の
人
に
見
え
知
ら
れ
む
と
思
は
ざ
り
つ
、
と
泣
き
か
な
し
み
て
、
②
尼
に
な
り
て
隠
れ
つ
つ
、
逢
ひ
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
こ
の
宮
も
、
ゆ
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く
へ
も
知
ら
ず
な
げ
き
て
、
や
み
給
ひ
に
け
り
。
そ
の
ほ
ど
に
③
孕
ま
れ
給
ひ
に
け
る
は
、
尼
に
な
り
て
の
ち
生
れ
給
へ
り
。
女
に
て
も
の
し
給

ふ
な
る
べ
し
。
心
憂
し
と
て
も
、
愛
執
の
煩
悩
離
れ
が
た
き
も
の
な
れ
ば
、
ま
ぎ
る
る
か
た
な
き
山
の
隅
に
も
、
見
知
る
べ
き
人
な
け
れ
ば
、
身

に
添
へ
て
お
は
し
ま
す
な
る
べ
し
。
そ
の
君
生
れ
給
ひ
て
の
ち
、
④
ひ
た
ぶ
る
に
頭
お
ろ
し
て
、
法
師
の
や
う
に
お
こ
な
ひ
て
、
⑤
お
の
れ
を
頼

も
し
き
も
の
に
お
ぼ
い
て
、
⑥
こ
の
山
に
堂
建
て
て
こ
も
り
は
べ
り
に
し
ほ
ど
、
わ
れ
も
な
ほ
、
世
に
か
く
て
あ
ら
じ
と
思
ふ
な
り
、
と
て
入
り

給
ひ
に
し
な
り
。
⑦
故
宮
の
御
世
に
、
親
し
う
参
り
通
ひ
は
べ
り
し
を
、
⑧
后
の
御
消
息
伝
へ
申
し
は
べ
り
に
し
よ
り
、
⑨
い
と
ど
頼
み
お
ぼ
い

た
る
も
、
あ
は
れ
に
ぞ
見
給
ふ
る
。
さ
る
べ
き
人
と
申
せ
ど
、
い
と
か
う
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
契
り
お
は
す
る
も
は
べ
り
け
り
。
さ
れ
ば
、
⑩
后
の
、

か
の
国
に
か
ざ
り
据
ゑ
ら
れ
給
へ
る
御
お
ぼ
え
、
あ
り
さ
ま
な
ど
は
、
御
覧
ぜ
ら
れ
け
む
、
い
と
い
み
じ
う
さ
ぶ
ら
ひ
き
な
。
さ
る
御
む
す
め
の

か
げ
に
も
え
隠
れ
給
は
ず
、
前
の
世
の
さ
る
べ
き
も
の
の
報
い
に
こ
そ
は
、
と
ぞ
見
え
さ
せ
給
へ
る
。 

︵
巻
三
・
二
〇
三
︶

︵
僧
︶﹁
も
ろ
こ
し
の
后
の
、
夜
昼
、
わ
が
親
の
お
は
す
ら
む
あ
り
さ
ま
を
、
え
聞
き
知
ら
ぬ
か
な
し
さ
を
な
げ
き
給
ひ
て
、
い
か
で
お
は
す
ら
む

あ
り
さ
ま
を
聞
か
む
と
、
明
け
暮
れ
な
げ
き
、
仏
を
念
じ
給
ふ
孝
の
心
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
れ
ど
、
こ
と
世
界
の
人
に
な
り
て
、
別
れ
て
の
ち
、

こ
の
思
ひ
か
な
ふ
べ
う
も
あ
ら
ね
ば
、
こ
の
世
の
人
に
縁
を
結
び
て
、
深
き
心
を
し
め
さ
せ
て
、
も
の
思
ひ
の
せ
ち
な
る
ゆ
ゑ
に
、
あ
つ
か
は
せ

む
と
方
便
し
給
へ
る
に
、
こ
こ
に
ま
た
、
こ
の
む
す
め
の
た
づ
き
を
見
置
き
て
、
心
や
す
く
後
生
祈
ら
む
と
思
ひ
給
ふ
心
の
一
つ
に
行
き
合
ひ
て
、

こ
の
姫
君
の
た
づ
き
も
、
こ
の
人
な
る
べ
き
ぞ
﹂
と
い
ふ
人
見
や
れ
ば
、
⑪
い
ふ
か
ぎ
り
な
く
清
ら
な
る
男
の
あ
る
を
、
わ
れ
を
助
け
む
と
て
、

仏
の
変
じ
給
へ
る
人
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
、
と
思
ひ
て
、
拝
む
と
見
給
ひ
し
に
、
こ
の
中
納
言
の
た
づ
ね
お
は
し
て
、
⋮
⋮ 

︵
巻
三
・
二
二
六
︶

中
納
言
が
渡
唐
し
、
唐
后
に
出
逢
い
、
子
が
生
ま
れ
、
帰
京
す
る
と
い
う
三
年
間
ほ
ど
の
年
月
の
間
の
裏
側
に
、
吉
野
の
尼
君
は
そ
れ
以
上
に
長
い
年

月
を
送
っ
て
い
た
。
記
載
順
番
の
出
来
事
を
時
系
列
に
組
み
直
し
て
み
る
と
、
順
番
そ
の
も
の
は
⑦
の
聖
と
上
野
の
宮
と
の
若
か
り
し
頃
の
関
係
が
見

え
て
く
る
こ
と
以
外
は
大
き
く
違
わ
な
い
。
し
か
し
、
⑦
が
出
来
事
の
発
端
に
な
る
こ
と
で
、
⑤
と
⑨
の
聖
を
頼
む
と
い
う
記
載
に
こ
め
ら
れ
た
意
味

合
い
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
尼
君
が
筑
紫
に
い
て
、
都
に
戻
っ
て
き
て
か
ら
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
な
ぜ
、
聖
に
会
っ
た
の

か
、
ま
た
な
ぜ
聖
は
﹁
聖
﹂
に
な
っ
た
の
か
、
記
載
順
番
の
流
れ
に
乗
っ
て
い
る
だ
け
で
は
あ
ま
り
よ
く
見
え
て
こ
な
い
の
だ
が
、
時
系
列
の
よ
う
に

並
べ
て
み
る
と
、
尼
君
が
太
宰
の
大
弐
に
連
れ
ら
れ
て
都
に
戻
り
、
帥
の
宮
と
関
係
を
持
っ
た
あ
た
り
か
ら
、
彼
女
の
嘆
き
が
ま
す
ま
す
深
ま
る
と
と

も
に
、
都
で
唯
一
頼
れ
る
存
在
と
し
て
、
父
の
古
き
友
人
で
あ
っ
た
聖
が
浮
上
し
、
聖
の
存
在
と
彼
女
の
出
家
の
事
実
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
く
の

が
読
み
取
れ
る
。
そ
も
そ
も
左
遷
さ
れ
た
上
野
の
宮
の
古
き
友
人
が
今
﹁
聖
﹂
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
一
定
の
︿
過
去
﹀
が
想
起
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
出
逢
い
が
、
そ
の
後
の
聖
の
渡
唐
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
聖
渡
唐
時
に
は
、
す
で
に
唐
后
は
﹁
后
﹂
に
な
っ
て
い
た
︵
⑩
︶。
聖
の
報
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告
の
中
に
、
中
納
言
の
父
が
転
生

し
た
皇
子
の
話
題
が
な
い
こ
と
か

ら
す
る
と
、
入
内
十
四
歳
か
ら
皇

子
出
産
の
十
六
歳
の
間
に
渡
唐
し

た
と
思
わ
れ
る
。
尼
君
が
唐
后
と

離
別
し
て
約
十
年
後
の
出
来
事
で

あ
る
。
こ
の
頃
、
吉
野
の
姫
君
は

五
歳
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う

に
、
尼
君
が
唐
后
を
回
想
し
、
姫

君
へ
の
愛
情
が
復
活
し
た
頃
で
あ

る
。
こ
の
頃
に
、
唐
后
の
話
題
を

聖
に
打
ち
明
け
、
今
ど
う
し
て
い

る
か
知
り
た
い
の
だ
と
相
談
し
、

聖
の
渡
唐
と
重
な
っ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
報
告
を
受
け
た

尼
君
は
、
聖
を
﹁
い
と
ど
頼
み
お

ぼ
い
た
る
﹂
状
態
に
な
り
、﹁
后

姿
﹂
の
唐
后
を
夢
に
見
る
こ
と
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
ま
た
月
日
は
流
れ
、
中
納
言
が
帰
京
し
、
吉
野
を
訪
れ
る
頃
、
尼
君
は
再
び
唐
后
の

夢
を
見
て
い
た
︵
⑪
︶。
日
頃
か
ら
仏
を
念
ず
る
尼
君
の
﹁
心
﹂
に
よ
っ
て
、
中
納
言
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
登
場
は
、﹁
仏
の
変
じ
給
へ
る
人
﹂
と
し
て
何

も
違
和
感
も
な
く
尼
君
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

物
語
内
年
表

﹃
浜
松
﹄
そ
れ
自
体
は
、﹁
今
﹂
を
生
き
て
い
て
物
語
現
在
を
た
ど
っ
て
い
る
。
現
存
﹃
浜
松
﹄
は
、
中
納
言
を
主
人
公
と
し
た
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
渡

唐
し
て
帰
京
し
た
こ
ろ
の
二
十
数
歳
か
ら
、
巻
五
ま
で
の
約
五
年
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
﹁
想
起
さ
れ
る
過
去
﹂
が
頻
繁
に
差
し
挟
ま

⑪
尼
君
、﹁
后
姿
﹂
の
唐
后
を
夢
に
見
る
。
↓ 

中
納
言
、
唐
后
の
手
紙
を
持
っ
て
訪
問

①
帥
の
宮
通
う

②
出
家

③
妊
娠
・
出
産

④
頭
お
ろ
す

⑤
聖
を
頼
む

⑥
聖
、
山
へ
・
尼
も
山
へ

⑦
故
宮
と
親
し
か
っ
た

⑧
后
の
消
息
伝
え
る

⑨
ま
す
ま
す
頼
る

⑩
后
姿
の
娘

記
載
順
番

⑦
聖
、
故
宮
の
屋
敷
に
通
う

・
故
宮
、
左
遷
、
死 

↓ 

聖
、
出
家
へ
？

・
尼
君
、
唐
后
と
離
別

・
尼
君
、
上
京

①
帥
の
宮
通
う

②
出
家

③
妊
娠
・
出
産

④
頭
お
ろ
す

↓
⑤
聖
を
頼
む

⑥
聖
、
山
へ
・
尼
も
山
へ

　

・
吉
野
の
姫
君
五
歳ö

・
こ
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
唐
后
の
話
を
し
て
い
る
？

　
　
　
　
　
　
　
　

 　

ý

↓
・
唐
后
を
想
起　

 　

ø

・
そ
の
後
、
聖
が
渡
唐
し
て
い
る
︵
⑩
︶

⑧
后
の
消
息
伝
え
る 　

ö

　
　
　
　
　
　
　
　

 　
ý

・
こ
れ
以
降
に
中
納
言
、
渡
唐

⑨
ま
す
ま
す
頼
る　

 　
ø

時
系
列
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れ
て
い
き
、
こ
れ
ら
の
﹁
想
起
さ
れ
る
過
去
﹂
の
﹁
時
点
﹂
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
添
付
資
料
の
年
表
の
よ
う
に
な
る
。
実
に
六
十
年
に
及
ぶ
壮
大
な

ド
ラ
マ
が
﹁
夢
の
よ
う
に
﹂
浮
上
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

年
表
か
ら
見
る
に
、﹃
浜
松
﹄
六
十
年
の
始
原
、
す
な
わ
ち
︿
大
過
去
﹀
は
上
野
の
宮
で
あ
る
。
巻
四
に
は
、
そ
の
娘
、
吉
野
の
尼
君
が
極
楽
往
生

で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
描
写
が
あ
る

︶
4

︵
注

。
父
・
上
野
の
宮
が
悲
し
く
も
左
遷
さ
れ
、
そ
れ
に
連
れ
ら
れ
て
筑
紫
へ
旅
立
っ
た
吉
野
の
尼
君
。
自
ら
の
悲
運

は
そ
の
後
も
続
く
が
、
そ
の
都
度
、
運
命
に
身
を
任
せ
て
生
き
て
き
た
。
娘
︵
唐
后
︶
を
手
放
し
た
頃
か
ら
、
耐
え
ら
れ
な
い
悲
痛
を
与
え
ら
れ
、
続

く
吉
野
の
姫
君
出
産
に
至
っ
て
は
、
と
う
と
う
出
家
を
決
意
す
る
。
そ
の
後
、
尼
君
は
、
唐
后
を
手
放
し
た
︿
過
去
﹀
を
心
に
留
め
な
が
ら
、
仏
に
身

を
委
ね
て
生
き
る
。︿
唐
后
﹀
を
求
め
る
﹁
心
﹂
に
従
い
、
仏
の
御
心
を
信
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
信
じ
抜
い
て
生
き
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
往
生

ま
で
す
る
。︿
大
過
去
﹀
に
始
発
す
る
六
十
年
間
の
壮
大
で
夢
幻
的
な
物
語
は
、
い
わ
ば
尼
君
の
物
語
で
あ
る
。

中
納
言
の
︿
過
去
﹀
と
ド
ラ
マ

一
方
で
、
中
納
言
の
ド
ラ
マ
は
わ
ず
か
五
年
と
短
い
。
生
ま
れ
か
ら
考
え
れ
ば
二
五
年
に
な
る
が
、
上
野
の
宮
・
尼
君
の
ド
ラ
マ
に
比
べ
れ
ば
短
い
。

そ
の
中
納
言
に
と
っ
て
の
︿
過
去
﹀
と
は
何
で
あ
る
か
。
尼
君
に
と
っ
て
﹁
父
・
上
野
の
宮
﹂
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
納
言
に
と
っ
て
、﹁
父
・
式
部

卿
宮
﹂︵
ち
な
み
に
、
道
半
ば
に
し
て
死
す
﹁
宮
﹂
で
あ
る
こ
と
も
共
通
す
る
︶
で
あ
る
。

御
年
七
つ
八
つ
ば
か
り
に
て
、
う
つ
く
し
う
て
、
う
る
は
し
く
鬢
づ
ら
結
ひ
、
し
や
う
ぞ
き
て
お
は
す
。
あ
り
し
御
面
影
に
は
お
は
せ
ね
ど
、
あ

は
れ
に
、
さ
ぞ
か
し
と
見
た
て
ま
つ
る
に
、
涙
も
こ
ぼ
る
る
心
地
し
給
ふ
。
皇
子
も
御
け
し
き
か
は
り
て
、
お
ほ
か
た
の
こ
と
ど
も
仰
せ
ら
れ
て
、

言
葉
に
は
の
た
ま
は
で
、
昔
を
忘
れ
ぬ
に
、
か
く
逢
ひ
見
つ
る
よ
し
の
あ
は
れ
を
書
き
て
賜
は
せ
た
る
に
、
い
み
じ
う
念
ず
れ
ど
涙
と
ま
ら
ず
。

︵
巻
一
・
三
五
︶

中
国
の
第
三
皇
子
に
転
生
し
た
父
親
に
会
い
に
行
っ
て
、
再
会
を
果
た
し
た
場
面
で
あ
る
。﹁
御
年
七
つ
八
つ
ば
か
り
﹂
と
い
う
子
ど
も
姿
の
父
親
は
、

﹁
あ
り
し
御
面
影
に
は
お
は
せ
ね
ど
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
父
親
の
姿
で
は
な
い
。
中
納
言
は
﹁
さ
ぞ
か
し
﹂
と
、﹁
こ
の
人
が
父
親
で
あ
る
の

だ
ろ
う
﹂
と
思
っ
て
見
て
み
る
と
、﹁
涙
も
こ
ぼ
る
る
心
地
﹂
が
し
て
く
る
。
見
た
目
が
全
く
違
い
な
が
ら
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
人
が
そ
う
で
あ
る
の

な
ら
ば
、
嬉
し
く
も
悲
し
く
も
感
情
が
あ
ふ
れ
出
し
そ
う
に
な
る
の
は
、
彼
の
頭
の
中
に
か
つ
て
の
父
親
と
の
思
い
出
が
彷
彿
と
さ
れ
て
く
る
か
ら
で
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あ
る
。
だ
が
、
ま
だ
こ
こ
で
は
涙
は
出
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
皇
子
の
方
で
も
中
納
言
を
見
て
様
子
が
変
わ
る
。﹁
昔
を
忘
れ
ぬ
﹂
心
か
ら
、
言
葉
で

は
ご
く
一
般
的
な
挨
拶
程
度
の
事
柄
を
述
べ
つ
つ
も
、︿
過
去
﹀
の
父
と
し
て
の
思
い
を
﹁
書
き
て
﹂
中
納
言
に
与
え
る
。
こ
の
場
で
は
、
父
と
中
納

言
の
︿
過
去
﹀
の
共
有
は
、﹁
文
字
﹂
の
上
で
確
か
に
交
感
さ
れ
る
。
書
物
を
ひ
も
と
く
よ
う
に
、
彼
ら
の
脳
裏
に
お
い
て
、︿
過
去
﹀
の
ド
ラ
マ
が
蘇

る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
時
点
で
中
納
言
は
我
慢
し
て
も
涙
を
止
め
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
場
面
は
、
果
た
し
て
感
動
的
な
場
面
な
の
か
、
そ
れ
と
も
し
ら

け
た
場
面
に
な
る

︶
5

︵
注

の
か
、
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
や
は
り
涙
を
止
め
ら
れ
ず
に
流
し
て
い
る
中
納
言
や
、
言
葉
に
は
出
せ
な
い
な
が
ら

も
昔
の
あ
は
れ
を
回
想
し
て
文
字
に
し
た
た
め
る
父
親
像
を
見
れ
ば
、
感
動
的
な
再
会
の
場
面
な
の
で
あ
ろ
う
。

皇
子
出
で
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
ゐ
な
ほ
り
給
ひ
ぬ
。﹁
お
も
し
ろ
き
夕
べ
な
り
﹂
と
て
、
御
琴
ど
も
取
り
出
で
て
賜
は
せ
た
る
。
あ
り
つ
る
御
面
影
の

め
で
た
さ
は
、
名
残
の
に
ほ
ひ
ま
で
、
わ
が
身
に
し
み
ぬ
る
心
地
し
て
、
琴
の
音
の
お
も
し
ろ
さ
さ
へ
耳
に
つ
き
つ
つ
、
か
き
立
つ
べ
き
か
た
も

お
ぼ
え
ず
。 

︵
巻
一
・
四
二
︶

そ
の
後
、
中
納
言
は
唐
后
を
垣
間
見
す
る
こ
と
で
心
奪
わ
れ
る
。
上
の
空
の
状
態
で
あ
っ
た
中
納
言
の
目
の
前
に
父
皇
子
が
登
場
し
た
瞬
間
、
中
納
言

は
﹁
ゐ
な
ほ
り
給
ひ
ぬ
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
子
ど
も
姿
の
父
親
は
、
さ
れ
ど
も
中
納
言
に
と
っ
て
は
、
確
か
に
﹁
父
親
﹂
と
し
て
存
在
し
て

い
る
の
が
わ
か
る
。

散
逸
首
巻
に
あ
る
場
面
な
の
で
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
残
り
の
巻
々
の
記
述
か
ら
推
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を

組
み
立
て
た
﹃
新
編
全
集
﹄
の
散
逸
首
巻
梗
概
に
よ
る
と
、
中
納
言
の
父
が
亡
く
な
っ
た
後
、
母
は
左
大
将
と
再
婚
を
す
る
。
異
父
妹
で
あ
る
大
君
と

関
係
を
持
ち
、
そ
の
後
渡
唐
す
る
。
左
大
将
と
の
関
係
は
悪
く
、
後
に
左
大
将
は
﹁
中
納
言
が
自
分
を
父
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
﹂︶

6

︵
注

と
い
っ
た
愚
痴
を

こ
ぼ
す
こ
と
か
ら
も
そ
の
関
係
の
悪
さ
は
了
解
し
う
る
。

年
表
を
見
て
み
る
と
、
中
納
言
が
父
を
亡
く
し
た
の
は
、
七
歳
か
ら
十
一
歳
の
間
で
あ
る
。﹃
源
氏
物
語
﹄
で
言
え
ば
、
光
源
氏
が
﹁
源
氏
﹂
に
臣

籍
降
下
し
、
藤
壺
が
新
た
に
入
内
し
、
光
源
氏
の
心
を
惹
き
つ
け
る
、
幼
少
期
に
お
け
る
激
動
の
時
期
に
相
当
す
る
。
こ
の
と
き
に
中
納
言
は
、
父
を

亡
く
し
、
新
し
い
父
親
・
新
し
い
家
族
を
迎
え
て
、
自
己
の
既
知
領
域
が
大
き
く
変
貌
す
る
。
中
納
言
の
心
を
病
ま
せ
る
の
は
、
最
愛
の
父
が
亡
く
な
っ

た
事
実
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
し
い
父
親
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
当
た
る
が
、
同
時
に
、
再
婚
す
る
母
か
ら
も
発
せ
ら
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
吉
野
の
尼
君
は
、
唐
后
を
失
っ
た
後
、
太
宰
の
大
弐
に
都
ま
で
連
れ
ら
れ
て
帥
の
宮
と
関
係
を
持
っ
て
か
ら
非
常
に
悩
み
出
家
ま
で
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
女
性
が
一
方
で
い
る
な
か
、
中
納
言
の
母
親
が
素
直
に
再
婚
し
て
い
る
こ
と
は
も
う
少
し
重
く
見
ら
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
再
婚
の

是
非
を
問
う
つ
も
り
で
は
な
く
、
中
納
言
に
と
っ
て
、
家
族
環
境
と
い
っ
た
周
囲
の
世
界
が
丸
ご
と
変
貌
し
た
事
実
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
強
調
し
た
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い
。
巻
二
末
尾
で
、
吉
野
へ
旅
立
つ
こ
と
を
報
告
し
に
行
っ
た
時
の
二
人
の
会
話
は
ぎ
こ
ち
な
い
。
母
親
が
中
納
言
を
愛
し
て
い
る
こ
と
は
了
解
で
き

る
が
、
し
か
し
、
中
納
言
の
態
度
は
母
親
の
悲
し
み
に
寄
り
添
え
て
は
い
な
い
。

上
に
も
暇
申
し
給
へ
ば
、﹁
ま
た
い
づ
ち
お
ぼ
し
立
つ
ぞ
﹂
と
う
ち
泣
き
給
へ
ば
、﹁
も
ろ
こ
し
に
渡
り
は
べ
ら
む
や
は
﹂
と
う
ち
笑
ひ
給
へ
ば
、

﹁
い
で
や
、
御
心
ざ
ま
を
知
ら
ず
。
か
く
人
に
似
ぬ
御
心
の
あ
ま
り
な
る
が
、
心
づ
く
し
に
わ
び
し
き
を
、
い
か
で
見
ず
も
な
り
な
ば
や
﹂
と
泣

き
給
ふ
を
、
い
と
ほ
し
と
こ
と
わ
り
に
思
ひ
聞
こ
え
給
ふ
。 

︵
巻
二
・
一
九
四
︶

中
納
言
は
こ
れ
ら
の
︿
過
去
﹀
を
持
つ
人
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
︿
過
去
﹀
の
発
端
は
父
親
の
死
で
あ
る
。﹁
今
﹂
に
不
満
や
虚
無
感
を
抱
え

て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
始
原
で
あ
る
父
の
死
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
、
唐
で
の
再
会
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
再
会
し
た
場
面
は
、
先
に
も
確
認

し
た
よ
う
に
、
決
し
て
し
ら
け
た
場
面
な
ど
で
は
な
い
。
確
か
に
父
親
で
あ
る
、
死
し
た
父
が
確
か
に
こ
こ
に
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
さ

ら
に
中
納
言
の
心
を
苦
し
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

父
親
と
の
再
会
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
光
源
氏
と
藤
壺
の
関
係
始
発
に
匹
敵
す
る

︶
7

︵
注

。

﹁
⋮
⋮
昔
の
心
の
お
ぼ
え
は
べ
る
に
よ
り
、
つ
ね
に
見
ま
ほ
し
く
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
は
べ
る
を
、
御
心
に
も
う
と
く
な
お
ぼ
し
め
し
な
さ
せ
給

ひ
そ
。
⋮
⋮
﹂
と
て
、
う
ち
泣
か
せ
給
ふ
に
、
⋮
⋮ 

︵
巻
一
・
五
〇
︶

中
納
言
と
の
因
縁
を
唐
后
に
説
明
す
る
皇
子
の
言
葉
に
、﹁
御
心
に
も
う
と
く
な
お
ぼ
し
め
し
な
さ
せ
給
ひ
そ
﹂
と
あ
る
。
こ
れ
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
桐

壺
﹂
巻
に
お
い
て
、
藤
壺
と
光
源
氏
が
親
子
の
よ
う
に
見
え
る
と
言
い
、
二
人
の
距
離
を
縮
め
し
め
た
桐
壺
帝
の
言
葉
﹁
な
疎
み
給
ひ
そ
﹂
に
通
じ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
光
源
氏
に
と
っ
て
藤
壺
は
﹁
父
﹂
の
妻
で
あ
る
こ
と
が
自
然
と
強
調
さ
れ
て
く
る
こ
と
か
ら
も
、﹃
浜
松
﹄
に
お
け
る
当
該
場
面
も
、

父
は
︿
過
去
﹀
の
父
だ
け
で
は
い
ら
れ
ず
、
壁
と
し
て
の
︿
父
﹀
と
い
う
象
徴
に
な
る
。

ま
た
、
唐
の
都
で
安
定
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
唐
后
の
状
態
に
つ
い
て
、
都
と
河
陽
県
を
行
き
来
す
る
皇
子
の
心
は
、
基
本
的
に
は
唐
后
の
息
子

と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
今
、
目
の
前
に
過
去
の
息
子
、
中
納
言
が
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
感
動
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
方
で
、
唐

后
の
息
子
と
し
て
の
﹁
生
﹂
も
事
実
な
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
中
国
の
帝
に
な
っ
て
い
く
こ
の
皇
子
は
、
過
去
の
生
き
様
、
す
な
わ
ち
式
部
卿
宮

で
あ
る
も
日
本
で
帝
に
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
過
去
を
踏
ま
え
た
上
で
、
中
国
で
生
き
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
皇
子
な
る
人
物
は
、
い
ま
や

中
納
言
に
と
っ
て
の
︿
過
去
﹀
の
父
親
で
は
あ
り
得
な
い
。
唐
で
の
再
会
が
中
納
言
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
感
動
と
同
時
に
、︿
父
﹀
な
る
も
の
へ
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の
距
離
感
で
あ
っ
た
︵﹁
し
ら
け
る
﹂
と
す
る
な
ら
こ
の
時
点
で
あ
る
︶。

唯
一
、
父
親
に
対
し
て
だ
け
は
﹁
言
葉
﹂
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
先
に
見
た
よ
う
に
、
父
が
﹁
書
き
て
賜
は
せ
た
る
﹂
言

葉
に
涙
し
た
り
、
散
逸
首
巻
で
の
内
容
で
言
え
ば
、
夢
を
見
た
あ
と
に
、
父
転
生
の
情
報
を
人
か
ら
告
げ
ら
れ
中
国
へ
旅
発
つ
こ
と
な
ど
、
半
信
半
疑

で
は
あ
れ
、
わ
ざ
わ
ざ
中
国
ま
で
行
く
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
信
じ
る
気
持
ち
の
方
が
勝
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
も
、
中
納
言
に
と
っ

て
人
生
の
原
始
で
あ
る
父
と
い
う
名
の
︿
過
去
﹀
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
中
国
で
再
会
し
た
後
、
確
か
に
そ
れ
は
父
で
あ
る
の
に
、
求
め
て
い

た
原
始
的
な
る
父
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
中
納
言
は
、
何
を
現
実
世
界
に
確
信
を
持
っ
て
生
き
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
夢
も
現
実
も
な
い
、
茫
漠
と
し
た
未
来
し
か
予
感
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
終
始
、
物
語
で
は
、
言
葉
に
対
し
て
︿
不
信
な
﹀
中
納
言
像
が
描

か
れ
続
け
て
い
く
。

山
越
え
果
て
ぬ
れ
ば
、
函
谷
の
関
に
着
き
給
ひ
て
、
日
、
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
関
の
も
と
に
泊
り
給
ひ
ぬ
。﹁
こ
の
関
は
、
鳥
の
声
を
聞
き
て
な
む
開
く
る
﹂

と
い
ふ
こ
と
を
﹁
し
か
﹂
と
聞
き
て
、
御
供
の
人
の
中
に
い
は
け
た
る
も
の
あ
り
て
、﹁
い
ざ
こ
こ
ろ
み
む
﹂
と
て
、
夜
中
ば
か
り
に
、
鳥
の
声

に
い
み
じ
う
似
せ
て
、
は
る
か
に
鳴
き
出
で
た
る
に
、
関
の
人
お
ど
ろ
き
て
そ
の
戸
を
開
く
。﹁
い
と
よ
し
な
き
こ
と
を
し
つ
る
か
な
﹂
と
、
人
々

言
ひ
に
く
む
を
、
君
も
聞
き
給
ひ
て
、﹁
ふ
る
き
心
、
さ
す
が
に
お
ぼ
え
け
る
に
こ
そ
﹂
と
、
う
ち
笑
ひ
給
ふ
。
明
く
る
日
、
こ
の
関
に
御
迎
え
の
人
々

参
り
た
り
。
そ
の
あ
り
さ
ま
ど
も
、
唐
国
と
い
ふ
物
語
に
絵
に
し
る
し
た
る
同
じ
こ
と
な
り
。 

︵
巻
一
・
三
二
︶

唐
に
到
着
し
た
中
納
言
の
動
き
を
追
う
よ
う
に
、
中
国
の
地
名
・
固
有
名
詞
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
地
理
的
な
面
か
ら
言
え
ば
、
不
都
合
や
矛
盾
、

間
違
い
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
作
者
像
に
触
れ
た
り
し
な
が
ら
、
間
違
い
や
矛
盾
と
し
て
は
処
理
し
な
い
方
法
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
論
旨
に
従
っ

て
言
え
ば
、
こ
れ
こ
そ
中
納
言
の
現
実
世
界
の
認
識
方
法
を
表
現
し
て
い
る
。
中
国
へ
行
っ
て
、
ま
さ
に
日
本
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
そ
の
感
覚
も
然

り
で
あ
る
が
、
彼
の
既
知
情
報
が
世
界
を
作
り
出
し
て
お
り
、﹁
函
谷
の
関
﹂
の
実
物
を
見
て
、
実
物
を
脳
裏
に
焼
き
付
け
て
そ
の
印
象
を
語
る
の
で

は
な
く
、﹁
鳥
の
声
﹂
と
い
う
既
知
知
識
、﹁
唐
国
と
い
ふ
物
語
に
絵
に
し
る
し
た
る
同
じ
こ
と
﹂
と
い
う
既
知
認
識
で
も
っ
て
、
目
の
前
の
関
を
そ
う

い
う
も
の
と
し
て
︿
見
る
﹀
の
で
あ
る
。
自
ら
の
︿
言
葉
﹀
が
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
は
言
葉
に
対
す
る
︿
信
﹀
で
あ
る
と
も
言
え
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
世
界
間0

構
築
か
ら
す
れ
ば
︿
不
信
な
関
係
﹀
と
な
る

︶
8

︵
注

。
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言
葉
と
の
︿
不
信
な
関
係
﹀

⑴
大
君
の
夢

一
般
に
﹃
浜
松
﹄
で
は
夢
が
先
行
し
、
夢
が
非
現
実
的
で
な
い
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
へ
行
っ
た
中
納
言
が
見
た
大
君
の
夢
は
、﹁
尼

に
な
っ
た
﹂
こ
と
を
明
か
す
大
君
が
登
場
し
て
い
る
が
、
実
際
に
彼
女
は
日
本
で
尼
に
な
っ
て
い
る
。
唐
后
に
再
会
で
き
る
と
い
う
夢
告
げ
も
、
山
陰

の
女
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
現
実
化
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
中
納
言
の
﹁
認
識
﹂
で
あ
る
。

中
納
言
は
、
か
く
お
ぼ
す
ら
む
と
も
知
り
給
は
ず
、
あ
り
し
御
さ
ま
を
ま
た
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
も
が
な
。
さ
り
と
も
、
け
近
く
も
の
う
ち
の
た

ま
へ
ら
む
け
し
き
、
言
の
葉
は
、
す
こ
し
見
し
世
の
人
に
似
給
は
じ
か
し
と
、
心
に
か
け
た
て
ま
つ
り
て
、
ふ
る
さ
と
の
思
ひ
忘
る
る
間
な
け
れ

ど
、
お
の
づ
か
ら
ま
ぎ
る
る
心
地
す
る
に
、
大
将
殿
の
姫
君
、
い
み
じ
く
も
の
思
へ
る
さ
ま
に
な
が
め
お
ぼ
し
入
り
た
る
か
た
は
ら
に
寄
り
て
、

わ
れ
も
心
に
離
る
る
世
な
き
か
な
し
さ
を
言
ふ
と
お
ぼ
す
に
、
う
ち
泣
き
て
、

　
　

た
れ
に
よ
り
涙
の
海
に
身
を
沈
め
し
ほ
る
る
あ
ま
と
な
り
ぬ
と
か
知
る

と
の
た
ま
ふ
を
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
、
わ
れ
と
ほ
ろ
ほ
ろ
と
泣
く
と
思
ふ
に
、
涙
に
お
ぼ
ほ
れ
て
、
う
ち
お
ど
ろ
き
ぬ
る
名
残
、
身
に
添
へ
る

心
地
し
て
、
か
う
は
る
か
に
思
ひ
や
る
と
な
ら
ば
、
お
ほ
よ
そ
に
て
も
あ
ら
ず
。
思
ひ
や
り
な
う
け
近
う
見
な
し
て
、
ほ
ど
な
く
は
る
か
に
な
り

に
し
を
、
い
か
に
お
ぼ
す
ら
む
、
と
思
ひ
や
る
涙
は
、
う
つ
つ
に
も
せ
き
や
る
か
た
な
く
て
、

　
　

日
本
の
御
津
の
浜
松
こ
よ
ひ
こ
そ
わ
れ
を
恋
ふ
ら
し
夢
に
見
え
つ
れ

﹁
今
は
﹂
と
別
れ
し
あ
か
つ
き
、
忍
び
あ
へ
ず
お
ぼ
し
た
り
し
け
し
き
も
ら
う
た
げ
な
り
し
な
ど
思
ひ
出
づ
る
に
、
⋮
⋮ 

︵
巻
一
・
五
二
︶

中
納
言
が
唐
へ
出
発
し
た
後
に
、
大
君
が
懐
妊
し
、
出
家
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事
実
を
中
納
言
は
﹁
知
り
給
は
ず
﹂、
夢
で
涙
す
る
大
君
の

姿
を
見
て
、﹁
か
う
は
る
か
に
思
ひ
や
る
﹂
こ
と
か
ら
﹁
わ
れ
を
恋
ふ
ら
し
﹂
と
判
断
す
る
。
し
か
し
、
事
実
を
知
ら
な
い
と
は
言
え
、﹁
あ
ま
と
な
り

ぬ
﹂
と
言
う
大
君
の
和
歌
の
言
葉
に
何
も
動
揺
し
な
い
の
は
不
自
然
な
言
語
感
覚
で
あ
る
。﹃
万
葉
集
﹄
巻
一
﹁
山
上
憶
良
大
唐
に
在
り
し
時
、
本
郷

を
憶
ひ
て
作
れ
る
歌
／
い
ざ
子
ど
も
早
く
日
本
へ
大
伴
の
御
津
の
浜
松
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
﹂
を
踏
ま
え
る
と
、
中
納
言
詠
の
﹁
御
津
の
浜
松
﹂
は
、
自

分
の
帰
京
を
待
っ
て
い
る
都
人
の
存
在
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
中
納
言
は
、
唐
に
い
る
自
分
と
そ
の
帰
京
を
待
つ
都
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
既
知
情

報
と
し
て
、
現
在
の
︿
大
君
﹀
の
姿
を
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
り
、﹁
あ
ま
と
な
り
ぬ
﹂
と
い
う
大
君
の
言
葉
を
ま
る
で
認
識
し
て
い
な
い
。
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⑵
唐
后
と
の
再
会
を
約
す
る
夢

菩
提
寺
と
い
ふ
寺
に
お
は
し
ま
す
仏
、
い
み
じ
う
験
じ
給
ふ
と
い
ふ
に
、
ま
う
で
給
ひ
て
、﹁
河
陽
県
の
后
、
今
ひ
と
た
び
見
た
て
ま
つ
ら
む
﹂

と
念
じ
給
ふ
夢
に
、
こ
の
寺
の
僧
と
お
ぼ
ゆ
る
も
の
、
い
み
じ
う
け
う
ら
に
、
た
ふ
た
げ
に
し
や
う
ぞ
き
て
、

　
　

今
ひ
と
目
よ
そ
に
や
は
見
む
こ
の
世
に
は
さ
す
が
に
深
き
中
の
契
り
ぞ

覚
め
て
の
ち
、
い
か
に
見
え
つ
る
な
ら
む
、
と
思
ひ
合
は
す
べ
き
か
た
も
な
き
心
地
す
る
に
、
⋮
⋮ 

︵
巻
一
・
六
四
︶

唐
后
に
再
び
会
い
た
い
と
願
っ
て
見
た
夢
の
中
で
、
僧
は
﹁
今
ひ
と
目
よ
そ
に
や
は
見
む
﹂
と
言
い
、
も
う
一
度
再
会
で
き
る
旨
を
告
げ
る
。
し
か
し
、

中
納
言
は
目
が
覚
め
て
の
ち
、﹁
思
ひ
合
は
す
べ
き
か
た
も
な
き
心
地
﹂
が
し
て
お
り
、
本
当
に
再
会
可
能
で
あ
る
の
か
否
か
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
ま

ま
こ
の
夢
は
終
わ
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
夢
で
告
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
実
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
肝
心
の
中
納
言
自
身
は
、
山
陰
の
女
に
出
会
っ

た
こ
と
を
、
こ
の
夢
告
の
言
う
と
お
り
だ
な
ど
と
得
心
す
る
こ
と
は
な
い
。
夢
の
﹁
言
葉
﹂
は
確
か
で
あ
ろ
う
と
も
、
中
納
言
に
と
っ
て
は
不
確
か
な

︿
言
葉
﹀
な
の
で
あ
る

︶
9

︵
注

。

⑶
人
物
評

言
葉
が
確
か
で
あ
ろ
う
と
も
、
不
確
か
で
あ
ろ
う
と
も
、
本
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
目
に
見
え
た
世
界
を
認
識
し
構

築
す
る
の
は
己
の
︿
言
葉
﹀
次
第
で
あ
り
、
第
三
者
の
言
葉
や
夢
告
の
言
葉
と
合
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
あ
る
人
の
漏
ら
す
︿
言
葉
﹀
が
他
者
に
と
っ

て
の
世
界
の
絶
対
に
は
な
ら
な
い
。
次
の
文
は
、
帰
京
し
た
中
納
言
が
見
た
、
乳
母
と
母
と
大
君
の
評
価
で
あ
る
。

︵
乳
母
︶

い
と
清
げ
に
若
や
か
な
り
し
人
の
、
い
た
う
痩
せ
お
と
ろ
へ
て
、
ま
み
な
ど
も
う
ち
変
り
た
る
や
う
な
る
を
、
上
も
か
や
う
に
や
、
お
は
す
ら
む

と
、
い
と
あ
は
れ
に
見
給
ひ
て
、
⋮
⋮ 

︵
巻
二
・
一
三
五
︶

︵
母
︶

中
納
言
の
君
は
、
上
を
見
た
て
ま
つ
り
給
へ
ば
、
さ
ば
か
り
若
う
さ
か
り
な
り
し
御
か
た
ち
の
、
い
み
じ
う
痩
せ
お
と
ろ
へ
て
、
あ
ら
ぬ
も
の
に

面
が
は
り
し
給
ひ
つ
つ
、 

︵
巻
二
・
一
六
三
︶
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196

︵
大
君
︶

さ
し
寄
り
給
へ
る
に
、
御
手
あ
た
り
、
あ
り
さ
ま
は
、
た
だ
あ
り
し
な
が
ら
に
ら
う
た
う
あ
て
や
か
な
る
に
、
御
髪
の
ふ
さ
ふ
さ
と
み
じ
か
う
て
、

ゆ
ら
め
き
か
か
り
た
る
を
さ
ぐ
り
つ
け
て
、
⋮
⋮
と
て
ち
泣
き
給
ひ
ぬ
る
、
よ
し
よ
し
し
う
、
あ
て
に
、
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
た
る
御
け
は
ひ
も
変

ら
ず
。 

︵
巻
二
・
一
六
七
︶

乳
母
を
見
る
と
、﹁
清
げ
に
若
や
か
な
り
し
人
﹂
で
あ
っ
た
の
が
、﹁
い
た
う
痩
せ
お
と
ろ
へ
て
﹂
し
ま
っ
て
い
る
、
と
あ
る
。
母
も
同
様
に
﹁
痩
せ

お
と
ろ
へ
て
﹂
お
り
、﹁
あ
ら
ぬ
も
の
に
面
が
は
り
﹂
す
る
程
に
老
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
大
君
は
ど
う
か
と
い
う
と
、﹁
た
だ
あ
り
し
な
が
ら
﹂

で
あ
る
と
評
さ
れ
る
。
一
見
、
不
思
議
で
は
な
い
表
現
に
思
え
る
。
乳
母
や
母
は
自
分
と
別
れ
た
こ
と
に
よ
る
寂
し
さ
故
の
急
激
な
老
化
が
表
現
さ
れ
、

大
君
は
愛
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
今
も
な
お
変
わ
ら
ず
美
し
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
歩
引
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
大
君
は
、
渡
唐

す
る
前
に
は
普
通
の
人
で
あ
っ
た
の
が
、
帰
京
後
の
今
見
た
ら
尼
姿
な
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
然
と
変
貌
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
反
対
に
、
乳
母

や
母
は
、
寂
し
さ
故
に
老
化
し
た
に
せ
よ
、
わ
ず
か
三
年
の
変
化
で
あ
る
。﹁
三
年
﹂
の
月
日
の
流
れ
を
ど
う
捉
え
る
か
に
も
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

た
と
え
ば
三
十
八
歳
の
母
が
今
四
一
歳
に
な
っ
て
い
る
姿
を
見
て
、﹁
さ
ば
か
り

0

0

0

0

若
う
さ
か
り
な
り
し
御
か
た
ち
の
、
い
み
じ
う

0

0

0

0

痩
せ
お
と
ろ
へ
て
、

あ
ら
ぬ
も
の

0

0

0

0

0

に
面
が
は
り
し
給
ひ
つ
つ
﹂
と
ま
で
表
現
さ
れ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
誇
張
し
す
ぎ
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
中
納
言
を
愛
し
て

い
た
こ
と
の
現
れ
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
中
納
言
の
﹁
認
識
﹂﹁
欲
望
﹂
と
し
て
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
乳
母
は
、
自
分
を
育
て
た
人
物
と
し
て
自
分
と
の
離
別
を
何
よ
り
も
悲
し
が
っ
て
し
か
る
べ
き
人
物
で
あ
る
か
ら
、
か
く
も
変
貌
し
た
よ
う

に
見
え
て
く
る
の
で
あ
り
、
同
じ
く
自
分
を
愛
し
て
い
る
は
ず
の
母
に
つ
い
て
も
同
様
の
変
貌
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、﹁
上
も
か
や
う
に
や
﹂
と
﹁
あ

は
れ
﹂
が
り
、
実
際
に
母
を
見
た
と
き
に
、
そ
の
風
貌
は
﹁
期
待
し
た
と
お
り
﹂
に
変
貌
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
対
に
大
君
に
つ
い
て
は
、

出
家
し
た
と
は
い
え
、
愛
す
べ
き
対
象
と
し
て
、
今
も
な
お
美
し
い
姫
君
で
あ
り
、
渡
唐
前
と
な
ん
ら
変
わ
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

⑷
唐
后
・
山
陰
の
女
・
女
房

中
納
言
は
、
唐
后
に
会
っ
た
後
、
ほ
か
に
︿
二
人
の
女
性
﹀
を
見
知
る
。
読
者
は
そ
れ
が
す
べ
て
唐
后
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
中
納
言
は

知
ら
な
い
。
夢
告
と
い
う
﹃
浜
松
﹄
の
物
語
上
確
か
な
﹁
言
葉
﹂
が
あ
ろ
う
と
も
、
中
納
言
は
そ
の
言
葉
の
絶
対
を
知
ら
な
い
。

︵
山
陰
の
女
︶

ほ
の
か
な
る
か
た
は
ら
目
の
、
世
に
知
ら
ず
め
で
た
き
月
か
げ
、
河
陽
県
の
后
の
菊
見
給
ひ
し
夕
べ
の
や
う
に
、
ふ
と
お
ぼ
え
た
り
。
う
つ
た
へ
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に
か
う
て
お
は
す
ら
む
と
思
ひ
寄
ら
む
や
は
。 

︵
巻
一
・
六
八
︶

︵
唐
后
︶

内
も
外
も
し
め
じ
め
と
し
て
、
御
簾
の
う
ち
の
に
ほ
ひ
、
え
も
言
は
ず
か
を
り
出
で
た
る
な
ど
、
春
の
夜
の
夢
の
名
残
、
い
ま
だ
わ
が
身
に
し
み

か
へ
り
、
そ
の
夜
通
ひ
し
袖
の
移
り
香
は
、
百
歩
の
ほ
か
に
も
と
ほ
る
ば
か
り
に
て
、
世
の
つ
ね
の
薫
物
に
も
似
ず
、
あ
か
ず
か
な
し
き
恋
の
か

た
み
と
思
ふ
に
ほ
ひ
に
ま
が
へ
る
心
地
す
る
に
、
思
ひ
も
寄
ら
ず
な
が
ら
、
す
ず
ろ
に
涙
も
と
ま
ら
ず
。

︵
女
房
︶

琴
お
し
寄
せ
給
へ
れ
ば
、
団
扇
を
置
き
て
、
柱
に
か
く
ろ
へ
た
れ
ど
、
さ
さ
や
か
に
ら
う
た
き
や
う
だ
い
、
后
の
菊
見
給
ひ
し
夕
べ
思
ひ
出
で
ら

る
れ
ど
、
う
つ
た
へ
に
后
を
か
く
て
据
ゑ
た
て
ま
つ
り
て
、
弾
か
せ
給
は
む
も
の
と
思
ひ
寄
ら
ね
ば
、
さ
り
げ
な
き
し
り
目
に
と
ど
め
て
見
れ
ば
、

春
の
夜
の
月
か
げ
に
見
し
人
と
見
る
に
、
目
も
く
る
る
心
地
す
。 

︵
巻
一
・
九
八
︶

唐
后
を
彷
彿
と
さ
せ
る
姿
が
あ
っ
て
も
、﹁
こ
ん
な
場
所
に
い
る
は
ず
が
な
い
﹂﹁
山
陰
に
い
た
女
性
と
都
に
い
る
唐
后
が
同
一
人
物
で
あ
る
は
ず
が
な

い
﹂﹁
唐
后
を
女
房
と
し
て
こ
の
よ
う
な
場
所
で
帝
が
演
奏
さ
せ
る
は
ず
が
な
い
﹂
等
々
の
、
既
知
情
報
や
常
識
と
い
っ
た
︿
言
葉
﹀
に
縛
ら
れ
て
い

る
た
め
に
、
あ
れ
と
こ
れ
が
一
致
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
﹁
言
葉
﹂
と
︿
言
葉
﹀
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
発
想
を
持
た
な
い

︶
10

︵
注

。
か
つ
て
光
源
氏

は
、
女
児
が
后
に
な
る
と
い
う
預
言
︵
言
葉
︶
に
つ
い
て
、
明
石
の
君
が
生
ん
だ
女
児
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
と
い
う
考
え
を
も
と
に
行
動
に

移
し
て
い
る
。
姿
・
香
り
・
音
色
と
い
う
、
比
喩
と
し
て
の
﹁
言
葉
﹂
の
ヒ
ン
ト
が
溢
れ
て
い
る
の
に
、
中
納
言
の
言
語
処
理
能
力
は
そ
れ
ら
に
対
応

し
な
い
。
む
し
ろ
、
対
応
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
ほ
ど
に
、﹁
言
葉
﹂
へ
の
信
頼
が
な
い
の
で
あ
ろ
う

︶
11

︵
注

。

⑸
大
弐
の
娘
へ
の
︿
言
葉
﹀

中
納
言
は
、
大
弐
の
娘
と
筑
紫
で
会
っ
た
際
に
、
実
事
な
く
一
夜
を
過
ご
し
た
後
、
娘
を
安
心
さ
せ
る
べ
く
、
将
来
を
約
束
す
る
言
葉
を
交
わ
す
。

し
か
し
そ
の
後
、
音
沙
汰
の
な
い
状
態
に
呆
れ
た
母
親
に
よ
っ
て
、
娘
は
衛
門
督
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
突
然
中
納
言
は
、
娘
に

﹁
こ
ん
な
風
に
気
持
ち
が
変
わ
る
よ
う
に
と
約
束
し
た
覚
え
は
な
い
﹂
と
告
げ
る
。

わ
が
心
の
ど
け
さ
も
、
あ
ま
り
あ
や
し
き
ま
で
お
ぼ
し
知
ら
れ
て
。
い
か
が
思
へ
る
と
、
け
し
き
ゆ
か
し
く
て
、
い
と
忍
び
て
、

195
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く
り
返
し
な
ほ
返
し
て
も
思
ひ
出
で
よ
か
く
か
は
れ
と
は
契
ら
ざ
り
し
を

︱
中
略
︱　
﹁
⋮
⋮
な
ど
か
。
露
ば
か
り
お
ど
ろ
か
し
ほ
の
め
か
し
給
ひ
た
ら
ま
し
か
ば
、
さ
て
は
聞
き
過
ご
さ
ざ
ら
ま
し
。
忍
び
て
さ
そ
ひ
い

で
ま
し
﹂
と
、
わ
が
ひ
と
つ
心
に
も
て
は
な
れ
、
な
び
き
た
る
恨
め
し
さ
を
、
唐
国
の
一
夜
ば
か
り
の
契
り
の
ほ
ど
は
、
心
に
も
入
ら
ず
、
あ
ま

り
の
ど
け
き
は
、
わ
が
心
の
お
こ
た
り
を
ば
知
ら
ず
顔
に
て
、
ひ
と
へ
に
人
の
浅
き
に
取
り
な
し
て
、
恨
み
つ
づ
け
給
ふ
を
、
世
馴
れ
た
る
人
な

ら
ば
、
わ
が
お
こ
た
り
な
ら
ぬ
人
の
つ
ら
さ
を
も
、
す
こ
し
は
恨
み
返
し
つ
べ
き
ぞ
か
し
。 

︵
巻
三
・
二
三
六
、二
三
九
︶

し
か
し
、
中
納
言
は
娘
へ
告
げ
た
言
葉
以
上
の
事
柄
を
自
ら
の
頭
の
中
だ
け
で
処
理
し
て
い
る
。﹁
わ
が
心
の
ど
け
さ
﹂
と
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
、

自
分
の
中
だ
け
で
考
え
て
い
た
将
来
に
つ
い
て
の
︿
言
葉
﹀︵﹁
忍
び
て
か
な
ら
ず
見
む
﹂﹁
の
ど
か
に
あ
り
つ
き
な
む
の
ち
に
ぞ
﹂
云
々
︵
巻
三
・

二
三
六
︶︶
は
、
娘
に
と
っ
て
は
何
も
わ
か
ら
ず
、
娘
か
ら
す
れ
ば
﹁
わ
が
お
こ
た
り
な
ら
ぬ
﹂
と
主
張
し
た
く
な
る
中
納
言
の
態
度
で
あ
る
。

⑹
帝
に
唐
后
の
件
を
報
告
す
る

唐
に
て
唐
后
を
垣
間
見
た
と
き
、
彼
女
は
、
①
の
詩
句
を
誦
じ
て
い
た
。
帰
京
後
、
帝
に
中
国
の
女
性
、
特
に
唐
后
の
こ
と
を
報
告
す
る
中
納
言
の

︿
言
葉
﹀
は
②
で
あ
る
。

①
﹁
蘭
蕙
苑
の
嵐
の
﹂
と
若
や
か
な
る
声
合
は
せ
て
誦
じ
た
る
、
め
づ
ら
か
に
聞
こ
ゆ
。 

︵
巻
一
・
四
一
︶

②
﹁﹃
蓬
莱
洞
の
月
﹄
と
い
と
若
や
か
に
、
な
つ
か
し
き
声
を
合
は
せ
て
、
誦
じ
さ
ぶ
ら
ひ
し
こ
そ
、
そ
の
と
こ
ろ
の
こ
と
に
て
は
、
め
づ
ら
し
う
、

い
う
に
見
え
聞
こ
え
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
。﹂ 

︵
巻
三
・
二
六
六
︶

①
②
と
も
に
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
菊
、
菅
原
文
時
﹁
蘭
蕙
苑
の
嵐
の
紫
を
摧
く
後
、
蓬
莱
洞
の
月
の
霜
を
照
ら
す
中
﹂
の
一
節
に
な
る
が
、
具
体
的
な
引

用
箇
所
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
唐
后
垣
間
見
の
場
面
を
、
帝
の
御
前
で
言
葉
に
よ
っ
て
再
現
す
る
際
に
、
中
納
言
の
︿
言
葉
﹀
は
実
際
の
過
去
の
﹁
言

葉
﹂
を
踏
ま
え
て
い
な
い
の
で
あ
る

︶
12

︵
注

。

唐
后
の
夢
告

以
上
の
よ
う
に
、
中
納
言
の
︿
言
葉
﹀
と
は
か
く
も
不
信
で
あ
る
様
を
見
て
き
た
。
夢
告
の
﹁
言
葉
﹂
は
確
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
中
納
言
の

194
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バ
イ
ア
ス
を
通
る
と
、
な
に
や
ら
違
う
形
に
な
り
、
信
な
る
﹁
言
葉
﹂
が
信
に
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、﹃
浜
松
﹄
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
夢
告
の

真
実
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

ま
ど
ろ
み
入
り
給
へ
る
か
た
は
ら
に
、
河
陽
県
の
后
、
菊
見
給
ひ
し
夕
べ
の
さ
ま
に
て
、﹁
身
を
代
へ
て
も
一
つ
世
に
あ
ら
む
こ
と
祈
り
お
ぼ
す

心
に
ひ
か
れ
て
、
今
し
ば
し
あ
り
ぬ
べ
か
り
し
命
尽
き
て
、
天
に
し
ば
し
あ
り
つ
れ
ど
、
わ
れ
も
、
深
く
あ
は
れ
と
思
ひ
聞
こ
え
し
か
ば
、
か
う

お
ぼ
し
な
げ
く
め
る
人
の
御
腹
に
な
む
や
ど
り
ぬ
る
な
り
。
⋮
⋮
な
ほ
女
の
身
と
な
む
生
る
べ
き
﹂
と
の
た
ま
ふ
と
見
る
ま
ま
に
、
涙
に
お
ぼ
れ

て
覚
め
た
れ
ば
、
夢
な
り
け
り
と
思
ふ
に
、
あ
か
ず
か
な
し
う
て
、
う
つ
つ
に
も
せ
き
や
る
か
た
な
し
。 

︵
巻
五
・
三
九
八
︶

中
納
言
の
見
た
夢
に
登
場
す
る
唐
后
の
姿
は
、﹁
菊
見
給
ひ
し
夕
べ
の
さ
ま
﹂
と
い
う
中
納
言
の
既
知
情
報
に
基
づ
く
。
そ
し
て
唐
后
の
言
葉
は
﹁
か

う
お
ぼ
し
な
げ
く
め
る
人
の
御
腹
に
な
む
や
ど
り
ぬ
る
な
り
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
﹁
人
﹂
は
一
般
的
に
、
中
納
言
が
嘆
い
て
い
る
対
象
で

あ
る
吉
野
の
姫
君
を
指
し
、
唐
后
は
姫
君
の
腹
に
転
生
さ
れ
る
、
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
物
語
に
お
い
て
夢
告
は
絶
対
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
唐
后

は
吉
野
の
姫
君
腹
に
誕
生
し
て
く
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
を
中
納
言
は
ど
う
感
じ
る
の
か
、
あ
る
い
は
生
ま
れ
て
き
た
と
し
て
も
そ
こ
に

は
﹁
死
﹂
が
つ
き
ま
と
う
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
論
じ
ら
れ
て
い
る

︶
13

︵
注

。

し
か
し
、
こ
の
夢
告
で
重
要
な
の
は
、
わ
た
し
た
ち
読
者
が
理
解
し
て
い
る
こ
と
と
、
中
納
言
が
解
釈
し
て
い
る
内
容
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
の
中
納
言
の
︿
言
葉
﹀
は
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
夢
解
釈
は
も
っ
と
疑
問
視
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
唐
后
の
言
葉
は
漠
然
と
し
て
い
る
。﹁
お
ぼ
し
な
げ
く
め
る
人
﹂
と
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
中
納
言
が
嘆
い
て
い
る
対
象
の
女
性
を
指

す
の
か
、
そ
れ
と
も
嘆
い
て
い
る
女
性
を
指
す
の
か
。﹁
お
ぼ
す
﹂
の
主
語
が
、
中
納
言
な
の
か
、﹁
人
﹂
な
の
か
と
い
う
違
い
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

解
釈
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
や
ど
り
ぬ
る
﹂
の
﹁
ぬ
る
﹂
は
完
了
︵
す
で
に
宿
っ
た
︶
か
、
強
意
︵
今
に
も
宿
る
は
ず
︶
か
。﹁
な
ほ
女
の
身
と
な
む

生
る
べ
き
﹂
の
﹁
べ
き
﹂
の
実
現
可
能
性
は
何
％
程
度
な
の
か
。
嘆
い
て
い
る
女
性
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
大
君
も
大
弐
の
娘
も
挙
げ
ら
れ
る
。
大

弐
の
娘
に
つ
い
て
は
、
男
児
を
産
ん
だ
ば
か
り
な
の
で
こ
の
解
答
か
ら
は
外
れ
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
も
し
﹁
ぬ
る
﹂
が
強
意
で
あ
れ
ば
、
そ
し

て
い
つ
宿
る
の
か
に
よ
れ
ば
、
他
の
女
性
で
も
可
能
性
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
誰
し
も
、
今
中
納
言
が
吉
野
の
姫
君
の
こ
と
で
嘆
い
て
お
り
、
吉
野
の

姫
君
は
式
部
卿
宮
と
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
る
事
実
か
ら
し
て
、
吉
野
の
姫
君
腹
に
唐
后
が
転
生
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
を
絶
対
の
も
の
と
信

じ
て
疑
わ
な
い
。
だ
が
、
改
め
て
強
調
す
る
が
、
同
じ
こ
と
を
中
納
言
も
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
﹁
あ
ま
と
な
り
ぬ
﹂
と
訴
え
た
大
君
の
心

を
﹁
わ
れ
を
恋
ふ
ら
し
﹂
と
認
識
し
た
中
納
言
が
、
我
々
読
者
と
同
じ
よ
う
に
﹁
吉
野
の
姫
君
腹
に
唐
后
が
転
生
す
る
﹂
と
確
信
し
て
い
る
。
読
者
は
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今
一
度
、
こ
の
夢
告
の
解
釈
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
ま
で
の
夢
告
の
言
葉
そ
の
も
の
は
明
解
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、

こ
の
夢
告
の
言
葉
は
非
常
に
漠
然
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
中
納
言
の
今
回
解
釈
し
た
解
答
が
、
唯
一
の
答
え
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

夢
告
は
我
々
に
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
漠
然
と
し
た
言
葉
が
人
を
縛
る
例
と
し
て
、
聖
の
言
葉
が
あ
る
。
吉
野
の
姫
君
が
二
十
歳
を
超
え
る
ま
で
男
女
関
係
を
持
っ
て
は
い
け

な
い
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、
い
つ
受
け
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
中
納
言
が
二
十
四
～
二
十
六
歳
を
乗
り
切
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
い

う
言
葉
も
あ
る
。﹁
あ
ま
に
な
り
ぬ
﹂
と
言
っ
た
類
い
の
明
解
な
言
葉
に
比
べ
て
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
﹁
な
ぜ
？
﹂
と
疑
問
を
感
じ
る
は
ず
の
預
言

を
、
疑
い
も
せ
ず
に
鵜
呑
み
に
す
る
登
場
人
物
た
ち
が
い
る
。
我
々
読
者
も
同
じ
で
あ
る
。
漠
然
と
し
た
言
葉
が
、
な
ぜ
か
唯
一
絶
対
と
思
え
る
魔
法

の
言
葉
と
し
て
人
を
縛
る
。
一
方
で
明
解
な
言
葉
な
の
に
伝
わ
ら
な
い
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
︿
言
葉
﹀
の
不
安
定
で
漂
流
す
る
世
界
構
築
が
、
中

納
言
の
物
語
の
世
界
観
で
あ
る

︶
14

︵
注

。

偽
過
去
の
創
出

か
く
︿
言
葉
﹀
に
不
安
定
な
人
物
、
中
納
言
に
よ
っ
て
、
そ
の
︿
言
葉
﹀
を
用
い
て
世
界
が
︿
偽
﹀
に
変
貌
さ
せ
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。

式
部
卿
の
宮
に
も
聞
こ
え
し
こ
と
を
、
今
は
ま
た
、
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
う
ち
う
ち
と
て
も
、
こ
と
を
変
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
宮
に

も
聞
こ
え
給
ひ
し
同
じ
さ
ま
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
宮
の
御
こ
こ
ろ
ざ
し
か
ぎ
り
な
き
な
が
ら
も
、
い
つ
と
な
く
も
ま
が
ふ
か
た
は
多
く
も
の
し
給

ひ
し
か
ば
、
げ
に
さ
も
あ
り
け
む
か
し
。
あ
や
し
う
今
ま
で
知
ら
せ
給
は
ざ
り
け
る
か
な
と
、
疑
ひ
な
く
お
ぼ
し
て
、
⋮
⋮ 

︵
巻
五
・
四
二
六
︶

吉
野
の
姫
君
と
関
係
を
持
っ
た
際
に
、
女
性
に
経
験
が
な
い
こ
と
を
知
っ
た
式
部
卿
宮
は
、
中
納
言
と
姫
君
と
の
関
係
を
い
ぶ
か
る
。
そ
れ
を
察
し
た

中
納
言
は
、
ご
ま
か
す
べ
く
、
母
親
違
い
の
妹
で
あ
る
と
い
う
嘘
を
つ
い
て
し
ま
う
。
そ
の
嘘
は
真
実
と
な
っ
て
、
世
間
で
噂
に
な
っ
て
し
ま
う
。
母

も
気
に
な
っ
て
い
る
様
子
で
あ
り
、
今
さ
ら
母
に
そ
の
噂
に
つ
い
て
何
も
説
明
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
た
め
に
、
か
と
い
っ
て
式
部
卿
宮
に
言
っ
た
嘘

と
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
避
け
る
た
め
に
、
母
に
同
じ
説
明
を
す
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
母
の
反
応
は
、﹁
げ
に
さ
も
あ
り
け
む
﹂
と
了
解
し
、﹁
疑

ひ
な
く
﹂
信
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
は
ど
う
な
る
か
。
故
式
部
卿
宮
が
亡
く
な
っ
て
、
は
や
十
年
以
上
が
経
過
し
た
今
に
な
っ
て
、
す
で
に
亡
き
故
式
部
卿
宮
の

﹁
過
去
﹂
が
塗
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
新
し
い
世
界
が
﹁
い
つ
わ
り
﹂
で
あ
る
こ
と
を
、
中
納
言
は
わ
か
っ
て
い
る
。
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若
君
の
御
こ
と
を
、
忍
び
て
、
い
と
后
の
御
腹
と
こ
そ
あ
ら
は
か
い
給
は
ね
ど
、﹁
か
の
国
に
あ
り
し
ほ
ど
、
思
ひ
寄
る
ま
じ
き
あ
た
り
に
、
か

か
る
人
の
出
で
来
た
り
し
を
、
見
捨
て
む
も
い
と
あ
は
れ
に
て
、
母
な
り
し
人
は
ひ
き
は
な
ち
に
く
う
ぞ
思
ひ
た
り
し
か
ど
も
、
こ
こ
ま
で
率
て

来
た
る
を
、
生
ひ
立
ち
の
行
く
末
、
お
の
づ
か
ら
隠
れ
な
か
る
べ
き
こ
と
な
れ
ど
、
ほ
か
の
世
に
生
れ
た
る
と
は
、
し
ば
し
人
に
知
ら
せ
じ
と
思

ふ
に
、
あ
ら
あ
ら
し
き
男
の
中
に
の
み
あ
ら
せ
て
、
こ
の
こ
と
し
ば
し
の
隠
ろ
へ
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
こ
こ
に
て
こ
れ
あ
づ
け
た
て
ま
つ
り

て
む
と
て
、
迎
へ
聞
こ
え
て
し
な
り
﹂
と
の
た
ま
は
せ
て
、
⋮
⋮ 

︵
巻
一
・
一
三
六
︶

﹁
思
ひ
放
つ
ま
じ
き
人
、
率
て
渡
し
た
て
ま
つ
り
給
ふ
を
、
見
入
れ
た
て
ま
つ
る
べ
き
や
う
に
御
消
息
に
は
べ
る
は
、
い
づ
こ
に
﹂
と
問
ひ
給
ふ
、

あ
り
の
ま
ま
に
知
ら
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、﹁
か
の
御
身
に
も
離
れ
ざ
り
け
る
人
の
持
給
へ
り
し
稚
児
の
、
い
と
ら
う
た
く
は
べ
り
し
か
ば
、

か
の
世
界
に
も
、
こ
と
に
頼
も
し
き
よ
す
が
な
ど
も
な
き
や
う
に
見
え
給
へ
り
し
か
ば
、
か
の
宮
の
う
ち
に
も
御
覧
じ
な
れ
な
ど
し
て
、
さ
申
さ

せ
給
ひ
け
る
に
や
。
さ
る
べ
か
ら
む
折
に
、
率
て
参
ら
む
﹂
な
ど
聞
こ
え
給
ふ
。 

︵
巻
三
・
二
一
六
︶

右
の
文
章
は
乳
母
に
対
し
て
、
左
は
吉
野
の
尼
君
へ
、
中
納
言
が
、
唐
后
と
の
間
の
若
君
に
つ
い
て
釈
明
す
る
場
面
で
あ
る
。
真
実
を
述
べ
ら
れ
な
い

と
い
う
事
情
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
納
言
は
漠
然
と
し
た
︿
嘘
﹀
を
つ
き
続
け
る
。
乳
母
も
吉
野
の
尼
君
も
、
そ
の
︿
言
葉
﹀
を
信
じ
抜
い
て
生
き
て

い
く
。
一
人
中
納
言
は
、︿
偽
﹀
の
発
言
を
自
分
の
︿
言
葉
﹀
と
し
て
持
ち
、
生
き
て
い
く
の
で
あ
る
。
吉
野
の
尼
君
は
言
葉
を
信
じ
抜
い
て
往
生
を

遂
げ
た
け
れ
ど
も
、
中
納
言
は
、
自
ら
の
︿
言
葉
﹀
が
漂
流
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
自
ら
の
︿
偽
﹀

な
る
︿
言
葉
﹀
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
の
︿
過
去
﹀
で
あ
っ
た
父
親
の
過
去
す
ら
変
貌
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

茫
漠
と
し
た
時
間

中
納
言
の
ド
ラ
マ
は
、
父
の
死
と
い
う
過
去
に
始
ま
り
、
父
の
過
去
を
塗
り
替
え
て
し
ま
う
と
い
う
現
在
を
迎
え
る
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
上
野
の
宮
の

ド
ラ
マ
に
始
ま
り
、
ひ
た
す
ら
生
き
抜
い
た
吉
野
の
尼
君
ら
の
、
六
十
年
に
わ
た
る
長
き
ド
ラ
マ
に
比
べ
て
、
中
納
言
の
ド
ラ
マ
は
、
父
の
死
の
あ
と

に
転
生
に
よ
る
再
会
を
経
て
、
別
人
の
父
親
像
に
直
面
し
、
最
終
的
に
父
の
過
去
そ
の
も
の
を
変
貌
さ
せ
て
し
ま
う
、
希
薄
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

肝
心
の
父
は
、
中
国
で
第
三
皇
子
と
し
て
生
き
直
し
て
お
り
、
唐
后
の
息
子
と
し
て
立
派
に
孝
行
し
、
最
終
的
に
帝
に
な
っ
て
い
く
。
都
に
い
る
﹁
式

部
卿
宮
﹂
は
次
期
東
宮
、
や
が
て
帝
に
な
る
人
物
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
藤
原
氏
で
あ
る
中
納
言
の
義
父
は
、
大
将
と
し
て
安
定
し
て
い
る
と
言
え
、
大

弐
ら
は
、
筑
紫
と
都
の
架
け
橋
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
一
人
﹁
源
氏
﹂
で
あ
る
中
納
言
だ
け
が
、
茫
漠
と
し
た
時
間
を
生
き
て
い
る
。
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中
納
言
は
自
分
の
周
囲
と
い
う
狭
い
︿
言
語
﹀
空
間
の
中
で
し
か
生
き
て
い
な
い
。
周
囲
は
中
納
言
の
周
り
を
ま
わ
り
、
中
納
言
を
﹁
光
り
輝
く
﹂﹁
源

氏
﹂
と
い
う
昔
物
語
風
の
価
値
付
け
を
与
え
て
お
り
、
確
固
た
る
存
在
と
し
て
決
め
つ
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
肝
心
の
中
納
言
だ
け
が
一
人
ふ
わ

ふ
わ
と
漂
う
し
か
な
い
。
物
語
文
学
史
に
描
か
れ
続
け
て
き
た
﹁
源
氏
﹂
な
る
存
在
へ
の
不
審
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。

三
島
由
紀
夫
は
、﹁
夢
と
人
生
﹂
の
中
で
、﹃
浜
松
﹄
の
読
後
感
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
﹃
テ
ン
ペ
ス
ト
﹄
の
一
節
を
思
わ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
。

W
e are such stuff as dream

s are m
ade on, and our little life is rounded w

ith a sleep.

│
第
四
幕
第
一
場

物
語
全
体
に
夢
が
多
く
描
か
れ
、
転
生
が
実
現
す
る
な
ど
、
夢
を
含
め
た
非
現
実
的
な
事
柄
が
現
実
に
先
行
す
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
感
想
の
根
拠
で

あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
、︿
大
過
去
﹀
を
持
つ
尼
君
の
壮
大
な
時
間
が
、
回
想
に
よ
っ
て
夢
幻
的
に
創
出
さ
れ
て
い
く
一
方
で
、
尼
君
の
よ
う
な
壮

大
な
︿
過
去
﹀
を
持
た
な
い
中
納
言
の
人
生
が
、
た
だ
た
だ
茫
漠
と
し
た
も
の
に
映
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
物
語
時
間
や
物
語
世
界
の
構
築
方
法
は

様
々
で
あ
る
け
れ
ど
も
、﹃
浜
松
﹄
の
場
合
は
、
父
な
る
︿
過
去
﹀
を
喪
失
し
、
現
実
︵
言
葉
︶
が
希
薄
な
男
を
、
昔
物
語
と
同
じ
﹁
源
氏
﹂
と
す
る

中
納
言
の
ド
ラ
マ
を
描
く
こ
と
で
、
世
界
を
茫
漠
と
す
る
視
点
を
案
出
す
る
と
同
時
に
、
一
方
で
尼
君
の
回
想
さ
れ
る
壮
大
な
時
間
の
ド
ラ
マ
を
描
く

こ
と
で
、
物
語
全
体
を
夢
幻
的
に
す
る
方
法
を
創
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
遺
言
︵
言
葉
︶
が
未
来
を
縛
る
呪
力
を
持
つ
昔
物
語
の
世
界
構
築
方
法
は
尼
君
の
ド
ラ
マ
に
、﹁
宇
治
十
帖
﹂
以
降
底
流
し
て
い
る
自

己
存
在
の
追
求
を
中
納
言
の
ド
ラ
マ
に
二
分
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
現
実
と
非
現
実
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
幻
想
を
描
く
こ
と
は
、
前
時
代
を
受
け
つ
つ

次
代
へ
と
つ
な
が
る
世
界
構
築
の
表
現
方
法
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、﹃
浜
松
﹄
は
物
語
文
学
史
上
の
ま
さ
に
転
換
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。

︻
注
︼

注
1 

伊
藤
守
幸
﹁﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
﹃
豊
饒
の
海
﹄︱
輪
廻
転
生
思
想
と
文
学
︱
﹂︵﹃
文
芸
研
究
﹄
93
、
一
九
八
〇
年
一
月
︶、
同
﹁﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
反
中
心

性
﹂︵﹃
文
芸
研
究
﹄
97
、
一
九
八
一
年
︶、
神
田
龍
身
﹁﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
幻
視
行
︱
憧
憬
の
ゆ
く
え
︱
﹂︵﹃
文
芸
と
批
評
﹄
5
│

5
、
一
九
八
〇
年
︶、
牧
野
優
樹

﹁﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
春
の
夜
の
夢
﹂︵﹃
学
芸
古
典
文
学
﹄
第
八
号
、
二
〇
一
五
年
︶

注
2 

助
川
幸
逸
郎
﹁﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
物
語
の
彼
岸
︱
︱
反
物
語
空
間
と
し
て
の
唐
土
／
吉
野
︱
︱
﹂︵﹃
狭
衣
物
語　

空
間
／
移
動
﹄
二
〇
一
一
年
︶

注
3 

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
で
は
上
野
の
宮
、﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
八
の
宮
が
、﹁
古
宮
﹂
と
呼
ば
れ
る
人
物
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
都
か
ら
外
れ
る
場
所
に
居
を
構
え
る
。

注
4 

﹁
や
が
て
絶
え
給
ふ
と
見
る
ほ
ど
に
、
言
ひ
知
ら
ず
か
う
ば
し
き
香
こ
の
ほ
ど
に
匂
ひ
て
、
む
ら
さ
き
の
雲
、
こ
の
峰
の
ほ
ど
に
立
ち
め
ぐ
り
た
り
﹂︵
巻
四
・
二
九
六
︶

注
5 

︵
注
1
︶
神
田
論
文
。

注
6 

﹁
大
将
の
、﹁
わ
れ
を
う
け
給
は
ぬ
﹂
と
言
ひ
恨
み
給
ひ
し
﹂︵
巻
三
・
二
五
九
︶
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注
7 

︵
注
2
︶
助
川
論
文
。

注
8 

鈴
木
泰
恵
﹁﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
と
﹁
ゆ
か
り
・
形
代
﹂︱﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
中
の
君
﹂
を
め
ぐ
る
こ
と
ば
か
ら
︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語　

煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
﹄︶
で
は
、

中
納
言
が
夢
で
は
信
じ
ら
れ
な
く
、
言
葉
を
信
じ
る
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
言
葉
も
信
じ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。

注
9 

鈴
木
泰
恵
﹁﹃
夜
の
寝
覚
﹄
の
夢
と
予
言
︱
平
安
後
期
物
語
に
お
け
る
夢
信
仰
の
揺
ら
ぎ
か
ら
﹂︵﹃
明
治
学
院
大
学
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要　

カ
ル
チ
ュ
ー
ル
﹄

2
︱

3
、
二
〇
〇
八
年
三
月
︶。
夢
は
﹁
解
釈
す
る
も
の
﹂
に
な
っ
て
い
て
﹁
夢
信
仰
が
揺
ら
い
で
い
る
﹂
と
あ
る
が
、﹁
夢
﹂
そ
の
も
の
は
﹃
浜
松
﹄
内
で
は
確
か
な
現

実
と
な
っ
て
い
る
。

注
10 

﹁
思
ひ
寄
ら
ぬ
﹂
中
納
言
に
対
し
て
、﹃
豊
饒
の
海
﹄
の
本
多
繁
邦
は
、
黒
子
や
滝
、
死
日
等
の
条
件
か
ら
﹁
思
ひ
寄
る
﹂
男
で
あ
る
点
で
、
両
者
の
世
界
構
築
は
異
な

る
。

注
11 

式
部
卿
宮
に
よ
る
吉
野
の
姫
君
誘
拐
に
つ
い
て
も
同
様
の
反
応
で
あ
る
。
中
納
言
は
、
想
定
し
得
る
人
物
は
式
部
卿
宮
し
か
い
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
そ
れ
を
追
究
す

る
こ
と
は
な
く
、
他
者
か
ら
の
情
報
で
別
人
の
名
が
挙
が
る
と
素
直
に
そ
う
捉
え
、
式
部
卿
宮
に
つ
い
て
は
宮
中
に
籠
も
っ
て
い
る
か
ら
無
理
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け

て
い
た
。

注
12 

二
〇
一
七
年
八
月
物
語
研
究
会
夏
の
大
会
に
て
発
表
し
た
際
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

注
13 

︵
注
1
︶
神
田
論
文
で
は
、
中
納
言
は
今
や
会
え
な
い
唐
后
こ
そ
観
念
的
に
欲
望
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
転
生
さ
れ
る
存
在
を
も
は
や
期
待
し
な
い
と
す
る
。
星
山
健
﹁﹃
浜

松
中
納
言
物
語
﹄、
唐
后
転
生
を
待
つ
も
の
﹂︵﹃
中
古
文
学
﹄
二
〇
一
三
年
五
月
︶
は
、
長
恨
歌
や
聖
の
預
言
を
踏
ま
え
、
唐
后
が
転
生
す
る
と
き
姫
君
の
死
が
予
感
さ

れ
る
こ
と
、
転
生
後
に
は
中
納
言
の
死
が
想
像
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
鈴
木
泰
恵
﹁﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
境
域
と
夢
﹂︵﹃
狭
衣
物
語
／
批
評
﹄
二
〇
〇
七
年
︶

は
、
転
生
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
可
能
性
を
残
し
て
い
る
点
で
、﹃
豊
饒
の
海
﹄
と
は
異
な
り
空
虚
を
描
い
て
は
い
な
い
と
す
る
。

注
14 

不
安
定
な
言
葉
を
信
じ
る
の
は
尼
君
も
同
じ
だ
が
、
こ
ち
ら
は
信
じ
抜
い
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
透
明
を
明
瞭
な
︿
真
実
﹀
へ
と
変
貌
さ
せ
て
い
く
力
を
持
つ
。

こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
無
が
尼
君
・
中
納
言
の
差
で
あ
る
。

※
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
度
高
等
科
二
年
生
必
修
古
文
の
授
業
内
容
を
基
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
七
年
八
月
、
物
語
研
究
会
・
夏
の
大
会
で
発
表
し
た
も
の
に
追
加
し

て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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『
浜
松
中
納
言
物
語
』
年
表
︵
全
︶

0 

上
野
の
宮
︵
0
︶
誕
生

1 

吉
野
の
聖
︵
0
︶
誕
生︵※

最
終
の
年
齢
か
ら
逆
算
︶

234567 

唐
后
の
父
大
臣
︵
0
︶

8 

上
野
の
宮
︵
8
︶

91011121314151617 

上
野
の
宮
︵
17
︶、
筑
紫
へ
左
遷

 

吉
野
の
尼
君
︵
0
︶
誕
生

 

︵
※
上
野
の
宮
17
歳
時
誕
生
と
し
て
計
算
︶

 

吉
野
の
聖
︵
16
︶

181920 

式
部
卿
の
宮
︵
0
︶
誕
生

 

︵
※
中
納
言
誕
生
時
17
歳
と
し
て
逆
算
︶

212223242526 

大
弐
︵
0
︶
誕
生

 

︵
※
大
弐
の
娘
誕
生
時
17
歳
と
し
て
逆
算
︶

 

衛
門
の
督
︵
0
︶
誕
生

27

282930 

※
こ
の
間
の
ど
こ
か
で
上
野
の
宮
没

31323334 

吉
野
の
尼
君
︵
17
︶、
唐
后
︵
0
︶
出
産
、

 

父
大
臣
︵
26
︶

 

吉
野
の
聖
︵
33
︶

353637 

中
納
言
︵
0
︶
誕
生

 

式
部
卿
の
宮
︵
17
︶

3839 

唐
后
︵
5
︶
渡
唐

 

吉
野
の
尼
君
︵
22
︶

 

吉
野
の
聖
︵
38
︶

40414243 

大
弐
の
娘
︵
0
︶
誕
生
、
大
弐
︵
17
︶

44 

唐
后
︵
10
︶

吉
野
の
尼
君
︵
27
︶、
帥
の
宮
︵
42
前
後
︶
と

再
婚
し
、
吉
野
の
姫
君
︵
0
︶
を
出
産
し
て
出
家

 
吉
野
の
聖
︵
43
︶

 

中
納
言
︵
7
︶、
式
部
卿
の
宮
︵
24
︶

454647 

※
こ
の
頃
、
父
式
部
卿
の
宮
没

48 

唐
后
︵
14
︶
入
内

 

中
納
言
︵
11
︶

49 

吉
野
の
姫
君
︵
5
︶

 

吉
野
の
尼
君
︵
32
︶

 

※
こ
の
頃
、
吉
野
の
聖
、
渡
唐
↓
帰
国

50 

唐
后
︵
16
︶
出
産

 

第
三
皇
子
︵
0
︶

 

中
納
言
︵
13
︶

515253 

※
こ
の
頃
、
中
納
言
の
母
、
再
婚
か

545556 

中
納
言
︵
19
︶、
大
君
と
契
る

57 

唐
后
︵
23
︶、
父
大
臣
︵
50
余
︶

 

第
三
皇
子
︵
7
︶

 

中
納
言
︵
20
︶、
渡
唐

 

吉
野
の
尼
君
︵
40
︶、
吉
野
の
聖
︵
56
︶、

 

吉
野
の
姫
君
︵
13
︶

 

児
姫
君
︵
0
︶
誕
生

585960 

唐
后
︵
26
︶、
第
三
皇
子
︵
10
︶

 

中
納
言
︵
23
︶
帰
京

 

大
弐
の
娘
︵
17
︶、
大
弐
︵
34
︶

 

児
姫
君
︵
3
︶

61 

吉
野
の
姫
君
︵
17
︶

 

中
納
言
︵
24
︶

 

吉
野
の
尼
君
︵
44
︶
往
生
、

 

吉
野
の
聖
︵
60
︶

 

衛
門
の
督
︵
35
︶

62 

唐
后
︵
28
︶、
崩
御

 

三
の
皇
子
︵
12
︶
即
位

 

中
納
言
︵
25
︶、
吉
野
の
姫
君
︵
18
︶

︵
注
︶ 

初
め
て
の
子
が
生
ま
れ
る
年
齢
を
一
七
歳
と
仮

設
定
。
中
納
言
の
二
四
～
二
六
歳
の
問
題
は
、

ひ
と
ま
ず
帰
京
時
に
二
三
歳
に
設
定
。
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『浜松中納言物語』巻 1～巻 5
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