
藤
裏
葉
巻
「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の

た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」

上

野

辰

義

〔
抄

録
〕

源
氏
物
語
藤
裏
葉
巻
は
、
第
一
部
の
掉
尾
を
飾
る
巻
と
し
て
、
諸
案
件
の

解
決
が
語
ら
れ
、
物
語
に
大
団
円
を
も
た
ら
す
が
、
同
時
に
若
菜
上
巻
以
後

の
光
源
氏
晩
年
の
物
語
を
準
備
す
る
巻
と
し
て
の
位
相
を
も
あ
わ
せ
持
つ
。

そ
れ
を
、
こ
の
巻
で
吐
露
さ
れ
る
物
語
の
主
人
公
光
源
氏
の
人
生
認
識
の
中

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
解
明
の
糸
口
と
し
て
、
従
来
十
分
に
解
釈

さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
、
賀
茂
祭
の
日
に
お
け
る
光
源
氏
の
発
言
を
主

に
と
り
あ
げ
て
、
彼
の
「
心
お
ご
り
」
が
も
つ
問
題
を
考
え
る
。
そ
れ
は
、

光
源
氏
一
族
の
今
後
の
安
泰
と
繁
栄
を
左
右
す
る
、
抑
え
よ
う
と
し
て
抑
え

る
こ
と
の
困
難
な
、
獅
子
身
中
の
虫
で
あ
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

源
氏
物
語

藤
裏
葉
巻

光
源
氏

心
お
ご
り

出
家
道
心

一
、
藤
裏
葉
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
人
生
認
識

源
氏
物
語
藤
裏
葉
巻
は
、
少
女
巻
以
来
懸
案
だ
っ
た
、
光
源
氏
の
息
夕
霧
の
雲

居
雁
と
の
結
婚
、
光
源
氏
の
息
女
明
石
姫
の
東
宮
入
内
、
姫
の
義
母
紫
上
と
実
母

明
石
御
方
の
対
面
融
和
、
光
源
氏
の
准
太
上
天
皇
待
遇
獲
得
と
、
夕
霧
の
中
納
言

昇
進
、
六
条
院
へ
の
冷
泉
帝
・
朱
雀
上
皇
の
同
行
み
ゆ
き
、
と
い
う
よ
う
に
、
光

源
氏
一
族
の
栄
華
と
繁
栄
が
語
ら
れ
、
桐
壺
巻
に
お
け
る
高
麗
人
の
相
人
の
予
言

の
最
終
的
な
実
現
と
貴
種
流
離
譚
に
枠
ど
ら
れ
た
源
氏
物
語
第
一
部
の
掉
尾
を
大

団
円
で
飾
る
巻
と
し
て
、
ま
こ
と
に
相
応
し
い
内
容
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
そ

う
し
た
状
況
に
お
い
て
光
源
氏
が
、

①
大
臣
（
光
源
氏
）
も
、
長
か
ら
ず
の
み
お
ぼ
さ
る
る
御
世
の
こ
な
た
に
と
お

ぼ
し
つ
る
（
明
石
姫
の
）
御
参
り
、
か
ひ
あ
る
さ
ま
に
見
た
て
ま
つ
り
な
し

給
て
、
心
か
ら
な
れ
ど
、
世
に
浮
き
た
る
や
う
に
て
見
苦
し
か
り
つ
る
宰
相

の
君
（
夕
霧
）
も
、
思
ひ
な
く
め
や
す
き
さ
ま
に
静
ま
り
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
御
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心
落
ち
ゐ
は
て
給
ひ
て
、
今
は
本
意
も
遂
げ
な
ん
、
と
お
ぼ
し
な
る
。
対
の

上
（
紫
上
）
の
御
有
様
の
見
捨
て
が
た
き
に
も
、（
秋
好
）
中
宮
お
は
し
ま

せ
ば
、
愚
か
な
ら
ぬ
御
心
寄
せ
也
。
此
御
方
（
明
石
姫
）
に
も
、
世
に
知
ら

れ
た
る
親
ざ
ま
に
は
、
ま
づ
思
ひ
き
こ
え
給
ふ
べ
け
れ
ば
、
さ
り
と
も
と
お

ぼ
し
ゆ
づ
り
け
り
。
夏
の
御
方
（
花
散
里
）
の
、
時
に
は
な
や
ぎ
給
ふ
ま
じ

き
も
、
宰
相
の
物
し
給
へ
ば
、
と
み
な
と
り
ど
り
に
う
し
ろ
め
た
か
ら
ず
お

ぼ
し
な
り
行
く１

）

。

（
一
〇
一
二
）

と
、
子
ど
も
た
ち
や
妻
た
ち
の
将
来
に
不
安
が
な
く
な
っ
た
と
見
て
、
年
来
の
出

家
の
願
い
を
実
現
し
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
も
自
然
の
成
り
行
き
と
い
え

る
。
こ
の
こ
と
は
、
語
り
手
の
推
量
も
入
ら
な
い
光
源
氏
の
心
中
と
し
て
、
信
用

で
き
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
藤
裏
葉
巻
に
は
、
他
に
も
、
こ
の
時
期
の
光
源
氏
の
人
生
認
識
を
示

す
と
見
ら
れ
る
詞
が
、
二
例
見
ら
れ
る
。
夕
霧
と
紫
上
に
対
す
る
発
話
の
中
に
あ

る
。
夕
霧
に
対
す
る
も
の
は
、
雲
居
雁
と
結
婚
し
た
翌
朝
の
夕
霧
を
前
に
し
た
も

の
で
、

②
今
朝
は
い
か
に
。
文
な
ど
も
の
し
つ
や
。
さ
か
し
き
人
も
、
女
の
筋
に
は
乱

る
る
例
あ
る
を
、
人
わ
ろ
く
か
か
づ
ら
ひ
、
心
い
ら
れ
せ
で
過
ぐ
さ
れ
た
る

な
ん
、
少
し
人
に
抜
け
た
り
け
る
御
心
と
お
ぼ
え
け
る
。
大
臣
（
内
大
臣
）

の
御
掟
て
の
あ
ま
り
す
く
み
て
、
な
ご
り
な
く
く
づ
ほ
れ
給
ひ
ぬ
る
を
、
世

人
も
言
ひ
出
る
事
あ
ら
む
や
。
さ
り
と
て
も
、
我
が
か
た
た
け
う
思
ひ
顔
に
、

心
お
ご
り
し
て
、
す
き
ず
き
し
き
心
ば
へ
な
ど
漏
ら
し
給
ふ
な
。
さ
こ
そ
お

い
ら
か
に
大
き
な
る
心
掟
て
と
見
ゆ
れ
ど
、
下
の
心
ば
へ
を
を
し
か
ら
ず
癖

あ
り
て
、
人
見
え
に
く
き
と
こ
ろ
つ
き
給
へ
る
人
な
り
。

（
一
〇
〇
五
）

と
、
夕
霧
が
内
大
臣
に
よ
っ
て
雲
居
雁
と
引
き
離
さ
れ
て
も
冷
静
に
対
処
し
て
本

意
を
遂
げ
た
の
を
褒
め
、
折
れ
て
出
た
内
大
臣
に
得
意
顔
に
、
心
お
ご
り
し
て
、

浮
気
の
気
配
な
ど
見
せ
る
な
、
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
巻
梅
枝
で
、
い
ま

だ
独
り
身
で
い
る
夕
霧
を
前
に
行
っ
た
光
源
氏
の
訓
戒
と
呼
応
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
光
源
氏
は
、
自
分
を
律
し
て
、
つ
ま
ら
ぬ
結
婚
を
せ
ず
、
身
を
も
ち
く
ず
す

な
、
思
い
ど
お
り
の
結
婚
は
困
難
な
も
の
だ
が
、
か
と
い
っ
て
好
き
心
を
つ
か
う

な
、
若
い
時
期
に
気
を
許
し
て
気
ま
ま
な
行
動
を
す
る
な
、
得
意
に
な
っ
て
心
奢

り
し
て
、
女
の
こ
と
で
失
敗
す
る
な
（「
心
お
の
づ
か
ら
お
ご
り
ぬ
れ
ば
、
思
ひ

し
づ
む
べ
き
く
さ
は
ひ
な
き
時
、
女
の
こ
と
に
て
な
む
、
か
し
こ
き
人
、
昔
も
乱

る
る
例
あ
り
け
る
」

九
九
〇

）、
身
を
落
ち
着
け
て
女
の
恨
み
を
買
わ
ず
、
女

へ
の
不
満
を
こ
ら
え
よ
、
と
い
う
。
要
は
、
好
き
心
を
使
わ
ず
、
心
驕
り
せ
ず
、

身
を
落
ち
着
け
て
女
の
欠
点
も
大
目
に
見
よ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
さ

ら
に
、
光
源
氏
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
彼
の
父
の
桐
壺
帝
か
ら
、
六
条
御
息
所
に

関
し
て
葵
巻
で
受
け
た
訓
戒
、「
心
の
す
さ
び
に
ま
か
せ
て
、
か
く
す
き
わ
ざ
す

る
は
、
い
と
世
の
も
ど
き
負
ひ
ぬ
べ
き
こ
と
也
。
…
。
人
の
た
め
恥
ぢ
が
ま
し
き

事
な
く
、
い
づ
れ
を
も
な
だ
ら
か
に
も
て
な
し
て
、
女
の
恨
み
な
負
ひ
そ
」（
二

八
四
）、
ま
た
、
葵
上
に
関
し
て
紅
葉
賀
巻
で
思
惟
さ
れ
た
父
院
の
推
量
「
さ
る

は
、
す
き
ず
き
し
う
う
ち
乱
れ
て
、
こ
の
見
ゆ
る
女
房
に
ま
れ
、
又
こ
な
た
か
な

た
の
人
々
な
ど
、
な
べ
て
な
ら
ず
な
ど
も
見
え
聞
こ
え
ざ
め
る
を
、
い
か
な
る
も

の
の
隈
に
隠
れ
あ
り
き
て
、
か
く
人
に
も
恨
み
ら
る
ら
む
」（
二
五
三
）
の
要
点
、

好
き
わ
ざ
を
せ
ず
、
女
の
恨
み
を
買
う
な
と
い
う
内
容
と
、
つ
な
が
る
も
の
な
の

だ
が
、
違
う
の
は
、
光
源
氏
か
ら
夕
霧
に
な
さ
れ
る
訓
戒
に
は
い
ず
れ
も
、「
心

お
ご
り
」「
心
お
の
づ
か
ら
お
ご
」
る
と
い
う
こ
と
を
戒
め
て
い
る
点
で
あ
る
。

二

藤
裏
葉
巻
「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」

（
上
野
辰
義
）



こ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
光
源
氏
の
認
識
と
し
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
も
う
一
例
は
、
暁
に
紫
上
が
み
あ
れ
に
詣
で
た
後
、
賀
茂
祭
の
桟
敷
で
、

紫
上
に
語
っ
た
詞
で
あ
る
。

③
大
臣
（
光
源
氏
）
は
、
中
宮
の
御
母
御
息
所
の
車
お
し
さ
げ
ら
れ
た
ま
へ
り

し
を
り
の
こ
と
、
お
ぼ
し
い
で
て
、「
時
に
寄
る
心
お
ご
り
し
て
、
さ
や
う

な
る
こ
と
な
ん
、
な
さ
け
な
き
事
な
り
け
る
。
こ
よ
な
く
思
ひ
消
ち
た
り
し

人
（
葵
上
）
も
、
嘆
き
負
ふ
や
う
に
て
亡
く
な
り
に
き
」
と
、
そ
の
ほ
ど
は

の
給
ひ
消
ち
て
、「
残
り
と
ま
れ
る
人
の
、
中
将
は
か
く
た
だ
人
に
て
、
わ

づ
か
に
な
り
の
ぼ
る
め
り
。
宮
は
な
ら
び
な
き
筋
に
て
お
は
す
る
も
、
思
へ

ば
い
と
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
す
べ
て
い
と
さ
だ
め
な
き
世
な
れ
ば
こ
そ
、
な

に
事
も
思
ふ
ま
ま
に
て
、
生
け
る
限
り
の
世
を
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
残

り
た
ま
は
む
末
の
世
な
ど
の
、
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
、
思
ひ
は

ば
か
ら
る
れ
ば
」
と
う
ち
語
ら
ひ
給
ひ
て
、
上
達
部
な
ど
も
御
桟
敷
に
参
り

つ
ど
ひ
給
へ
れ
ば
、
そ
な
た
に
い
で
給
ぬ
。

（
一
〇
〇
八
）

光
源
氏
は
賀
茂
の
祭
の
こ
の
日
、
か
つ
て
の
葵
上
と
六
条
御
息
所
の
間
に
起
こ
っ

た
御
禊
の
日
の
車
争
い
を
思
い
出
し
、「
こ
よ
な
く
思
ひ
消
ち
た
」
葵
上
の
子
の

夕
霧
が
、
臣
下
で
宰
相
の
中
将
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
こ
よ
な
く

思
ひ
消
」
た
れ
た
六
条
御
息
所
の
娘
の
秋
好
む
が
、
中
宮
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
無
常
の
世
を
思
い
の
ま
ま
に
生
き
て
い
る
間
す
ご
し
た
い
け
れ
ど
、
紫
上
が

残
る
で
あ
ろ
う
私
の
死
後
、
こ
の
上
な
い
零
落
な
ど
ま
で
、
避
け
る
べ
く
心
配
さ

れ
る
の
で
」
と
い
う
。
こ
こ
で
も
葵
上
の
そ
の
当
時
の
「
心
お
ご
り
」
が
二
人
の

女
性
の
子
ど
も
た
ち
の
現
在
の
地
位
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
原
因
だ
、
と
い
っ
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
光
源
氏

の
紫
上
に
対
す
る
自
戒
と
も
、
訓
戒
と
も
思
わ
れ
る
発
言
の
意
味
は
、
明
ら
か
な

の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
本
文
に
問
題
が
あ
る
。
下
線
部
に
お
け
る
主
要
な
も
の
に
限
っ
て
も
、

「
思
ふ
ま
ま
」
は
、『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』
の
底
本
大
島
本
の
み
「
思
ふ
さ

ま
」
と
あ
る
の
で
他
の
諸
本
に
よ
り
訂
し
た
が２

）

、「
思
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」
は
、

青
表
紙
諸
本
と
河
内
本
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
形
で
あ
る
も
の
の
、
河
内
本
の
大
島

本
が
自
発
表
現
の
な
い
「
思
は
ゝ
か
り
侍
れ
は
」、
別
本
の
國
冬
本
が
「
ば
」
の

な
い
「
思
は
ゝ
か
ら
る
れ
」
と
ほ
ぼ
同
形
、
別
本
の
麥
生
本
が
「
思
ひ
」
の
な
い

「
は
ゝ
か
ら
る
れ
は
」、
別
本
の
阿
里
莫
本
が
さ
ら
に
「
ら
」
の
落
ち
た
か
と
見

ら
れ
る
「
は
ゝ
か
る
れ
は
」、
と
多
様
で
あ
る
う
え
、
別
本
の
陽
明
本
に
は
「
お

も
ひ
は
か
ら
る
れ
は
」、
同
じ
く
保
坂
本
に
は
「
思
ひ
は
か
ら
る
れ
」
の
異
同
が

あ
る
。

ま
た
、
下
線
部
の
意
味
も
、
吉
沢
義
則
の
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
以
来
現
代

諸
注
は
、「
思
ふ
ま
ま
に
て
」
を
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
本
が
「
思
ふ
さ
ま

に
て
」
と
す
る
以
外
は
、「
思
ふ
ま
ま
に
て
…
お
も
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」
の
本

文
を
立
て
、
例
え
ば
、「
万
事
、
何
が
ど
う
な
る
と
も
定
ま
ら
ぬ
世
の
中
で
す
か

ら
、
何
事
も
自
分
の
し
た
い
よ
う
に
し
て
、
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
の
こ
の
世
を
過

し
た
い
も
の
で
す
が
、
あ
と
に
残
ら
れ
る
あ
な
た
が
、
晩
年
な
ど
と
ん
で
も
な
い

落
ち
ぶ
れ
よ
う
を
な
さ
り
は
せ
ぬ
か
と
、
そ
ん
な
こ
と
ま
で
が
つ
い
心
配
さ
れ
る

も
の
で
す
か
ら
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
本
）
と
、
口
語
訳
す
る
の
が
普

通
で
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
が
、「
あ
と
に
残
ら
れ
る
あ
な
た
な﹅
ど﹅
の
晩
年
の

見
る
影
も
な
い
落
ち
ぶ
れ
よ
う
な﹅
ど﹅
ま
で
が
気
に
な
り
ま
す
の
で
」
と
、
紫
上
以

外
の
対
象
も
含
ま
せ
て
い
る
の
が
、
異
な
る
く
ら
い
で
あ
る
。
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し
か
し
、
葵
上
と
夕
霧
、
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
の
関
係
が
親
子
で
あ
る
の

に
、
光
源
氏
と
紫
上
は
養
父
と
養
女
の
関
係
と
も
か
つ
て
は
言
え
た
が
、
今
は
夫

婦
で
あ
り
、
現
世
で
の
盛
衰
の
変
化
の
現
れ
方
と
し
て
同
一
で
は
な
い
。
親
子
間

の
変
転
を
、
夫
婦
間
の
そ
れ
に
読
み
替
え
て
よ
い
の
か
疑
問
が
残
る
。

実
際
、
古
注
を
見
る
と
、『
万
水
一
露
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
26
』）
に
「
碩

紫
上
の
ゆ
く
す
ゑ
ま
て
を
お
ほ
し
や
る
也
こ
れ
は
紫
上
の
源
に
を
く
れ
て
残
給
は

ん
時
の
こ
と
也
さ
そ
其
時
は
た
と
へ
も
な
く
お
と
ろ
へ
給
は
ん
と
今
よ
り
は
ゝ
か

ら
る
ゝ
と
也
」
と
し
て
引
か
れ
る
宗
碩
の
説
が
、
現
代
の
諸
注
と
一
致
す
る
も
の

の
、
他
は
、『
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
７
』）
に
「
た
い
の

う
へ
み
あ
れ
に
」
の
注
に
、「
紫
上
也
此
時
分
紫
上
の
栄
花
の
盛
也
若
菜
の
巻
よ

り
は
思
ふ
事
の
あ
る
也
」
と
紫
上
の
転
落
に
言
及
す
る
説
が
み
え
て
注
意
さ
れ
る

く
ら
い
で
、
多
く
は
、『
一
葉
抄
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
９
』）
が
「
な
に
こ
と

も
思
ふ
ま
ゝ
に
て
い
け
る
世
の
か
き
り
の
世
を
」
に
、「
父
祖
善
悪
ハ
子
孫
に
む

く
ふ
理
也
当
時
の
御
さ
か
へ
に
つ
け
て
も
行
末
の
お
と
ろ
へ
を
お
も
ひ
の
給
事

也
」、『
孟
津
抄
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
５
』）
が
、「
す
ゑ
の
よ
な
と
の
た
と
し

へ
な
き
」
に
、「
子
孫
な
と
も
し
ら
ぬ
と
の
こ
ゝ
ろ
也
」、『

江
入
楚
』（『
国
文

学
註
釈
叢
書
』
九
）
が
、「
す
べ
て
い
と
さ
だ
め
な
き
世
な
れ
ば
こ
そ
、
何
事
も

思
ふ
ま
ゝ
に
て
、
い
け
る
か
ぎ
り
の
世
を
す
ぐ
さ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
の
こ
り
給
は

ん
末
の
世
の
た
と
し
へ
な
き
お
と
ろ
へ
な
ど
を
さ
へ
、
思
ひ
は
ゞ
か
ら
る
れ
ば
と
、

う
ち
か
た
ら
ひ
給
て
」
に
、「
此
段
の
心
は
、
前
に
、
御
息
所
と
、
葵
上
と
の
事

を
の
給
ふ
て
、
扨
、
世
間
は
定
め
な
き
物
ぞ
と
也
。
仍
、
只
今
源
氏
の
心
の
ま
ゝ

に
、
栄
花
を
も
尽
し
た
く
思
へ
ど
も
、
行
末
に
残
り
給
は
ん
子
孫
の
事
、
外
に
お

と
ろ
へ
給
ふ
事
な
ど
あ
ら
ば
、
俄
に
け
ぢ
め
あ
ら
は
な
る
べ
し
。
扨
わ
が
徳
を
も

お
ご
ら
ず
し
て
、
子
孫
に
の
こ
し
た
く
思
ふ
故
に
、
心
の
ま
ゝ
に
、
栄
耀
を
ば
つ

く
さ
ぬ
よ
し
を
、
紫
上
へ
か
た
り
給
ふ
詞
と
み
え
た
り
。」、『
湖
月
抄
』（
延
宝
元

年
跋
版
本
）
も
、
同
一
文
に
、「
愚
案
彼
御
息
所
葵
上
の
御
末
の
あ
り
さ
ま
を
見

給
ふ
に
つ
け
て
も
其
盛
衰
定
め
な
き
世
な
れ
ば
源
氏
も
只
今
御
心
の
ま
ゝ
な
る
世

に
せ
ま
ほ
し
き
事
を
も
思
ふ
に
ま
か
せ
て
過
さ
ま
ほ
し
け
れ
ど
源
氏
の
後
に
の
こ

り
給
は
ん
子
孫
の
事
の
外
に
を
と
ろ
へ
給
は
ん
世
の
む
く
ひ
を
さ
へ
思
召
せ
ば
思

ふ
ま
ゝ
に
も
え
し
給
は
ぬ
よ
し
を
紫
上
に
か
た
り
給
ふ
也
。
さ
て
紫
上
も
只
今
の

御
威
勢
に
ま
か
せ
て
情
な
き
事
し
給
ふ
な
と
の
誡
め
也
」、
と
あ
る
よ
う
に
、
光

源
氏
の
子
孫
の
衰
え
を
読
む
の
が
主
流
で
、『
湖
月
抄
』
が
、
最
後
に
、
言
外
に

紫
上
へ
の
戒
め
を
読
む
の
が
目
立
つ
く
ら
い
で
あ
る
。（
江
戸
期
の
新
注
に
は
言

及
が
見
当
た
ら
な
い
。）

ま
た
、
光
源
氏
の
発
言
の
最
後
は
、「
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」
と
確
定
条
件

文
な
の
だ
が
、
そ
の
帰
結
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
言
及
が
な
い
う
え
、
説
が
分
か

れ
て
い
る
。
現
代
の
注
で
も
、
旧
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
本
が
、「
勢
に
ま
か

せ
て
心
驕
り
を
慎
み
、
他
の
婦
人
方
と
、
親
愛
の
情
を
交
わ
し
な
さ
れ
よ
。」
と

紫
上
へ
の
戒
め
を
読
む
の
に
対
し
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
本
が
、「
勝
手
な
こ

と
を
す
る
の
も
つ
つ
し
ま
れ
る
の
で
す
」（
主
語
光
源
氏
）
と
い
っ
て
い
る
く
ら

い
で
、
こ
れ
ら
は
条
件
文
ま
で
の
解
釈
は
略
同
じ
な
の
に
、
帰
結
文
に
関
し
て
は

こ
の
よ
う
に
見
解
が
分
か
れ
る
。
他
は
、『
源
氏
物
語
注
釈

六
』
が
、
葵
上
と
六

条
御
息
所
の
車
争
い
の
「
時
に
よ
り
心
お
ご
り
」（「
時
に
よ
り
」
は
、『
源
氏
物

語
大
成
校
異
篇
』
に
よ
れ
ば
大
島
本
の
独
自
本
文
。
他
の
青
表
紙
本
、
河
内
本
、

陽
明
文
庫
本
、
保
坂
本
に
よ
り
、
本
稿
で
は
「
時
に
よ
る
」
に
訂
し
た
。「
時
に

よ
り
」
で
も
、
連
用
修
飾
に
な
る
だ
け
で
、
大
き
な
意
味
の
違
い
は
出
な
い
。）

四

藤
裏
葉
巻
「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」

（
上
野
辰
義
）



に
関
連
し
て
、
光
源
氏
は
息
子
夕
霧
に
結
婚
に
際
し
て
「
心
お
ご
り
」
へ
の
戒
め

を
し
た
が
、「
こ
こ
で
は
同
じ
忠
告
を
紫
の
上
に
も
重
ね
て
繰
り
返
し
た
。
…
、

（
葵
上
と
）
同
じ
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
と
、
源
氏
は
細
心
の
注
意
を
払
う
」

（
四
二
八
頁
）
と
、
言
っ
て
い
る
の
が
目
立
つ
く
ら
い
で
あ
る
。
旧
注
で
も
、

『

江
入
楚
』・『
湖
月
抄
』
に
、
前
掲
の
よ
う
に
、
光
源
氏
自
身
の
自
重
を
軸
に

し
た
言
及
が
あ
り
、
さ
ら
に
『
湖
月
抄
』
に
言
外
に
紫
上
へ
の
戒
め
を
み
て
い
た

く
ら
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
の
紫
上
へ
の
こ
の
発
言
は
、「
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
」

が
誰
の
何
を
さ
す
の
か
、「
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」
の
帰
結
文
の
内
容
は
何
な

の
か
、
な
ど
、
解
釈
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、
藤
裏
葉
巻
の

他
の
二
つ
の
光
源
氏
の
人
生
認
識
と
、
ど
う
つ
な
が
り
、
第
一
部
の
掉
尾
に
お
け

る
、
光
源
氏
の
精
神
的
到
達
点
を
ど
う
把
握
す
る
か
、
と
い
う
、
重
要
な
問
題
を

内
包
す
る
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
、
こ
の
発
言
の
解
釈
を
考
え
て
み
る
。

二
、
文
脈
の
解
釈

ま
ず
、
こ
の
発
言
の
前
景
と
し
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
紫
上
が
「
祭
の
日
の

暁
に
詣
で
た
ま
」
う
た
「
み
あ
れ
」
は
、
天
皇
行
幸
や
関
白
賀
茂
詣
で
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
、
四
月
中
の
申
の
日
に
行
わ
れ
た
、
国
祭
賀
茂
祭
ま
た
は
そ
れ
に

先
立
っ
て
行
わ
れ
る
御
阿
礼
祭
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
が３

）

、『
紫
明
抄
』
や

『
原
中
最
秘
抄
』・『
河
海
抄
』
が
、「
た
い
の
う
へ
み
あ
れ
に
ま
う
て
給
」
に
、

「
賀
茂
祭
前
日
於
垂
跡
石
上
有
神
事
号
御ミ
形アレ
御
阿
礼
者
御ミ
生ウマレ
也
見
古
語
拾
遺
」（『
河

海
抄
』
『
紫
明
抄

河
海
抄
』
角
川
書
店

）
と
記
し
、『
河
海
抄
』
が
さ
ら
に
、

「
御
禊
ミ
ア
レ
祭
ノ
前
ノ
一
日
ヲ
御
禊
日
と
云
也
御
生
所
ハ

神
舘
ニ
ア
リ
（
云
々
）

祭
時

ノ
御
旅
所
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祭
は
、
上
賀
茂
社
と
北
方
の
神
山
と
の
間
に
設

け
ら
れ
た
御
生
所
と
斎
院
神
舘
を
軸
に
降
臨
・
遷
霊
の
儀
が
行
わ
れ４

）

、『
弄
花
抄
』

（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
８
』）
が
、「
た
い
の
う
へ
み
あ
れ
に
ま
う
て
給
」
に
注

し
て
「
御
あ
れ
の
神
舘
へ
紫
上
参
給
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
紫
上
は
賀
茂
祭
当
日

中
酉
日
の
暁
に
こ
の
あ
た
り
に
詣
で
た
よ
う
で
あ
る５

）

。
御
阿
礼
祭
は
、
賀
茂
神
の

出
現
を
冀
い
、
そ
れ
に
よ
り
神
威
を
更
新
し
た
も
の
で
、「
か
く
て
、
六
条
院
の

御
い
そ
ぎ
は
廿
よ
日
の
ほ
ど
な
り
け
り
。
対
の
上
、
み
あ
れ
に
詣
で
給
ふ
と
て
」

（
一
〇
〇
七
）
と
い
う
行
文
か
ら
す
れ
ば
、
参
詣
の
目
的
を
、
皇
子
誕
生
を
意
識

し
て
、「
紫
上
の
姫
君
入
内
の
た
め
に
御
社
参
也
。」（『
万
水
一
露
』）、「
明
石
姫

君
入
内
の
祈
禱
に
紫
上
御
形
に
詣
給
ふ
」（『
源
氏
綱
目
』
『
源
氏
物
語
古
注
集
成

10
』
）
と
、
明
石
姫
入
内
と
の
関
係
で
読
む
の
は
自
然
だ
ろ
う
。
後
世
の
文
書
だ

が
、
そ
も
そ
も
賀
茂
社
は
、
王
城
鎮
護
の
地
主
神
で
あ
る
以
前
に
、「
当
社
は
五

穀
成
就
万
物
成
就
の
御
神
と
ぞ
」（『
菟
藝
泥
赴
』
『
新
修
京
都
叢
書
十
二
』
）
と
、

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
雷
神
水
神
信
仰
、
豊
穣
の
社
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
明
石

姫
の
将
来
と
源
氏
一
族
、
天
皇
家
の
安
泰
を
願
う
背
景
的
事
情
の
も
と
で
、
賀
茂

「
祭
の
日
の
暁
に
詣
で
た
ま
ひ
て
、
か
へ
さ
に
は
、
物
御
覧
ず
べ
き
御
桟
敷
」
の

あ
た
り
に
、
紫
上
以
下
の
御
方
々
の
女
房
の
牛
車
が
数
多
く
場
所
を
占
め
、
遠
目

か
ら
も
そ
の
一
行
と
わ
か
る
盛
大
さ
の
中
で
、
光
源
氏
は
、
か
つ
て
の
御
禊
の
日

の
車
争
い
を
想
起
し
て
、
当
事
者
た
ち
が
既
に
他
界
し
て
い
る
現
在
、
そ
の
遺
児

た
ち
の
あ
り
よ
う
に
思
い
が
至
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
光
源
氏
は
こ
の
よ
う
に
思
う
。「
時
に
よ
る
心
お
ご
り
し
て
」、
す
な

五
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わ
ち
、
権
勢
を
笠
に
着
た
傲
慢
な
態
度
で
、
御
息
所
の
牛
車
を
押
し
下
げ
た
よ
う

な
行
為
は
、
思
い
や
り
の
な
い
情
愛
の
な
い
こ
と
だ
、
格
段
に
相
手
を
無
視
し
た

当
人
も
、
そ
の
嘆
き
を
身
に
負
う
よ
う
な
状
態
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
。

そ
し
て
、
ま
も
な
く
東
宮
に
入
内
す
る
明
石
姫
君
の
将
来
を
展
望
し
つ
つ
、
車
争

い
の
当
事
者
た
ち
の
遺
し
た
子
た
ち
の
現
状
に
目
を
向
け
る
。
そ
こ
に
あ
っ
た
の

は
、「
時
に
よ
る
心
お
ご
り
」
を
し
た
葵
上
の
遺
児
夕
霧
が
宰
相
の
中
将
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
こ
よ
な
く
思
ひ
消
」
た
れ
た
六
条
御
息
所
の
遺
児

秋
好
む
が
中
宮
と
な
っ
て
い
る
姿
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
を
光
源
氏
は
「
思
へ
ば
、

い
と
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
と
感
じ
て
、「
す
べ
て
い
と
定
め
な
き
世
な
れ
ば
こ
そ

…
」
と
続
け
て
い
く
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
光
源
氏
は
、
車
争
い
の
当
事
者

葵
上
と
六
条
御
息
所
の
子
た
ち
の
現
状
に
、「
す
べ
て
い
と
定
め
な
き
世
」、
世
の

無
常
を
み
た
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
こ
の
展
開
に
関
し
て
は
、
世
の
無
常
で
な
く
、
因
果
を
見
る
説
が
あ
る
。

『
一
葉
抄
』
は
、「
な
に
こ
と
も
思
ふ
ま
ゝ
に
て
い
け
る
世
の
か
き
り
の
世
を
」

の
箇
所
に
、「
父
祖
善
悪
ハ
子
孫
に
む
く
ふ
理
也
当
時
の
御
さ
か
へ
に
つ
け
て
も

行
く
末
の
お
と
ろ
へ
を
お
も
ひ
の
給
事
也
」、
と
い
い
、『
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』

も
、「
宮
は
な
ら
ひ
な
き
」
に
、「
秋
好
也
中
宮
に
立
給
て
な
ら
ひ
な
き
人
也
其
む

く
ひ
あ
る

と
也
」、
と
し
、
ま
た
、『
源
氏
綱
目
』
も
、「
む
か
し
六
条
宮
す
所

と
葵
上
と
の
車
あ
ら
そ
ひ
に
て
葵
上
は
か
く
れ
給
ひ
夕
霧
中
将
は
た
ゞ
人
也
秋
好

は
中
宮
と
な
り
給
ふ
は
因
果
か
と
紫
上
に
見
物
の
桟
敷
に
て
源
氏
か
た
り
給
ふ
」

と
、
親
と
子
の
栄
枯
逆
転
に
、
因
果
応
報
の
理
を
み
て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ

る
「
親
の
因
果
が
子
に
報
ゆ
」
的
な
こ
の
時
代
の
説
話
の
さ
ま
を
、
い
ま
、『
日

本
霊
異
記
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
巻
九
・
十
九
・
二
十
に
み
て
み
る
と
、
震
旦
に

は
、
狩
を
好
む
親
の
寵
愛
す
る
女
児
が
、
七
歳
に
て
姿
を
く
ら
ま
し
、
棘
の
中
で

発
見
さ
れ
る
も
、
棘
の
針
に
刺
さ
れ
、
言
語
発
せ
ず
兎
の
鳴
く
よ
う
な
声
を
だ
し
、

飲
食
せ
ず
に
死
ん
だ
話
（『
今
昔
物
語
集
』
九
｜
二
一
）、
鷹
狩
を
好
み
殺
生
を
常

と
す
る
男
の
妻
が
、
鷹
の
嘴
の
よ
う
な
口
を
持
っ
た
男
児
を
産
ん
だ
話
（
同
九
｜

二
六
）、
囚
人
を
酷
暴
し
て
い
た
獄
吏
に
生
ま
れ
た
子
に
は
、
頤
の
下
、
肩
に
首

枷
の
よ
う
な
肉
が
付
き
、
首
項
な
く
、
年
を
経
て
も
歩
く
こ
と
な
く
死
ん
だ
話

（
同
九
｜
四
一
）、
な
ど
、
親
の
悪
業
の
因
果
が
子
に
報
う
よ
う
な
説
話
が
見
出

さ
れ
る
が
、
本
朝
で
は
、
こ
の
類
の
話
を
見
出
し
が
た
く
、
せ
い
ぜ
い
、
人
の
娘

を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
人
間
に
変
じ
た
鬼
が
、
娘
の
親
に
諸
の
財
宝
を
差
し
出

し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
耽
っ
た
親
が
娘
と
の
結
婚
を
許
し
、
端
正
な
娘
を
鬼
に
食

い
殺
さ
れ
た
話
（
同
二
十
｜
三
七
）
が
探
せ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
し
か
も
、
い
ず

れ
も
子
の
不
幸
を
親
が
己
の
生
前
に
見
届
け
る
、
つ
ま
り
、
親
の
現
報
と
し
て
子

の
不
幸
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
車
争
い
の
当
事
者
た
ち
の
遺
児
に
お
け

る
、
親
と
の
栄
枯
逆
転
と
は
、
様
相
が
異
な
る
。

よ
っ
て
こ
こ
は
、
光
源
氏
の
発
話
の
流
れ
の
よ
う
に
、「
す
べ
て
い
と
定
め
な

き
世
」、
世
の
無
常
を
背
後
に
み
て
お
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
当
時
、「
盛
者
必

衰
」
は
一
般
的
仏
教
通
念
で
あ
っ
た
。

一
切
世
間
に
生
あ
る
物
は
み
な
滅
す
。
寿
命
無
量
な
り
と
い
へ
ど
も
、
必
ず

尽
く
る
期
あ
り
。
盛
り
あ
る
も
の
は
、
か
な
ら
ず
衰
ふ
。
会
ふ
も
の
は
、
離

別
あ
り
。
果
報
と
し
て
常
な
る
事
な
し
。
あ
る
い
は
昨
日
栄
え
て
、
今
日
衰

へ
ぬ
。

（『
栄
花
物
語
』
う
た
が
ひ

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
）

雖
然
モ
、
生
有
ル
者
ハ
必
ズ
滅
ス
、
盛
ナ
ル
者
ハ
必
ズ
衰
フ
。

（『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
｜
二
五

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
）

六

藤
裏
葉
巻
「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」

（
上
野
辰
義
）



し
か
し
、
光
源
氏
は
、
こ
の
親
子
の
過
去
現
在
の
無
常
の
背
後
に
何
を
見
た
の

か
。
そ
れ
は
、
車
争
い
を
引
き
起
こ
し
た
葵
上
の
「
時
に
よ
る
心
お
ご
り
」
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
後
、「
す
べ
て
い
と
さ
だ
め
な
き
世
な

れ
ば
こ
そ
、
な
に
事
も
思
ふ
ま
ま
に
て
、
生
け
る
限
り
の
世
を
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
け

れ
ど
、（
し
か
し
、
思
ふ
ま
ま
に
、
意
に
任
せ
て
過
ご
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

は
結
局
周
囲
を
顧
み
な
い
「
心
お
ご
り
」
の
生
活
を
送
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
の
た
め
招
来
さ
れ
る
）
残
り
た
ま
は
む
末
の
世
な
ど
の
、
た
と
し
へ
な
き
衰
へ

な
ど
を
さ
へ
、
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」、
と
い
う
こ
と
に
、
な
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
「
心
お
ご
り
」
の
も
つ
、
思
い
や
り
・
情
け
と
対
極
の
傍
若
無
人
の
性
格

は
、
源
氏
物
語
中
の
他
の
例
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
。
明
石
女
御
と
薫
に
お
け

る
例
。（

明
石
女
御
）
心
の
う
ち
に
は
、
我
が
身
は
、
げ
に
う
け
ば
り
て
い
み
じ
か

る
べ
き
き
は
に
は
あ
ら
ざ
り
け
る
を
、
対
の
上
の
御
も
て
な
し
に
み
が
か
れ

て
、
人
の
思
へ
る
さ
ま
な
ど
も
か
た
ほ
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
け
り
。
人
を
ば
ま

た
な
き
も
の
に
思
ひ
消
ち
、
こ
よ
な
き
心
お
ご
り
を
ば
し
つ
れ
、
世
の
人
は
、

下
に
言
ひ
い
づ
る
や
う
も
あ
り
つ
ら
む
か
し
、
な
ど
お
ぼ
し
知
り
は
て
ぬ
。

（
若
菜
上
一
〇
八
八
）

こ
の
君
し
も
ぞ
、（
匂
）
宮
に
劣
り
き
こ
え
た
ま
は
ず
、
さ
ま
こ
と
に
か
し

づ
き
た
て
ら
れ
て
、
か
た
は
な
る
ま
で
心
お
ご
り
も
し
、
世
を
思
ひ
す
ま
し

て
、
あ
て
な
る
心
ば
へ
は
こ
よ
な
け
れ
ど
、
故
親
王
の
御
山
住
み
を
見
そ
め

給
ひ
し
よ
り
ぞ
、
さ
び
し
き
と
こ
ろ
の
あ
は
れ
さ
は
さ
ま
こ
と
な
り
け
り
、

と
心
苦
し
く
お
ぼ
さ
れ
て
、
な
べ
て
の
世
を
も
思
ひ
め
ぐ
ら
し
、
深
き
な
さ

け
を
も
な
ら
ひ
給
ひ
に
け
る
。

（
宿
木
一
七
四
九
）

光
源
氏
自
身
も
こ
れ
ま
で
、
青
年
期
に
、
軒
端
荻
と
結
婚
し
た
蔵
人
少
将
が
、

軒
端
荻
の
相
手
が
光
源
氏
で
あ
っ
た
と
知
っ
た
ら
、「
さ
り
と
も
罪
許
し
て
ん
、

と
思
ふ
御
心
お
ご
り
ぞ
あ
い
な
か
り
け
る
。」（
夕
顔
一
四
二
）
と
語
り
手
か
ら
言

わ
れ
た
り
、
伊
勢
下
向
の
近
づ
い
た
六
条
御
息
所
を
野
宮
に
訪
問
し
て
「
あ
は
れ

と
お
ぼ
し
乱
る
る
」
が
、「
心
に
ま
か
せ
て
見
た
て
ま
つ
り
つ
べ
く
、
人
も
慕
ひ

ざ
ま
に
お
ぼ
し
た
り
つ
る
年
月
は
、
の
ど
か
な
り
つ
る
御
心
お
ご
り
に
、
さ
し
も

お
ぼ
さ
れ
ざ
り
き
。」（
賢
木
三
三
六
）
と
、
人
の
気
持
ち
を
解
さ
な
い
行
動
を
と

っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
青
年
期
の
驕
り
と
い
え
る
が
、
そ
れ
以
後
桐
壺
院
の
崩

御
・
須
磨
明
石
の
沈
淪
、
そ
の
時
期
の
時
流
に
従
う
人
心
の
推
移
の
様
態
を
み
て
、

人
の
世
の
さ
ま
を
思
い
知
り
、
驕
り
は
抑
え
ら
れ
、
前
斎
宮
を
冷
泉
帝
に
入
内
さ

せ
る
時
も
、
本
意
の
あ
っ
た
朱
雀
院
に
心
痛
め
、
絵
合
の
行
事
の
後
は
、「
猶
常

な
き
も
の
に
世
を
思
し
て
、
今
少
し
（
冷
泉
帝
が
）
大
人
び
お
は
し
ま
す
と
み
た

て
ま
つ
り
て
、
猶
世
を
そ
む
き
な
ん
と
深
く
思
ほ
す
べ
か
め
る
。
昔
の
例
を
見
聞

く
に
も
、
齢
足
ら
で
官
位
高
く
の
ぼ
り
、
世
に
抜
け
ぬ
る
人
の
、
長
く
え
保
た
ぬ

わ
ざ
な
り
け
り
。
こ
の
御
世
に
は
、
身
の
ほ
ど
お
ぼ
え
過
ぎ
に
た
り
。
な
か
ご
ろ

な
き
に
な
り
て
沈
み
た
り
し
う
れ
へ
に
変
は
り
て
、
今
ま
で
も
な
が
ら
ふ
る
な
り
。

今
よ
り
後
の
栄
え
は
猶
命
う
し
ろ
め
た
し
。
静
か
に
篭
り
ゐ
て
、
後
の
世
の
こ
と

を
勤
め
、
か
つ
は
齢
を
も
延
べ
ん
、
と
お
も
ほ
し
て
」（
絵
合
五
七
四
）、
出
家
を

視
野
に
入
れ
、
嵯
峨
野
の
御
堂
を
建
立
す
る
な
ど
、
我
が
身
を
反
省
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た６

）

。

だ
が
一
方
、
そ
の
嵯
峨
野
の
御
堂
建
立
の
件
に
引
き
続
い
て
、「
末
の
君
達
、

思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
い
だ
し
て
見
む
、
と
お
ぼ
し
め
す
に
ぞ
、
と
く
捨
て
給
は

む
こ
と
は
か
た
げ
な
る
。
い
か
に
お
ぼ
し
お
き
つ
る
に
か
、
と
い
と
知
り
が
た
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し
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宿
曜
の
予
言
に
結
び
つ
い
た
子
孫
扱
い
に
は
、

梅
枝
巻
の
明
石
姫
君
の
裳
着
・
東
宮
入
内
の
準
備
の
よ
う
に
、
格
別
の
力
を
傾
け

た
。
藤
裏
葉
巻
で
は
、
夕
霧
の
結
婚
に
関
し
て
も
、
雲
居
雁
の
父
内
大
臣
が
折
れ

て
、
夕
霧
を
自
邸
の
藤
の
花
の
宴
に
招
い
た
と
き
に
、
そ
の
報
告
を
受
け
て
光
源

氏
は
、「『
思
ふ
や
う
あ
り
て
も
の
し
給
へ
る
に
や
あ
ら
む
。
さ
も
進
み
も
の
し
給

は
ば
こ
そ
は
、
過
ぎ
に
し
か
た
の
け
う
な
か
り
し
恨
み
も
解
け
め
』
と
の
給
ふ
御

心
お
ご
り
、
こ
よ
な
う
ね
た
げ
な
り
。」（
一
〇
〇
〇
）
と
、
先
方
か
ら
折
れ
て
く

る
の
な
ら
ば
、
故
大
宮
へ
の
不
孝
の
恨
み
も
解
け
る
だ
ろ
う
、
と
発
言
し
、
語
り

手
か
ら
そ
の
「
心
お
ご
り
」
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
の
夕
霧
に
は
、
結

婚
の
翌
朝
に
、
前
掲
②
の
ご
と
く
、
折
れ
て
出
た
岳
父
に
対
し
て
「
心
お
ご
り
」

し
て
浮
気
す
る
な
ど
逸
脱
し
た
行
動
を
取
ら
な
い
よ
う
、
教
訓
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
③
で
は
、
か
つ
て
の
車
争
い
回
想
に
お
け
る
「
時
に
よ
る
心
お
ご
り
」

を
し
た
葵
上
と
そ
の
対
象
六
条
御
息
所
の
遺
児
た
ち
の
現
状
言
及
と
な
る
の
で
あ

り
、
藤
裏
葉
巻
の
基
調
の
一
つ
に
、
末
長
い
子
孫
の
繁
栄
を
庶
幾
し
て
、
そ
の
阻

害
要
因
と
な
る
「
心
お
ご
り
」
を
否
定
す
る
思
想
が
あ
る
と
、
い
え
る
。「
心
お

ご
り
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
梅
枝
巻
で
、
明
石
姫
入
内
の
調
度

の
絵
の
中
に
、「
か
の
須
磨
の
日
記
は
、
末
に
も
伝
へ
知
ら
せ
む
と
お
ぼ
せ
ど
、

今
少
し
世
を
も
お
ぼ
し
知
り
な
ん
に
と
お
ぼ
し
か
へ
し
て
、
ま
だ
取
り
い
で
給
は

ず
。」（
九
八
九
）
と
し
た
の
も
、
姫
君
の
心
お
ご
り
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
須
磨

の
絵
日
記
を
活
用
す
る
最
善
の
時
期
を
探
っ
た
判
断
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
、
光
源
氏
は
、
明
石
姫
の
入
内
を
ひ
か
え
た
状
況
の
な
か
で
、
祭
の

日
に
、
昔
日
の
車
争
い
を
想
起
し
、
そ
こ
か
ら
「
す
べ
て
い
と
定
め
な
き
世
」、

無
常
の
世
に
お
け
る
子
孫
の
転
変
・
没
落
の
背
後
に
、「
時
に
よ
る
心
お
ご
り
」

を
見
、
わ
が
一
族
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
可
能
性
を
見
通
し
て
、「
す
べ

て
い
と
さ
だ
め
な
き
世
な
れ
ば
こ
そ
、
な
に
事
も
思
ふ
ま
ま
に
て
、
生
け
る
限
り

の
世
を
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、（
そ
れ
で
は
周
囲
を
顧
み
な
い
「
心
お
ご
り
」

の
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
招
来
さ
れ
る
）
残
り
た
ま
は
む
末
の
世

な
ど
の
、
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
、
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」、
と
発

言
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三
、「
残
り
た
ま
は
む
末
の
世
な
ど
の
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
」

で
は
、「
残
り
た
ま
は
む
末
の
世
」、「
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
」
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
誰
の
そ
れ
を
、
光
源
氏
は
念
頭
に
お
い
て
発
話
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
ず
、「
残
り
給
は
む
（
末
の
世
な
ど
）」
の
主
語
は
、「
敬
語
が
あ
る
か
ら
紫

の
上
の
こ
と
で
あ
る
」（
玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』）
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ

の
あ
た
り
、
夕
霧
に
は
敬
語
を
使
っ
て
い
な
い
し
、
中
宮
に
な
っ
て
い
る
秋
好
む

を
光
源
氏
死
後
の
成
り
行
き
が
問
題
と
な
る
人
物
と
し
て
、
紫
上
以
上
に
こ
こ
で

想
起
す
る
必
要
性
は
や
は
り
弱
い
し
、
明
石
姫
は
、
み
あ
れ
詣
で
・
賀
茂
祭
見
物

の
こ
の
場
に
直
接
は
言
及
が
全
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、「
末
の

世
」
は
紫
上
の
そ
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。

源
氏
物
語
中
の
「
末
の
世
」
の
語
を
見
る
と
、
そ
の
人
物
の
晩
年
や
盈
虚
思
想

に
よ
る
末
世
を
表
し
た
り
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
人
物
の
死
後
や
子
孫
の

時
代
ま
で
も
指
し
て
い
う
例
が
あ
る
。

六
条
院
は
、
お
り
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
る
冷
泉
院
の
御
嗣
ぎ
お
は
し
ま
さ
ぬ
を
、
飽

か
ず
御
心
の
内
に
お
ぼ
す
。
同
じ
筋
な
れ
ど
、
思
ひ
な
や
ま
し
き
御
事
な
く
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て
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
ば
か
り
に
、
罪
は
隠
れ
て
、
末
の
世
ま
で
は
え
伝
ふ
ま

じ
か
り
け
る
御
宿
世
、
口
惜
し
く
さ
う
ざ
う
し
く
お
ぼ
せ
ど
、

（
若
菜
下
一
一
三
四
）

「
笛
竹
に
吹
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
な
が
き
音
に
伝
へ
な
む

思
ふ
か
た
こ
と
に
侍
り
き
。」
と
言
ふ
を

（
横
笛
一
二
七
九
）

だ
か
ら
、
こ
こ
の
「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
」
は
「
あ
な
た
が
お
残
り
に
な
る

私
の
死
後
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
世
」
の
類
に
「
な
ど
」
の
続
く
例

は
源
氏
物
語
に
こ
の
例
し
か
拾
え
な
い
。
こ
れ
は
、「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
」

が
、
光
源
氏
の
没
後
に
紫
上
が
残
る
と
い
う
不
祥
の
状
況
を
表
す
語
な
の
で
、

「
な
ど
」
を
つ
け
て
や
わ
ら
げ
た
表
現
と
見
て
お
く
。

で
は
、「（
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
）
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
」
は
ど
う
か
。

「（
残
り
給
は
む
）
末
の
世
（
な
ど
）
の
（
た
と
し
へ
な
き
）
衰
へ
」
と
い
う
例

は
他
に
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
な
の
で
、
類
似
の
表
現
を
見
る
と
、

（
八
宮
の
訓
戒
）
う
し
ろ
や
す
く
つ
か
う
ま
つ
れ
。
何
事
も
、
も
と
よ
り
か

や
す
く
世
に
聞
こ
え
有
る
ま
じ
き
き
は
の
人
は
、
末
の
衰
へ
も
常
の
こ
と
に

て
、
ま
ぎ
れ
ぬ
べ
か
め
り
。
か
か
る
き
は
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
人
は
何
と
思
は

ざ
ら
め
ど
、
口
惜
し
う
て
さ
す
ら
へ
む
、
契
り
か
た
じ
け
な
く
、
い
と
ほ
し

き
こ
と
な
む
多
か
る
べ
き
。

（
椎
本
一
五
五
八
）

（
父
の
死
に
よ
り
宮
の
君
が
）
か
く
は
か
な
き
世
の
衰
へ
を
見
る
に
は
、
水

の
底
に
身
を
沈
め
て
も
、
も
ど
か
し
か
ら
ぬ
わ
ざ
に
こ
そ
、

（
蜻
蛉
一
九
七
六
）

若
き
時
に
た
く
は
へ
渡
ら
ひ
心
あ
る
人
に
つ
き
て
、
家
刀
自
づ
き
、
家
の
内

に
な
き
も
の
な
く
て
あ
る
人
な
む
、
行
く
先
頼
も
し
き
。
末
の
世
衰
へ
て
果

つ
る
、
家
貧
し
き
人
の
聞
く
ぞ
か
し
。

（『
う
つ
ほ
物
語
』
祭
の
使

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
）

（
教
通
が
生
子
を
）
わ
が
な
か
ら
む
世
に
、
あ
る
よ
り
は
衰
へ
、
心
細
く
や

思
さ
れ
む
と
、
う
し
ろ
め
た
き
あ
ま
り
に
は
、（『

栄
花
物
語
』
け
ぶ
り
の
後
）

な
に
ご
と
に
つ
け
て
も
は
な
や
か
に
も
て
い
で
さ
せ
給
へ
り
し
殿
の
、
父
殿

う
せ
給
に
し
か
ば
、
よ
の
な
か
お
と
ろ
へ
な
ど
し
て
、
御
や
ま
ひ
も
重
く
て
、

大
將
も
辭
し
給
て
し
こ
そ
、
く
ち
を
し
か
り
し
か
。

（『
大
鏡
』
兼
通
伝

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
）

な
ど
、
妻
が
関
わ
り
得
る
の
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
祭
の
使
の
例
の
み
で
、
ほ
と
ん

ど
全
て
、
親
の
死
に
よ
り
子
の
零
落
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
例
も
、
妻
を
除
外
し
て
見
る
余
地
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
藤
裏
葉
巻
③
の
場
合
も
、

ま
ず
は
、
光
源
氏
の
子
孫
た
ち
の
零
落
と
読
む
の
が
、
夕
霧
の
結
婚
（「
心
お
ご

り
」
を
戒
め
て
い
た
）、
車
争
い
当
事
者
の
遺
児
た
ち
の
現
状
、
明
石
姫
の
東
宮

入
内
と
続
く
文
脈
の
中
で
自
然
な
も
の
だ
。
多
く
の
古
注
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

だ
が
、
同
時
に
、
③
で
は
、
妻
の
紫
上
を
目
の
前
に
し
、
彼
女
の
存
在
を
考
慮

し
て
「
残
り
給
は
む
（
末
の
世
な
ど
の
）」（
あ
な
た
が
生
き
残
っ
て
お
ら
れ
る
こ

と
に
な
る

私
の
没
後
の

）「
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
」
と
、
続
け
た
の
で
、

子
孫
の
み
な
ら
ず
、
紫
上
の
将
来
の
不
安
も
合
わ
せ
ら
れ
る
表
現
に
な
っ
た
。
し

か
も
、
こ
の
条
の
直
前
に
、
物
語
に
は
、
賀
茂
祭
見
物
の
た
め
紫
上
が
お
さ
ま
っ

た
桟
敷
の
あ
た
り
の
さ
ま
を
、「
御
方
が
た
の
女
房
お
の
お
の
車
引
き
続
き
て
、

御
前
、
所
し
め
た
る
ほ
ど
、
い
か
め
し
う
、
か
れ
は
そ
れ
と
遠
目
よ
り
お
ど
ろ
お

ど
ろ
し
き
御
い
き
ほ
ひ
な
り
。」
と
紫
上
の
盛
大
な
勢
力
の
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
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た
。
だ
か
ら
、
光
源
氏
に
は
、
か
つ
て
の
御
禊
の
日
の
葵
上
方
の
「
儀
式
も
わ
ざ

と
な
ら
ぬ
様
に
て
出
で
た
ま
」
い
な
が
ら
、「
よ
そ
ほ
し
う
引
き
続
き
て
」（
葵
二

八
六
）
い
た
美
々
し
い
様
が
想
起
さ
れ
、
目
の
前
の
紫
上
の
勢
力
の
盛
大
さ
と
重

な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
葵
上
の
「
時
に
よ
る
心
お
ご
り
」
が
引

き
起
こ
し
た
車
争
い
は
、
光
源
氏
の
正
妻
と
し
て
の
「
な
さ
け
な
き
」
わ
ざ
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
現
在
の
紫
上
に
引
き
継
が
れ
る
べ
き
教
訓
な
の
で
あ

る
。
実
際
、
こ
の
教
訓
を
意
識
し
た
か
の
よ
う
な
紫
上
の
行
動
が
、
こ
れ
以
後
引

き
続
い
て
、
紫
上
か
ら
の
明
石
姫
君
東
宮
入
内
に
お
け
る
実
母
明
石
御
方
の
姫
君

後
見
役
と
し
て
の
引
き
立
て
発
議
、
明
石
御
方
と
明
石
姫
君
の
母
子
再
会
、
紫
上

と
明
石
御
方
対
面
に
よ
る
養
母
実
母
融
和
な
ど
の
、
理
想
的
行
動
と
し
て
実
行
さ

れ
、
ま
た
さ
ら
に
、
こ
れ
以
降
、
前
掲
『
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』
が
、「
た
い
の

う
へ
み
あ
れ
に
」
の
条
に
「
此
時
分
紫
上
の
栄
花
の
盛
也
若
菜
の
巻
よ
り
は
思
ふ

事
の
あ
る
也
」
と
想
起
し
て
い
た
よ
う
な
、
若
菜
上
巻
以
後
の
女
三
宮
降
嫁
に
よ

る
紫
上
の
「
衰
へ
」
も
起
こ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
代
の
諸
注
が
、
こ
の
光

源
氏
の
車
争
い
を
回
顧
し
て
の
発
話
を
も
っ
ぱ
ら
紫
上
に
関
わ
る
も
の
と
と
る
の

に
関
し
て
も
、
そ
れ
に
応
じ
る
状
況
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
③
以
後
、
紫
上
は
「
心
お
ご
り
」
を
抑
制
す
る
か
の
よ
う
な
明
石
母

子
と
の
融
和
的
態
度
も
と
る
し
、
ま
た
、
女
三
宮
の
降
嫁
は
、「
残
り
給
は
む
末

の
世
」、
光
源
氏
没
後
の
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
も
、
③
で
の
光
源
氏
の
発
話
に

続
い
て
、
明
石
姫
君
の
東
宮
入
内
の
あ
と
、
藤
裏
葉
巻
に
示
さ
れ
る
三
番
目
の
彼

の
人
生
認
識
で
あ
る
①
に
お
い
て
は
、
明
石
姫
君
の
入
内
、
夕
霧
の
結
婚
と
い
う

子
孫
の
安
定
を
見
た
上
で
の
、
出
家
の
決
意
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
取
り
残
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
紫
上
や
花
散
里
な
ど
の
妻
た
ち
の
将
来
の
不
安
は
、
光
源
氏
の

子
た
ち
や
養
女
に
よ
る
後
見
を
見
越
す
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
と
い
う
副
次

的
な
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
た
。
光
源
氏
の
意
識
の
中
心
は
子
ど
も
た
ち
に
置
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
藤
裏
葉
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
人
生
認
識
の
基

調
は
、
自
身
の
死
後
・
あ
る
い
は
出
家
後
に
お
け
る
子
孫
の
安
泰
・
繁
栄
へ
の
腐

心
な
の
で
あ
り
、
賀
茂
祭
時
の
車
争
い
を
回
想
し
た
紫
上
へ
の
発
話
の
中
核
も
、

あ
く
ま
で
そ
れ
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
の
諸
注
が
光
源

氏
死
後
の
紫
上
の
零
落
に
の
み
、
こ
れ
を
理
解
し
て
い
る
の
は
、
根
本
を
忘
れ
た

偏
向
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

四
、「
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」

さ
ら
に
本
文
の
展
開
を
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
光
源
氏
没
後
に
彼
の
一
族
に
出

来
し
う
る
「
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
」
に
、「
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」

「
な
ど
」（
御
物
本
・
横
山
本
・
池
田
本
）
と
、
言
葉
の
続
く
の
が
、
青
表
紙
本

と
、
大
島
本
を
除
く
河
内
本
で
あ
る７

）

。
こ
れ
に
対
し
、
別
本
の
陽
明
文
庫
本
、
保

坂
本
は
、「
た
と
し
へ
な
き
お
と
ろ
へ
な
と
を
さ
へ
思
は
か
ら
る
れ
は
」（
陽
明

本
）、「
た
と
し
へ
な
き
お
と
ろ
へ
も
や
と
思
ひ
は
か
ら
る
れ
な
と
、
か
た
ら
ひ
給

て
」（
保
坂
本
）
と
、「
思
ひ
は
ば
か
る
」
が
「
思
ひ
は
か
る
」
に
な
っ
て
お
り８

）

、

こ
の
部
分
、「
思
ひ
は
ば
か
る
」
と
「
思
ひ
は
か
る
」
の
対
立
が
あ
る
。

「
思
ひ
は
ば
か
る
」
は
、

故
宮
の
お
ぼ
さ
む
所
に
よ
り
て
こ
そ
、
世
間
の
事
も
思
ひ
は
ば
か
り
つ
れ
、

今
は
心
や
す
き
さ
ま
に
て
も
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
く
な
む
。

（
薄
雲
六
二
二
）

さ
て
車
に
も
立
ち
下
り
、
う
ち
歩
み
な
ど
人
わ
る
か
る
べ
き
を
、
わ
が
た
め

一
〇

藤
裏
葉
巻
「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」

（
上
野
辰
義
）



は
思
ひ
は
ば
か
ら
ず
。

（
藤
裏
葉
一
〇
一
〇
）

と
、
気
兼
ね
し
て
思
案
す
る
意
味
を
表
す
。
一
方
、「
思
ひ
は
か
る
」
は
、
名
詞

の
「
お
も
ひ
は
か
り
」
が
、「
平
安
後
期
に
な
る
と
、
オ
モ
ン
バ
カ
リ
と
な
り
、

そ
の
撥
音
便
の
部
分
の
省
記
さ
れ
た
例
も
生
じ
る
。
漢
文
訓
読
語
系
統
の
語
で
、

女
性
の
和
文
系
統
の
も
の
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。」（『
古
語
大
辞
典
』
当
該

語
「
語
誌
」）
と
言
わ
れ
る
の
と
連
関
し
て
、『
竹
取
物
語
』
や
『
う
つ
ほ
物
語
』

な
ど
男
性
の
手
に
な
る
と
み
ら
れ
る
作
品
に
は
例
が
見
ら
れ
る
が
、
女
性
の
和
文

に
は
基
本
的
に
見
出
し
に
く
い
。
と
す
る
と
、
陽
明
本
や
保
坂
本
の
「
思
ひ
は
か

る
」
は
、
後
の
本
文
の
形
か
、
光
源
氏
と
い
う
男
性
の
使
用
し
た
語
と
い
う
限
定

の
つ
く
こ
と
に
な
る
が
、
女
性
で
あ
る
聞
き
手
の
紫
上
を
意
識
す
れ
ば
用
い
に
く

い
語
で
あ
ろ
う
。
十
分
考
え
る
、
考
え
め
ぐ
ら
す
、
な
ど
の
意
味
で
あ
る
。

こ
の
翁
は
、
か
ぐ
や
姫
の
や
も
め
な
る
を
嘆
か
し
け
れ
ば
、
よ
き
人
に
あ
は

せ
む
と
思
ひ
は
か
れ
ど
、（『
竹
取
物
語
』
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
）

い
づ
れ
の
人
の
き
ざ
し
置
け
る
女
人
を
か
、
し
か
は
せ
し
む
べ
き
。
よ
く
思

ひ
は
か
り
て
、
し
か
は
せ
し
め
む
。

（『
う
つ
ほ
物
語
』
藤
原
の
君
）

し
た
が
っ
て
、
青
表
紙
本
や
河
内
本
で
は
、「
光
源
氏
死
後
の
一
族
の
零
落
な

ど
ま
で
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
と
気
遣
わ
れ
る
の
で
」、
と
い
う
ほ

ど
の
意
味
に
、
ま
た
、
陽
明
本
や
保
坂
本
で
は
、「
光
源
氏
死
後
の
一
族
の
零
落

な
ど
ま
で
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
案
さ
れ
る
の
で
」、
と
い

う
ほ
ど
の
意
味
に
な
る
。
お
お
ま
か
な
思
考
の
傾
向
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
後
者
の

方
が
よ
り
悲
観
的
な
と
ら
え
方
と
い
え
よ
う
か
。

よ
っ
て
、「
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
、
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
（
陽

明
本
は
「
思
は
か
ら
る
れ
ば
」。
保
坂
本
は
条
件
句
と
な
ら
な
い
。）」
と
い
う
条

件
の
帰
結
文
の
内
容
は
、
前
掲
の
『

江
入
楚
』
が
、「
扨
わ
が
徳
を
も
お
ご
ら

ず
し
て
、
子
孫
に
の
こ
し
た
く
思
ふ
故
に
、
心
の
ま
ゝ
に
、
栄
耀
を
ば
つ
く
さ
ぬ

よ
し
を
、
紫
上
へ
か
た
り
給
ふ
」
と
い
い
、『
湖
月
抄
』
が
、「
源
氏
の
後
に
の
こ

り
給
は
ん
子
孫
の
事
の
外
に
を
と
ろ
へ
給
は
ん
世
の
む
く
ひ
を
さ
へ
思
召
せ
ば
思

ふ
ま
ゝ
に
も
え
し
給
は
ぬ
よ
し
を
紫
上
に
か
た
り
給
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
ご
と
く
、

光
源
氏
自
身
の
「
心
お
ご
り
」
を
抑
え
た
自
制
の
態
度
と
行
動
を
と
る
こ
と
の
表

白
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
、「
さ
て
紫
上
も
只
今
の
御
威
勢
に
ま
か
せ
て

情
な
き
事
し
給
ふ
な
と
の
誡
め
」（『
湖
月
抄
』）
の
意
味
が
付
随
す
る
こ
と
に
な

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
、
光
源
氏
は
紫
上
に
親
し
く
「
う
ち
語
ら
ひ
た
ま
ひ

て
」、
上
達
部
な
ど
の
集
ま
っ
て
い
る
桟
敷
に
出
て
い
っ
た
。「
う
ち
語
ら
ふ
」
は
、

親
し
く
話
し
合
う
こ
と
。

明
け
暮
れ
の
も
の
思
は
し
さ
、
つ
れ
づ
れ
を
も
、
う
ち
語
ら
ひ
て
慰
め
な
ら

ひ
つ
る
に
、

（
薄
雲
六
〇
六
）

ま
づ
は
今
宵
な
ど
の
御
も
て
な
し
よ
。
北
面
だ
つ
方
に
召
し
入
れ
て
、
君
達

こ
そ
め
ざ
ま
し
く
も
お
ぼ
し
め
さ
め
、
下
仕
へ
な
ど
や
う
の
人
々
と
だ
に
う

ち
語
ら
は
ば
や
。

（
藤
袴
九
二
六
）

「
…
。
こ
れ
の
み
こ
そ
、
げ
に
世
を
離
れ
ん
き
は
の
ほ
だ
し
な
り
け
れ
」
と
、

う
ち
語
ら
ひ
給
へ
ば
、
心
苦
し
う
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

（
橋
姫
一
五
三
七
）

来
年
に
は
四
十
歳
に
な
ろ
う
と
す
る
光
源
氏
は
、
明
石
姫
君
の
東
宮
入
内
を
目

前
に
、
子
ど
も
た
ち
の
将
来
の
安
泰
を
考
え
、
自
ら
の
自
制
を
主
と
し
た
生
活
態

度
の
表
白
を
紫
上
に
親
し
く
語
っ
た
の
だ
が
、
六
条
殿
の
北
の
方
と
し
て
勢
力
盛

一
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ん
な
こ
の
時
の
紫
上
の
今
後
も
、
車
争
い
の
回
想
か
ら
思
惟
さ
れ
、
実
子
も
な
く

光
源
氏
一
人
の
み
の
愛
情
に
支
え
ら
れ
て
現
在
の
人
生
の
頂
点
に
至
っ
た
彼
女
の
、

光
源
氏
亡
き
後
の
零
落
も
心
配
さ
れ
て
、「
末
の
世
の
衰
へ
」
と
い
う
、
本
来
は

子
孫
た
ち
の
零
落
を
心
配
す
る
語
句
の
中
に
、「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
」

と
い
っ
て
、
紫
上
の
存
在
を
織
り
込
む
こ
と
で
、
副
次
的
に
、
紫
上
の
「
心
お
ご

り
」
の
抑
制
を
う
な
が
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
れ
と
な
く
、
彼
女
に
伝
え
た
の
で
あ

る
。
そ
の
あ
た
り
の
機
微
が
、「
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
、
…
」
と
い
う
帰
結
文

の
省
略
と
、「
…
、
と
う
ち
語
ら
ひ
給
ひ
て
」
と
い
う
「
う
ち
語
ら
ふ
」
の
使
用

に
篭
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

五
、
光
源
氏
に
お
け
る
「
心
お
ご
り
」
の
抑
制

で
は
、
子
孫
と
紫
上
の
将
来
の
安
定
の
た
め
に
、
自
他
に
「
心
お
ご
り
」
の
抑

制
を
求
め
た
光
源
氏
は
、
自
身
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
ろ
う
と
し
た

の
か
。
藤
裏
葉
巻
を
こ
れ
以
後
見
て
い
く
と
、
①
の
よ
う
に
、
明
石
姫
君
の
東
宮

入
内
の
後
、
光
源
氏
は
出
家
を
決
意
し
て
い
く
。
こ
の
出
家
は
、
前
掲
の
ご
と
く

絵
合
巻
に
、

大
臣
ぞ
、
猶
常
な
き
も
の
に
世
を
お
ぼ
し
て
、（
冷
泉
帝
が
）
今
少
し
大
人

び
お
は
し
ま
す
と
見
た
て
ま
つ
り
て
、
猶
世
を
そ
む
き
な
ん
、
と
深
く
お
も

ほ
す
べ
か
め
る
。
昔
の
例
を
見
聞
く
に
も
、
齢
足
ら
で
官
位
高
く
の
ぼ
り
、

世
に
抜
け
ぬ
る
人
の
、
長
く
え
保
た
ぬ
わ
ざ
な
り
け
り
。
こ
の
御
世
に
は
、

身
の
ほ
ど
お
ぼ
え
過
ぎ
に
た
り
。
な
か
ご
ろ
な
き
に
な
り
て
沈
み
た
り
し
う

れ
へ
に
変
は
り
て
、
今
ま
で
も
な
が
ら
ふ
る
な
り
。
今
よ
り
後
の
栄
え
は
猶

命
う
し
ろ
め
た
し
。
静
か
に
篭
り
ゐ
て
、
後
の
世
の
こ
と
を
勤
め
、
か
つ
は

齢
ひ
を
も
延
べ
ん
、
と
お
も
ほ
し
て
、
山
里
の
の
ど
か
な
る
を
占
め
て
、
御

堂
を
造
ら
せ
給
ひ
、
仏
経
の
い
と
な
み
そ
へ
て
、
せ
さ
せ
た
ま
ふ
め
る
に
、

末
の
君
達
、
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
い
だ
し
て
見
む
、
と
お
ぼ
し
め
す
に
ぞ
、

と
く
捨
て
給
は
む
こ
と
は
か
た
げ
な
る
。

（
五
七
四
）

と
、
あ
っ
た
こ
と
の
到
着
点
と
言
え
る
。
冷
泉
帝
も
二
十
一
歳
と
な
り
、
政
権
も

内
大
臣
に
譲
り
、
夕
霧
や
明
石
姫
君
も
落
ち
着
い
た
と
認
識
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
出
家
の
決
意
は
後
世
を
願
う
も
の
だ
が
、
同
時
に
、
自
分
が
出
家
す
る
こ
と

は
、
滅
罪
と
そ
の
功
徳
に
よ
り
、
後
に
残
る
妻
子
の
安
寧
を
も
た
ら
す
も
の
で
も

あ
る
は
ず
だ
。
と
も
か
く
、
出
家
が
そ
の
「
心
お
ご
り
」
を
抑
制
す
る
具
体
的
方

法
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
だ
。
こ
の
出
家
の
意
向
は
、
賀
茂
祭
見
物
の
桟
敷
で
、

「『
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
、
思
ひ
憚
ら
る
れ
ば
（
…
…
）』
と
、
う
ち

語
ら
ひ
給
」
っ
た
時
に
、
紫
上
に
匂
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
夕
霧
は
ま
も
な
く
中
納
言
に
な
る
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
は
い
ま
だ

宰
相
の
中
将
に
と
ど
ま
る
十
八
歳
、
明
石
姫
君
は
東
宮
に
入
内
し
た
ば
か
り
で
十

一
歳
（
新
年
立
に
よ
る
。
旧
年
立
な
ら
ば
十
二
歳
）、
ま
た
ほ
か
に
、
紫
上
以
下
、

三
十
代
か
ら
四
十
歳
ほ
ど
の
妻
妾
を
複
数
抱
え
、
彼
ら
を
残
し
て
光
源
氏
が
四
十

歳
ほ
ど
で
出
家
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
彼
の
庇
護
を
い
ま
だ
必
要
と
す
る
で
あ
ろ

う
一
族
の
者
た
ち
の
存
在
を
考
え
れ
ば
、
早
過
ぎ
は
し
ま
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
今
は
本
意
も
遂
げ
な
ん
、
と
お
ぼ
し
な
る
」
の
は
、
光
源
氏
が
ど
こ
か
で

状
況
に
甘
え
、
心
お
ご
り
を
し
て
い
る
と
思
え
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
背
後
で
は
、
彼
を
実
父
と
知
っ
て
い
る
当
代
冷
泉
帝
の
存
在
、
藤
裏
葉
巻
で

成
就
し
た
夕
霧
の
結
婚
と
明
石
姫
東
宮
入
内
に
よ
っ
て
萌
し
た
、
澪
標
巻
の
宿
曜

一
二

藤
裏
葉
巻
「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」

（
上
野
辰
義
）



な
ど
の
子
孫
繁
栄
の
予
言
実
現
の
確
信
が
、
光
源
氏
に
大
き
く
意
識
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
出
家
の
決
意
に
は
ど
こ
か
心
の
緩
み
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
疑
問
と
つ
な
が
る
か
の
よ
う
に
、
光
源
氏
は
①
の
出
家
の
決
意
に
続
い
て
、

桐
壺
巻
の
高
麗
人
に
よ
る
観
相
の
最
終
的
な
実
現
と
な
る
「
太
上
天
皇
に
な
づ
ら

ふ
御
位
」
を
、
辞
退
す
る
こ
と
も
な
く
獲
得
し
、
そ
の
披
露
・
返
礼
・
祝
賀
、
あ

る
い
は
冷
泉
天
皇
に
と
っ
て
は
朝

行
幸
的
の
意
味
も
あ
る
の
か
、
天
皇
と
上
皇

の
六
条
院
行
幸
御
幸
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
は
出
家
を
決

意
し
た
と
語
ら
れ
な
が
ら
、
い
ま
だ
世
俗
の
栄
華
に
執
着
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

お
し
流
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
准
太
上
天
皇
に
相
応
し
い
配
偶

が
欠
け
て
い
る
、
と
い
う
新
た
な
状
況
も
み
ず
か
ら
招
い
た
。

藤
裏
葉
巻
初
で
、
雲
居
雁
の
結
婚
問
題
で
思
い
弱
っ
て
光
源
氏
・
夕
霧
方
に
折

れ
て
出
て
き
た
内
大
臣
に
関
し
て
、「
思
ふ
や
う
あ
り
て
も
の
し
給
へ
る
に
や
あ

ら
む
。
さ
も
進
み
も
の
し
給
は
ば
こ
そ
は
、
過
ぎ
に
し
か
た
の
け
う
な
か
り
し
恨

み
も
解
け
め
」
と
夕
霧
に
発
言
し
て
、
語
り
手
か
ら
「
…
と
、
の
給
ふ
御
心
お
ご

り
、
こ
よ
な
う
ね
た
げ
な
り
。」
と
批
評
さ
れ
て
い
た
光
源
氏
の
「
心
お
ご
り
」

は
、
そ
の
後
も
藤
裏
葉
巻
に
お
い
て
、
夕
霧
や
紫
上
な
ど
身
内
へ
の
教
誡
と
は
裏

腹
に
、
ま
ず
光
源
氏
自
身
に
そ
の
抑
制
が
求
め
ら
れ
な
が
ら
、
彼
の
内
部
で
無
意

識
に
は
頭
を
も
た
げ
て
、
そ
の
後
の
、
女
三
宮
の
降
嫁
受
け
入
れ
へ
と
流
れ
動
い

て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
若
菜
上
巻
以
後
の
末
の
世
の
「
衰
へ
」
は
、
光
源
氏
自
身

の
う
ち
に
胚
胎
す
る
。

付
記

本
稿
は
、
平
成
十
九
年
度
佛
教
大
学
教
育
職
員
研
修
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
）源
氏
物
語
の
本
文
は
、『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』
に
よ
る
。
ま
ま
諸
本
に
よ
り

校
訂
し
、
仮
名
遣
い
を
訂
し
、
活
用
語
尾
を
補
っ
た
。
踊
り
字
は
、
想
定
さ
れ
る

仮
名
に
直
し
た
。
漢
数
字
は
頁
数
。

２
）「
心
お
ご
り
」
を
問
題
と
す
る
文
脈
と
の
関
係
で
は
、
願
わ
し
い
状
態
を
さ
す

「
思
ふ
さ
ま
」
よ
り
は
、
意
に
任
せ
る
「
思
ふ
ま
ま
」
の
方
が
意
味
的
に
繫
が
る
。

山
崎
良
幸
他
『
源
氏
物
語
注
釈
六
』
四
二
六
頁
参
照
。

３
）座
田
司
氏
「
御
阿
礼
神
事
」『
神
道
史
研
究
』
８
｜
２
、
昭
和
三
五
年
。

４
）注

３
）座
田
論
文
と
、
真
弓
常
忠
「
御
阿
禮
考
」『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
14
、
昭

和
五
一
年
、
参
照
。

５
）『
源
氏
物
語
事
典
上
巻
』「
み
あ
れ
」
や
旧
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
本
の
補
注

二
四
六
、
小
山
利
彦
『
源
氏
物
語
宮
廷
行
事
の
展
開
』、
鈴
木
宏
昌
『
源
氏
物
語

と
平
安
朝
の
信
仰
』
は
、
下
社
の
御
生
神
事
（
御
蔭
祭
）
と
紫
上
の
み
あ
れ
詣
で

を
結
び
つ
け
て
い
る
。
紫
上
が
下
社
に
も
詣
で
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
が
、

「
み
あ
れ
山
」「
み
あ
れ
川
」「
み
あ
れ
野
」「
み
あ
れ
壇
」（『
菟
藝
泥
赴
』『
山
城

名
勝
志
』）
な
ど
の
地
名
が
伝
わ
る
上
社
を
ま
ず
こ
こ
で
は
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

な
お
、
益
田
勝
美
『
秘
儀
の
島
』「
久
遠
の
童
形
神
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６
）光
源
氏
は
、
政
治
面
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
無
常
を
認
識
す
る
一
方
、
女
性
関
係

に
お
い
て
は
、「
心
お
ご
り
」
と
言
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
玉
葛
の
処
遇
に
関
し

て
、「
か
く
ま
だ
世
馴
れ
ぬ
ほ
ど
の
わ
づ
ら
は
し
さ
こ
そ
、
心
苦
し
く
は
あ
り
け

れ
、
お
の
づ
か
ら
、
関
守
強
く
と
も
、
も
の
の
心
知
り
そ
め
、
い
と
ほ
し
き
思
ひ

な
く
て
、
わ
が
心
も
思
ひ
い
り
な
ば
、
し
げ
く
と
も
さ
は
ら
じ
か
し
、
と
お
ぼ
し

寄
」（
常
夏
八
三
八
）
っ
て
、
語
り
手
に
「
い
と
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
や
」
と

指
弾
さ
れ
た
り
、
そ
の
延
長
線
上
で
、
玉
葛
を
公
人
の
尚
侍
と
し
て
宮
仕
え
さ
せ

る
こ
と
の
裏
事
情
を
実
父
の
内
大
臣
に
推
測
さ
れ
る
な
ど
（
藤
袴
九
二
三
）、「
心

お
ご
り
」
に
際
ど
く
近
い
目
論
み
を
続
け
て
い
た
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
目
論
見
は
、

鬚
黒
に
よ
り
つ
ぶ
さ
れ
た
が
。

７
）大
島
本

河
内
本

は
、
こ
の
部
分
、「
す
べ
て
い
と
さ
た
め
な
き
世
な
れ
は
こ

そ
、
な
に
事
も
お
も
ふ
ま
ま
に
て
、
い
け
る
か
き
り
の
よ
を
す
く
さ
ま
ほ
し
け
れ

は
、
の
こ
り
給
は
む
す
ゑ
の
世
な
と
も
た
と
し
へ
な
き
お
と
ろ
へ
な
と
を
、
思
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は
ゝ
か
り
侍
れ
は
と
う
ち
か
た
ら
ひ
給
て
」
と
、
異
同
が
多
い
が
、「
思
ひ
は
ば

か
る
」
と
い
う
語
に
関
し
て
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
國
冬
本
も
、「
す
べ
て
い

と
さ
た
め
な
き
事
な
れ
は
こ
そ
、
な
に
事
も
お
も
ふ
ま
ゝ
に
て
す
く
さ
ま
ほ
し
け

れ
と
、
の
こ
り
給
は
む
す
ゑ
の
世
な
と
も
や
と
、
思
は
ゝ
か
ら
る
れ
、
な
と
、
う

ち
か
た
ら
ひ
き
こ
ゑ
給
て
、」
と
異
同
が
多
く
、
か
つ
条
件
形
式
で
は
な
い
が
、

同
じ
く
「
思
ひ
は
ば
か
る
」
で
あ
る
。

８
）麥
生
本
、
阿
里
莫
本
は
、
こ
の
あ
た
り
、「
す
べ
て
い
と
さ
た
め
な
き
世
な
れ
は

こ
そ
、
な
に
事
も
お
も
ふ
ま
ゝ
に
て
い
け
る
か
き
り
の
よ
な
れ
と
、
た
と
し
へ
な

き
お
と
ろ
へ
な
と
を
さ
へ

「
は
ゝ
か
ら
る
れ
は
」（
麥
）、「
は
ゝ
か
る
れ
は
」

（
阿
）

と
う
ち
か
た
ら
ひ
て
、」
と
な
っ
て
い
て
、「
思
ひ
は
ば
か
る
」「
思
ひ
は

か
る
」
で
は
な
く
、
ま
た
、
紫
上
に
関
わ
る
「
残
り
給
は
む
」
の
句
も
な
い
。

（
う
え
の

た
つ
よ
し

人
文
学
科
）

二
〇
〇
八
年
十
月
十
一
日
受
理

一
四

藤
裏
葉
巻
「
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な
ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」

（
上
野
辰
義
）




