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一
　
論
文
の
目
的
と
研
究
方
法

　
私
が
今
回
「
紫
式
部
の
人
物
評
価
と
考
え
」
に
つ
い
て
論
文
を

書
い
た
目
的
と
し
て
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
に
「
源
氏
物
語
の
作
者

以
外
の
女
房
と
し
て
の
紫
式
部
」
は
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
、
ど

う
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
知
り
た
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
紫
式
部
と
聞
く
と
『
源
氏
物
語
』
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が

多
く
、
私
も
作
者
自
身
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
人
物
評
価
が
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
読
み
解
く
こ
と
で
、

紫
式
部
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　
二
つ
目
に
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
彰
子
の
子
の
敦
成
親
王
の
誕

生
の
宮
中
の
様
子
だ
け
で
な
く
、
殿
上
人
や
女
房
な
ど
の
評
価
や

藤
原
道
長
と
の
関
係
性
が
書
か
れ
て
お
り
、
人
物
評
価
に
関
し
て

は
従
来
の
説
で
は
私
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

日
記
の
作
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
は
た
し
て
そ
う
で
あ
る
の
か
を

考
え
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
二
つ
の
目
的
を
研
究
す
る
た
め
に
、『
紫
式
部
日
記
』
を
読
み

解
い
て
、「
紫
式
部
の
歴
史
」「
紫
式
部
日
記
に
つ
い
て
」「
日
記

か
ら
見
る
人
物
評
価
の
違
い
」
と
い
う
三
つ
の
章
に
分
け
、
三
つ

目
の
人
物
評
価
の
違
い
に
つ
い
て
は
女
房
、
斎
宮
、
殿
上
人
、
藤

原
道
長
に
細
分
化
し
て
研
究
を
行
っ
た
。

二
　『
紫
式
部
日
記
』
と
は

　
研
究
結
果
を
述
べ
る
前
に
『
紫
式
部
日
記
』
に
つ
い
て
説
明
す

る
。『
紫
式
部
日
記
』
の
成
立
は
寛
弘
七
（
一
〇
一
〇
）
年
頃
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
代
は
藤
原
道
長
が
政
権
を
持
と
う
と

し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
は
確
定
で
は

な
く
、
複
数
あ
る
説
の
一
つ
で
あ
る
。
執
筆
の
経
緯
に
つ
い
て

は
、
道
長
の
娘
で
あ
る
中
宮
彰
子
が
妊
娠
五
ヶ
月
を
迎
え
た
こ
と

で
法
花
三
十
請
を
開
始
し
た
。
行
事
な
ど
は
従
来
、
男
性
に
よ
っ

て
漢
文
で
書
か
れ
て
い
た
が
、
女
性
の
た
め
に
仮
名
で
散
文
を
書
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く
事
が
で
き
た
紫
式
部
に
出
産
前
後
の
身
辺
の
諸
行
事
を
記
録
す

る
よ
う
に
命
じ
た
た
め
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
寛
弘
五

（
一
〇
〇
八
）
年
七
月
か
ら
二
年
後
の
正
月
ま
で
の
宮
廷
を
書
い

た
宮
廷
日
記
で
、
前
半
は
初
秋
の
土
御
門
邸
の
描
写
か
ら
書
か
れ

て
お
り
、
後
半
は
消
息
文
の
部
分
が
あ
り
、
紫
式
部
は
こ
の
文
体

で
人
物
評
価
を
記
し
て
い
る
。

三
　
紫
式
部
の
人
物
評
価
に
つ
い
て

　
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
女
房
、
斎
宮
、
殿
上
人
、
藤
原
道
長
だ

け
で
な
く
、
仕
え
て
い
た
中
宮
彰
子
の
性
格
や
そ
の
性
格
に
な
っ

た
原
因
と
そ
の
影
響
、
他
人
か
ら
見
た
紫
式
部
に
つ
い
て
も
次
に

よ
う
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

・
中
宮
彰
子
の
評
価

さ
る
は
、
宮
の
御
心
あ
か
ぬ
と
こ
ろ
な
く
、
ら
う
ら
う
し
く

心
に
く
く
お
は
し
ま
す
も
の
を
、
あ
ま
り
も
の
づ
つ
み
せ
さ

せ
た
ま
へ
る
御
心
に
、
何
と
も
い
ひ
出
て
じ
、
い
ひ
出
で
た

ら
む
も
、
う
し
ろ
や
す
く
恥
な
き
人
は
、
よ
に
か
た
い
も
の

を
お
ぼ
し
な
ら
ひ
た
り
。（
中
略
）
こ
と
に
ふ
か
き
用
意
な

き
人
の
、
所
に
つ
け
て
わ
れ
は
顔
な
る
が
、
な
ま
ひ
が
ひ
が

し
き
こ
と
ど
も
、も
の
の
を
り
に
い
ひ
い
だ
し
た
り
け
る
を
、

ま
だ
い
と
を
さ
な
き
ほ
ど
に
お
は
し
ま
し
て
、
世
に
な
う
か

た
は
な
り
と
聞
こ
し
め
し
お
ぼ
ほ
し
し
み
に
け
れ
ば
、
た
だ

こ
と
な
る
と
が
な
く
て
過
ぐ
す
を
、
た
だ
め
や
す
き
こ
と
に

お
ぼ
し
た
る
御
け
し
き
に
、
う
ち
児
め
い
た
る
人
の
む
す
め

ど
も
は
、
み
な
い
と
よ
う
か
な
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
た
る
ほ
ど

に
、
か
く
な
ら
ひ
に
け
る
と
ぞ
心
得
て
は
べ
る
。

（
現
代
語
訳
）

と
い
う
の
も
実
は
、
中
宮
様
の
御
心
は
何
一
つ
不
足
な
と
こ

ろ
も
な
く
、
全
て
に
行
き
届
い
て
奥
ゆ
か
し
く
お
い
で
で
す

が
、
あ
ま
り
に
内
気
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
御
心
に
は
進
ん
で
何

と
も
言
い
出
す
ま
い
、
た
と
え
言
い
出
し
て
も
気
づ
か
い
な

く
後
悔
し
な
い
で
す
む
よ
う
な
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
も
の

と
思
い
こ
ん
で
お
い
で
で
す
。（
中
略
）
と
り
わ
け
深
い
心

遣
い
が
な
い
人
で
こ
の
所
で
得
意
顔
に
な
っ
て
い
る
人
が
、

い
か
に
も
筋
が
通
ら
な
い
こ
と
を
も
の
の
折
り
に
言
い
出
し

た
の
を
ま
だ
と
て
も
幼
い
頃
で
い
ら
し
て
、
世
に
ま
た
と
な

い
酷
さ
と
お
聞
き
に
な
り
、
思
い
こ
ま
れ
て
い
る
た
め
、
た

だ
目
立
っ
た
欠
点
が
な
く
て
過
ご
す
の
を
無
難
な
こ
と
と
お

思
い
に
な
っ
て
い
ら
れ
る
、
そ
の
お
気
持
ち
に
、
い
さ
さ
か

子
供
っ
ぽ
い
娘
々
し
た
女
房
達
が
み
な
よ
く
お
仕
え
申
し
あ

げ
て
い
る
の
で
、
こ
ん
な
地
味
な
気
風
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た

の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
原
文
か
ら
紫
式
部
は
彰
子
の
性
格
を
内
気
な
性
格
だ
と
し
て
い

る
。
そ
の
原
因
と
し
て
安
易
に
目
立
つ
こ
と
は
酷
い
こ
と
だ
と
聞
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い
て
き
た
彰
子
は
、
悪
目
立
ち
し
な
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
良
い

こ
と
だ
と
思
い
こ
み
、
そ
の
気
持
ち
が
叶
う
よ
う
に
娘
々
し
い
女

房
が
仕
え
、
そ
の
環
境
に
慣
れ
た
た
め
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
彰

子
の
性
格
は
、た
だ
の
性
格
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、周
囲
の
人
々

に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
分
か
る
箇
所
が
あ
る

・
彰
子
の
性
格
の
影
響

さ
り
と
て
、
心
に
く
く
も
あ
り
は
て
ず
、
と
り
は
づ
せ
ば
、

い
と
あ
は
つ
け
い
こ
と
も
出
で
く
る
も
の
か
ら
、
な
さ
け
な

く
ひ
き
入
り
た
る
、
か
う
し
て
も
あ
ら
な
む
と
お
ぼ
し
の
た

ま
は
す
れ
ど
、
そ
の
な
ら
ひ
な
ほ
り
難
く
、
ま
た
、
今
よ
う

の
君
達
と
い
ふ
も
の
、
た
ふ
る
る
か
た
に
て
、
あ
る
か
ぎ
り

み
な
ま
め
な
人
な
り
。

（
現
代
語
訳
）

と
は
い
え
、
奥
ゆ
か
し
さ
ば
か
り
の
状
態
で
居
続
け
る
こ
と

も
で
き
ず
、
う
っ
か
り
す
れ
ば
、
非
常
に
落
着
き
に
欠
け
る

こ
と
も
出
て
く
る
も
の
の
、
風
情
も
な
く
引
き
こ
も
っ
て
お

り
、
中
宮
さ
ま
も
、
も
っ
と
積
極
的
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
お

思
い
に
な
り
、
お
口
に
も
出
さ
れ
る
の
で
す
が
、
女
房
達
の

控
え
目
な
風
習
は
な
お
り
に
く
く
、
ま
た
、
現
代
風
の
貴
族

の
息
子
と
い
う
の
も
、
こ
の
雰
囲
気
に
従
っ
て
、
こ
こ
に
い

る
間
は
み
な
実
直
な
人
ば
か
り
で
す
。

　
彰
子
の
内
気
で
控
え
目
な
性
格
は
、
女
房
達
に
奥
ゆ
か
し
さ
を

と
い
う
面
と
風
情
が
な
く
引
き
こ
も
り
が
ち
と
い
う
面
を
与
え
、

直
そ
う
と
し
て
も
直
り
に
く
い
ほ
ど
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

　
ま
た
、「
た
ふ
る
る
か
た
に
て
、
あ
る
か
ぎ
り
み
な
ま
め
な
人

な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
貴
族
達
は
女
房
の
控
え
目
な
雰

囲
気
に
従
っ
て
、
実
直
な
人
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
つ
ま
り
、
彰
子
の
性
格
は
女
房
だ
け
で
な
く
、
男
性
貴
族
に

ま
で
及
ん
で
お
り
、
彰
子
に
仕
え
て
い
た
紫
式
部
も
そ
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
彰
子
の
影
響
を
受
け
た
紫
式
部
は
ど
の
よ
う
な
人
物
評

価
を
行
っ
た
の
か
。
ま
ず
女
房
の
評
価
に
つ
い
て
述
べ
る
。

・
女
房
の
在
り
方

　
ま
ず
紫
式
部
は
女
房
全
体
の
評
価
を
し
た
上
で
、
良
い
女
房
と

悪
い
女
房
を
そ
れ
ぞ
れ
実
在
す
る
女
房
を
例
に
挙
げ
、
説
明
し
て

い
る
。
女
房
の
人
物
評
価
と
在
り
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

様
よ
う
、
す
べ
て
人
は
お
い
ら
か
に
、
少
し
心
お
き
て
の
ど

か
に
、お
ち
ゐ
ぬ
る
を
も
と
と
し
て
こ
そ
、ゆ
ゑ
も
よ
し
も
、

を
か
し
く
心
や
す
け
れ
。
も
し
は
、
色
め
か
し
く
あ
だ
あ
だ

し
け
れ
ど
、
本
性
の
人
が
ら
く
せ
な
く
、
か
た
は
ら
の
た
め

見
え
に
く
き
さ
ま
せ
ず
だ
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
に
く
う
は
は
べ
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る
ま
じ
。

（
現
代
語
訳
）

見
苦
し
く
な
い
、
全
て
の
女
性
は
穏
や
か
で
、
少
し
心
の
持

ち
方
も
の
ど
か
で
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
落
ち
着
い
て
い
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
こ
そ
、品
位
も
風
情
も
趣
深
く
安
心
で
す
。

も
し
く
は
、
色
っ
ぽ
く
浮
気
っ
ぽ
く
は
あ
る
け
ど
も
、
本
性

は
人
柄
は
癖
が
な
く
、
周
囲
の
人
に
も
付
き
合
い
に
く
い
様

子
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
さ
え
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
憎
く
は
な

ら
な
い
。

　

紫
式
部
は
引
用
文
で
見
苦
し
く
な
い
全
て
の
女
性
は
穏
や
か

で
、
少
し
心
の
持
ち
方
も
の
ど
か
で
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
落
ち
着

い
て
い
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
こ
そ
、
品
位
も
風
情
も
趣
深
い
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
に
余
裕
を
持
ち
、
本
来
の
人
柄
が
素
直

で
壁
を
感
じ
さ
せ
な
い
人
が
良
い
女
房
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
紫
式
部
が
挙
げ
た
良
い
女
房
の
例
が
赤
染

衛
門
で
あ
る
。
赤
染
衛
門
は
道
長
家
女
房
で
赤
染
時
用
の
娘
で
大

江
匡
衡
の
妻
で
あ
る
。
歌
人
と
し
て
も
中
古
三
十
六
歌
仙
の
一
人

に
名
を
連
ね
、『
栄
花
物
語
』
正
篇
の
作
者
と
さ
れ
て
い
る
。
紫

式
部
は
赤
染
衛
門
を
次
に
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

丹
波
の
守
の
北
の
方
を
ば
、
宮
、
殿
な
ど
の
わ
た
り
に
は
、

匡
衡
衛
門
と
ぞ
い
ひ
は
べ
る
。
こ
と
に
や
む
ご
と
な
き
ほ
ど

あ
ら
ね
ど
、
ま
こ
と
に
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
く
、
歌
詠
み
と
て
、
よ

ろ
づ
の
こ
と
つ
け
て
詠
み
ち
ら
さ
ね
ど
、
聞
こ
え
た
る
か
ぎ

り
は
、
は
か
な
き
を
ふ
り
ふ
し
の
こ
と
も
、
そ
れ
こ
そ
恥
ず

か
し
き
口
つ
き
に
は
べ
れ
。
や
や
も
せ
ば
、
腰
は
な
れ
ぬ
ば

か
り
折
れ
か
か
り
た
る
歌
を
詠
み
出
て
、
え
も
い
い
は
ぬ
よ

し
ば
み
ご
と
し
て
も
、
わ
れ
か
し
こ
に
思
ひ
た
る
人
、
に
く

く
も
い
と
ほ
し
く
も
お
ぼ
え
は
べ
る
わ
ざ
な
り
。

（
現
代
語
訳
）

丹
波
の
守
の
北
の
方
を
、
中
宮
様
や
殿
の
あ
た
り
で
は
匡
衡

衛
門
と
い
っ
て
い
ま
す
。
歌
は
格
別
に
す
ぐ
れ
て
い
る
ほ
ど

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
に
由
緒
あ
り
げ
で
、
歌
人
だ
か
ら

と
い
っ
て
何
事
に
つ
け
て
も
歌
を
詠
み
ち
ら
す
こ
と
は
し
ま

せ
ん
が
、
世
に
知
ら
れ
て
い
る
歌
は
み
な
、
ち
ょ
っ
と
し
た

折
の
歌
で
も
、
そ
れ
こ
そ
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
く
な
る
よ
う

な
詠
み
ぶ
り
で
す
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
ど
う
か
す
る
と
上

の
句
と
下
の
句
が
離
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
腰
折
れ
が
か
っ
た

歌
を
詠
み
出
し
て
、
何
と
も
い
え
ぬ
由
緒
あ
り
げ
な
こ
と
を

し
て
ま
で
も
、
自
分
こ
そ
上
手
な
歌
詠
み
だ
と
得
意
に
な
っ

て
い
る
人
は
、
憎
ら
し
く
も
ま
た
気
の
毒
に
も
思
わ
れ
る
と

い
う
も
の
で
す
。

　
紫
式
部
は
歌
に
関
し
て
は
特
に
優
れ
て
い
る
と
は
し
て
な
い
も

の
の
、
立
ち
振
る
舞
い
を
評
価
し
て
い
る
。「
ま
こ
と
に
ゆ
ゑ
ゆ
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ゑ
し
く
、
歌
詠
み
と
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
つ
け
て
詠
み
ち
ら
さ
ね

ど
」と
あ
る
よ
う
に
歌
を
詠
み
散
ら
か
さ
ず
、品
位
と
風
情
を
持
っ

て
い
る
と
し
て
い
る
。
赤
染
衛
門
は
紫
式
部
の
考
え
る
良
い
女
房

像
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
次
に
悪
い
女
房
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

わ
れ
は
と
、
く
す
し
く
な
ら
ひ
も
ち
、
け
し
き
こ
と
ご
と
し

く
な
り
ぬ
る
人
は
、
立
居
に
つ
け
て
、
わ
れ
用
意
せ
ら
る
る

ほ
ど
も
、
そ
の
人
に
は
目
と
ど
ま
る
。（
中
略
）
も
の
い
ひ

す
こ
し
う
ち
あ
は
ず
な
り
ぬ
る
人
と
、
人
の
う
へ
う
ち
お
と

し
め
つ
る
人
と
は
、
ま
し
て
耳
も
目
も
た
て
ら
る
る
わ
ざ
に

こ
そ
は
べ
る
べ
け
れ
。
人
の
く
せ
な
き
か
ぎ
り
は
、い
か
で
、

は
か
な
き
言
の
葉
を
も
聞
こ
え
じ
と
つ
つ
み
、
な
げ
の
情
つ

く
ら
ま
ほ
し
う
は
べ
り
。

（
現
代
語
訳
）

自
分
こ
そ
は
人
と
は
違
う
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
に
慣
れ
て

し
ま
っ
て
、
態
度
が
人
目
を
引
く
よ
う
に
派
手
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
人
は
、
立
ち
居
振
る
舞
い
に
つ
け
て
、
自
分
で
自
然

と
気
を
配
っ
て
い
る
時
で
も
、
そ
の
人
に
は
皆
の
目
が
と
ま

り
ま
す
。（
中
略
）
言
う
こ
と
が
少
し
ち
ぐ
は
ぐ
で
矛
盾
し

て
し
ま
う
人
と
、
人
の
こ
と
を
す
ぐ
に
け
な
し
て
し
ま
う
人

は
い
っ
そ
う
そ
の
人
の
言
う
こ
と
や
様
子
に
注
目
す
る
と
い

う
も
の
で
し
ょ
う
。
悪
い
癖
が
な
い
か
ぎ
り
は
何
と
か
し
て

批
判
す
る
よ
う
な
こ
と
を
少
し
で
も
言
わ
な
い
と
遠
慮
し
、

形
だ
け
の
好
意
を
か
け
て
あ
げ
た
い
気
持
ち
に
な
る
の
で

す
。

　
紫
式
部
は
悪
い
女
房
と
し
て
、
自
分
こ
そ
が
と
い
っ
た
態
度
を

取
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
人
、
言
う
こ
と
が
矛
盾
し
て
い
る

人
、
人
の
こ
と
を
貶
し
て
し
ま
う
人
が
悪
い
女
房
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。そ
の
例
と
し
て
和
泉
式
部
と
清
少
納
言
を
挙
げ
て
い
る
。

和
泉
式
部
は
越
前
守
大
江
雅
致
の
娘
で
あ
り
、
中
古
三
十
六
歌
仙

の
一
人
で
あ
る
。和
泉
式
部
も
中
宮
彰
子
の
元
に
出
仕
し
て
い
た
。

紫
式
部
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

和
泉
式
部
と
い
う
人
こ
そ
、お
も
し
ろ
う
書
き
か
は
し
け
る
。

さ
れ
ど
、
和
泉
は
け
し
か
ら
ぬ
か
た
こ
そ
あ
れ
。
う
ち
と
け

て
文
は
し
り
書
き
た
る
に
、
そ
の
か
た
の
才
あ
る
人
、
は
か

な
い
言
葉
の
、
に
ほ
ひ
も
見
え
は
べ
る
め
り
。
歌
は
、
い
と

を
か
し
き
こ
と
。
も
の
お
ぼ
え
、
う
た
の
こ
と
わ
り
、
ま
こ

と
の
歌
詠
み
ざ
ま
に
こ
そ
は
べ
ざ
ら
め
れ
、
口
に
ま
か
せ
た

る
こ
と
ど
も
に
、
か
な
ら
ず
を
か
し
き
一
ふ
し
の
、
目
に
と

ま
る
詠
み
そ
へ
は
べ
り
。（
中
略
）
恥
ず
か
し
げ
の
歌
詠
み

や
と
は
お
ぼ
え
は
は
べ
ら
ず
。

（
現
代
語
訳
）

和
泉
式
部
と
い
う
人
は
実
に
趣
深
く
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
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た
も
の
で
す
。
し
か
し
和
泉
に
は
感
心
し
な
い
面
が
あ
り
ま

す
。
気
軽
に
手
紙
を
走
り
書
き
し
た
場
合
、
そ
の
方
面
の
才

能
が
あ
る
人
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
に
も
色
艶
が
見
え
る

よ
う
で
す
。
和
歌
は
た
い
そ
う
趣
深
い
も
の
で
す
よ
。
で
も

古
歌
の
知
識
や
歌
の
理
論
な
ど
は
、
本
当
の
歌
よ
み
と
い
う

ふ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
が
、
口
に
ま
か
せ
て
詠
ん
だ
歌
な

ど
に
必
ず
興
あ
る
一
点
の
目
に
と
ま
る
も
の
が
詠
み
そ
え
て

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
の
歌
を
詠
む
人
で
も
、
他
人
の
詠
ん

だ
歌
を
非
難
し
た
り
批
評
し
た
り
し
て
い
る
の
は
、
さ
あ
、

そ
れ
ほ
ど
和
歌
に
精
通
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
す
。
口
を
つ

い
て
し
ぜ
ん
に
す
ら
す
ら
と
歌
が
詠
み
出
さ
れ
る
ら
し
い
、

と
思
わ
れ
る
た
ち
の
人
な
の
で
す
ね
。
こ
ち
ら
が
き
ま
り
が

悪
く
な
る
ほ
ど
の
す
ば
ら
し
い
歌
人
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

　
引
用
文
か
ら
紫
式
部
は
手
紙
の
や
り
取
り
か
ら
文
章
の
才
能
は

あ
る
と
し
て
い
る
が
、
歌
は
古
歌
の
知
識
も
な
く
頭
で
は
な
く
感

覚
で
詠
ん
で
い
る
と
し
、
素
晴
ら
し
い
歌
人
で
は
な
い
と
評
価
し

て
い
る
。

　
次
に
清
少
納
言
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
定
子
の
仕
え
た
女
房
で

代
表
的
な
作
品
と
し
て
『
枕
草
子
』
が
あ
る
。
紫
式
部
と
清
少
納

言
は
宮
仕
え
の
時
期
は
異
な
る
も
の
の
、
紫
式
部
に
と
っ
て
は
意

識
せ
ざ
る
お
え
な
い
存
在
で
あ
り
、
前
の
二
人
よ
り
も
厳
し
い
口

調
で
次
に
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。

清
少
納
言
こ
そ
、し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
侍
は
べ
り
け
る
人
。

さ
ば
か
り
さ
か
し
だ
ち
、
真
名
書
き
ち
ら
し
て
は
べ
る
ほ
ど

も
、よ
く
見
れ
ば
、ま
だ
い
と
た
ら
ぬ
こ
と
多
か
り
。
か
く
、

人
に
こ
と
な
ら
む
と
思
ひ
こ
の
め
る
人
は
、
か
な
ら
ず
見
劣

り
し
、行
末
う
た
て
の
み
は
べ
れ
ば
、艶
に
な
り
ぬ
る
人
は
、

い
と
す
ご
う
す
ず
ろ
な
る
を
り
も
、
も
の
の
あ
は
れ
に
す
す

み
、
を
か
し
き
こ
と
も
見
す
ぐ
さ
ぬ
ほ
ど
に
、
お
の
づ
か
ら

さ
る
ま
じ
く
あ
だ
な
る
さ
ま
に
も
な
り
に
は
べ
る
べ　
し
。

そ
の
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
人
の
は
て
、
い
か
で
か
は
よ
く
は
べ

ら
む
。

（
現
代
語
訳
）

清
少
納
言
は
実
に
得
意
顔
を
し
て
偉
そ
う
に
し
て
い
た
人
で

す
。
あ
れ
ほ
ど
賢
そ
う
に
漢
字
を
書
き
ち
ら
し
て
お
り
ま
す

程
度
も
、
よ
く
見
れ
ば
ま
だ
ひ
ど
く
た
り
な
い
点
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
人
よ
り
特
別
に
勝
れ
よ
う
と
思

い
、
ま
た
そ
う
ふ
る
ま
い
た
が
る
人
は
、
き
っ
と
後
に
は
見

劣
り
し
、
ゆ
く
ゆ
く
は
悪
く
ば
か
り
な
っ
て
ゆ
く
も
の
で
す

か
ら
、
い
つ
も
風
流
ぶ
っ
て
い
て
そ
れ
が
身
に
つ
い
て
し

ま
っ
た
人
は
、
ま
っ
た
く
寂
し
く
つ
ま
ら
な
い
時
で
も
、
し

み
じ
み
と
感
動
し
て
い
る
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
興
の
あ
る
こ

と
も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
う
ち
に
、
し
ぜ
ん
と
よ

く
な
い
浮
薄
な
態
度
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
浮
薄

な
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
の
行
く
末
が
、
ど
う
し
て
よ



－39－

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
紫
式
部
は
清
少
納
言
を
歌
を
詠
む
と
得
意
顔
、
つ
ま
り
自
慢
顔

し
て
偉
そ
う
に
す
る
人
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
知
識
が
ま
だ

ま
だ
足
り
な
い
の
に
漢
学
に
つ
い
て
利
口
ぶ
っ
て
勝
れ
て
い
る
印

象
を
見
せ
る
人
は
態
度
も
悪
く
な
っ
て
良
く
な
い
と
、
遠
回
し
に

清
少
納
言
を
酷
評
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
つ
ま
り
、
紫
式
部
は
ど
ん
な
に
他
人
か
ら
腹
立
た
し
い
こ
と
を

さ
れ
て
も
言
わ
れ
て
も
、
聞
い
て
も
見
て
も
そ
れ
に
対
し
て
表
情

や
言
動
を
表
に
出
さ
ず
に
心
の
奥
に
隠
し
て
お
け
る
か
が
紫
式
部

が
体
験
し
て
言
え
る
宮
中
の
女
房
（
女
性
）
の
在
り
方
だ
と
考
え

る
。

　
三
人
の
評
価
は
、
一
見
紫
式
部
の
私
情
が
含
ま
れ
た
評
価
に
見

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彰
子
の
性
格
や
サ
ロ
ン
の
雰
囲
気
の
影

響
を
強
く
受
け
た
評
価
だ
と
思
う
。
赤
染
衛
門
に
つ
い
て
は
、
紫

式
部
が
考
え
る
女
房
の
在
り
方
と
彰
子
の
性
格
と
サ
ロ
ン
の
雰
囲

気
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
良
い
女
房
と
し
て
挙
げ
ら
れ

た
と
考
え
る
。
逆
に
和
泉
式
部
に
つ
い
て
は
、
彰
子
が
和
歌
を
詠

む
際
に
感
覚
で
詠
む
の
で
は
な
く
、
知
識
を
取
り
入
れ
て
頭
で
考

え
て
詠
む
こ
と
か
ら
彰
子
に
合
わ
な
い
と
考
え
た
。　

　
清
少
納
言
は
、
自
分
の
知
識
を
見
せ
び
ら
か
す
な
ど
彰
子
の
性

格
だ
け
で
な
く
、紫
式
部
な
ど
の
彰
子
に
仕
え
る
女
房
と
し
て
も
、

宮
中
で
働
く
女
房
と
し
て
も
当
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

・
仕
え
る
人
の
違
い

　
前
文
で
紫
式
部
は
清
少
納
言
を
酷
評
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
人

は
似
て
い
る
点
が
あ
り
、天
皇
の
后
に
仕
え
て
い
る
こ
と
と
、『
枕

草
子
』『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
と
て
も
有
名
な
代
表
作
を
残
す

ほ
ど
の
文
章
力
と
知
識
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
れ
ま

で
に
紫
式
部
と
清
少
納
言
の
性
格
は
相
反
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ

は
仕
え
て
い
る
人
物
が
異
な
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
清

少
納
言
は
中
宮
定
子
に
仕
え
て
お
り
、
性
格
は
積
極
的
な
方
だ
っ

た
。し
か
し
紫
式
部
は
中
宮
彰
子
に
仕
え
、消
極
的
な
性
格
で
あ
っ

た
。
で
は
仕
え
る
人
が
ど
の
よ
う
な
ひ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
清
少

納
言
と
定
子
は
お
互
い
仲
睦
ま
じ
く
、
定
子
も
積
極
的
な
性
格
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
分
か
る
文
と
し
て
、『
枕
草
子
』
の
二
八
〇
に

次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
、

炭
櫃
に
火
お
こ
し
て
、
物
語
な
ど
し
て
あ
つ
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ

に
、「
少
納
言
よ
。
黄
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
仰
せ
ら

る
れ
ば
、御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ
ば
、

笑
は
せ
た
ま
ふ
。
人
々
も
「
さ
る
事
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ

げ
う
た
へ
そ
、
思
ひ
こ
ぞ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
な
ほ
こ
の
宮
の

人
に
は
さ
べ
な
き
め
り
」
と
言
ふ
。

（
現
代
語
訳
）

雪
が
た
い
へ
ん
深
く
降
り
積
も
っ
て
い
る
の
を
、
い
つ
も
の
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よ
う
で
も
な
く
、
御
格
子
を
お
下
ろ
し
し
た
ま
ま
で
、
炭
櫃

に
火
を
お
こ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
女
房
が
話
な
ど
を
し
て

集
っ
て
伺
候
し
て
い
る
と
、
中
宮
様
が
「
少
納
言
よ
。
黄
炉

峰
の
雪
は
ど
ん
な
で
あ
ろ
う
」
と
仰
せ
に
な
る
の
で
、
女
官

に
御
格
子
を
上
げ
さ
せ
て
、
御
簾
を
高
く
巻
き
上
げ
た
と
こ

ろ
、お
笑
い
あ
そ
ば
す
。
他
の
人
た
ち
も「
そ
の
詩
句
は
知
っ

て
お
り
、
歌
な
ど
に
ま
で
も
詠
み
込
む
の
だ
け
れ
ど
、
重
い

つ
き
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
は
り
、
こ
の
宮
に
お
仕
え
す

る
人
と
し
て
は
、そ
う
あ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
。」と
言
う
。

　
ま
ず
「
例
な
ら
ず
」
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
は
「
い
つ
も

の
よ
う
で
な
く
」
と
訳
さ
れ
、
つ
ま
り
普
段
は
上
げ
ら
れ
て
い
る

格
子
が
こ
の
時
は
下
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
定
子
が
雪
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
と
聞
き
、
清
少
納
言
は
格
子
と
御
簾
を
上
げ
て

雪
が
見
え
る
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
は
『
白
氏
文
集
』
の
「
黄
炉
峰
」

の
句
に
よ
っ
て
定
子
が
雪
を
見
た
い
と
い
う
考
え
を
察
知
し
、
行

動
す
る
か
を
見
た
試
験
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
定
子
は
合
格

と
い
う
よ
う
に
笑
い
、
周
り
に
い
た
他
の
女
房
も
定
子
に
仕
え
る

人
と
し
て
素
晴
ら
し
い
と
い
う
よ
う
に
褒
め
た
。
こ
の
場
面
か

ら
、
定
子
が
女
房
と
楽
し
げ
に
談
笑
し
な
が
ら
そ
の
中
で
黄
炉
峰

と
い
う
当
時
の
女
性
の
教
養
で
は
な
い
漢
学
の
知
識
を
示
す
こ
と

で
、
よ
り
二
人
の
距
離
が
縮
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
『
枕

草
子
』を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
場
面
で
は
た
く
さ
ん
の
紙
を
貰
い
、

定
子
が
何
を
書
い
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
と
言
っ
た
の
で
、
清

少
納
言
が
枕
で
す
ね
と
言
っ
た
ら
、
だ
っ
た
ら
こ
の
紙
あ
げ
る
と

し
て
、
清
少
納
言
が
書
き
手
に
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
は
定
子
と
清
少
納
言
は
お
互
い
に
信
頼
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

　
さ
ら
に
主
人
の
性
格
が
清
少
納
言
の
性
格
に
関
係
し
て
い
る
と

分
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
し
て
、
次
の
文
が
あ
る
。

御
方
々
、
君
達
、
上
人
な
ど
、
御
前
に
人
い
と
お
ほ
く
候
へ

ば
、
廂
の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
女
房
と
物
語
な
ど
し
て
ゐ
だ

る
に
、
物
を
投
げ
給
は
せ
た
る
、
あ
け
て
み
た
れ
ば
、「
思

ふ
べ
し
や
い
な
や
。
人
、
第
一
な
ら
す
は
い
か
に
」
と
書
か

せ
た
ま
へ
り
。
御
前
に
て
物
語
な
ど
す
る
つ
い
で
に
も
、「
す

べ
て
人
に
一
に
思
は
す
れ
ば
、
何
に
か
は
せ
む
。
た
だ
い
み

じ
う
な
か
な
か
に
く
ま
れ
、あ
し
う
せ
ら
れ
て
あ
ら
む
。
ニ
、

三
に
て
は
死
ぬ
と
も
あ
ら
じ
。
一
に
て
を
あ
ら
む
」
な
ど
言

へ
ば
、「
一
乗
の
法
ⅰ
な
り
」
な
ど
人
々
も
笑
ふ
事
の
筋
な
め

り
。
筆
、紙
な
ど
給
は
せ
た
れ
ば
、「
九
品
蓮
台
ⅱ
の
間
に
は
、

下
品
と
い
ふ
と
も
」
な
ど
、
書
き
て
ゐ
ら
せ
た
れ
ば
、「
む

げ
に
思
ひ
く
ん
じ
に
け
り
。
い
と
わ
ろ
し
。
言
ひ
と
ぢ
め
つ

る
こ
と
は
、
さ
て
こ
そ
あ
ら
め
」
と
の
た
ま
は
す
。「
そ
れ

は
人
に
し
た
が
ひ
て
こ
そ
」
と
申
せ
ば
、「
し
が
わ
ろ
き
ぞ

か
し
。
第
一
の
人
に
、ま
た
一
に
思
は
れ
む
と
こ
そ
思
は
め
」

と
仰
せ
ら
る
る
い
と
を
か
し
。
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（
現
代
語
訳
）

お
身
内
の
方
々
、
若
君
た
ち
、
殿
上
人
な
ど
、
御
前
に
人
が

と
て
も
大
勢
伺
候
し
て
い
る
の
で
、
廂
の
間
の
柱
に
寄
り
か

か
っ
て
、
女
房
と
話
な
ど
を
し
て
座
っ
て
い
る
と
、
中
宮
様

が
物
を
投
げ
て
お
与
え
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
を
あ
け
て
見
た

と
こ
ろ
、「
そ
な
た
を
か
わ
い
が
る
の
が
よ
い
か
、
そ
れ
と

も
い
や
か
。
人
が
第
一
番
で
な
い
な
ら
ば
ど
う
思
う
か
」
と

お
書
き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
御
前
に
お
い
て
話
な
ど

を
す
る
時
、
話
の
つ
い
で
に
も
、「
万
事
、
人
に
第
一
番
に

か
わ
い
が
ら
れ
る
の
で
な
く
て
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

た
だ
か
え
っ
て
ひ
ど
く
ひ
く
ま
れ
、
悪
く
扱
わ
れ
る
ほ
う
が

い
い
。
二
番
三
番
で
は
、
死
ん
で
も
、
い
や
だ
。
第
一
番
で

ど
う
し
て
も
あ
り
た
い
」
な
ど
と
言
う
の
で
、「
そ
れ
は
ど

う
や
ら
、〝
一
乗
の
法
〟
と
い
っ
た
と
こ
ろ
ね
」
な
ど
と
女

房
た
ち
も
笑
う
、
あ
の
話
の
筋
で
あ
る
よ
う
だ
。
筆
と
紙
な

ど
を
下
ろ
し
に
な
っ
た
の
で
、「
九
品
蓮
台
の
間
に
入
れ
る

な
ら
、
た
と
え
下
品
で
あ
っ
て
も
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
」
な

ど
を
書
い
て
さ
し
あ
げ
た
と
こ
ろ
が
、「
ひ
ど
く
意
気
地
が

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
ね
。
こ
れ
は
よ
く
な
い
。
い
っ
た

ん
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
で
こ
そ
押
し

通
す
の
が
よ
い
」
と
仰
せ
あ
そ
ば
す
。「
そ
れ
は
相
手
に
よ

り
ま
し
て
こ
そ
」
と
申
し
あ
げ
る
と
、「
そ
れ
が
よ
く
な
い

第
一
番
の
人
に
、
ま
た
第
一
番
に
思
わ
れ
よ
う
と
こ
そ
思
う

の
が
よ
い
」
と
仰
せ
に
な
る
い
の
は
、
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ

い
。

　
ま
ず
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
定
子
が
清
少
納
言
に
物
（
手
紙
）

を
投
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
場
に
は
定
子
と
清
少
納
言

だ
け
で
な
く
、
若
君
や
殿
上
人
な
ど
た
く
さ
ん
の
貴
族
が
い
た

が
、
定
子
は
投
げ
る
と
い
う
方
法
で
渡
し
た
。
こ
の
動
作
だ
け
で

も
定
子
の
性
格
が
垣
間
見
え
る
が
、
さ
ら
に
手
紙
に
は
一
番
に
か

わ
い
が
ら
れ
た
い
か
、
い
や
か
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
清
少
納
言

は
第
一
番
に
可
愛
が
ら
れ
た
い
も
の
の
、
中
宮
様
に
か
わ
い
が
ら

れ
る
の
で
あ
れ
ば
二
番
三
番
で
も
い
い
と
返
し
た
。
主
人
に
仕
え

る
立
場
で
あ
る
清
少
納
言
と
し
て
は
、
普
通
の
返
答
だ
ろ
う
。
し

か
し
定
子
は
「
私
に
清
少
納
言
が
第
一
番
だ
と
思
わ
れ
よ
う
と
思

う
こ
と
が
大
事
だ
」
と
言
っ
た
。
つ
ま
り
、
定
子
は
清
少
納
言
が

第
一
番
で
あ
る
、
ま
た
は
そ
れ
に
値
す
る
く
ら
い
気
に
入
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
定
子
の
言
葉
か
ら
積
極
性
と
自
信
が
感
じ

ら
れ
る
。
清
少
納
言
は
と
て
も
興
味
深
い
と
し
て
お
り
、
よ
り
定

子
の
虜
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
定
子
の
第
一
番

に
な
る
た
め
に
も
よ
り
頑
張
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
決
意

を
持
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
、「
一
乗
の
法
」
と
「
九
品
蓮
台
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
『
法
華
経
』
と
『
和
漢
朗
詩
集
・
仏
事
慶
滋

保
胤
』
か
ら
き
て
お
り
、
仏
教
、
宗
教
に
関
す
る
書
物
で
あ
る
。

定
子
に
仕
え
る
女
房
た
ち
は
和
歌
だ
け
で
な
く
仏
教
や
宗
教
に
関

わ
る
書
物
や
知
識
を
持
っ
て
応
用
ま
で
で
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
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定
子
と
清
少
納
言
、
彰
子
と
紫
式
部
を
比
較
し
て
み
る
と
陽
と

陰
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
主
人
の
性
格
に
よ
っ
て
、
仕
え
る
女

房
の
性
格
は
考
え
、
行
動
が
だ
け
で
な
く
、
そ
の
サ
ロ
ン
の
雰
囲

気
ま
で
も
が
変
化
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

・
斎
院
と
斎
院
の
女
房
の
評
価
と
違
い

　
紫
式
部
は
三
人
の
女
房
を
取
り
上
げ
て
、彰
子
に
仕
え
る
女
房
、

宮
中
に
仕
え
る
女
房
の
在
り
方
を
説
明
し
、
和
歌
の
深
い
知
識
や

目
立
と
う
と
せ
ず
、品
位
と
風
情
が
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
し
た
。

そ
の
考
え
を
持
つ
紫
式
部
は
他
の
主
人
や
女
房
を
ど
の
よ
う
に
見

て
い
た
の
か
。
日
記
で
は
斎
院
と
そ
の
女
房
で
斎
院
長
官
源
為
理

の
娘
の
中
将
の
君
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

文
書
き
に
も
あ
れ
、「
歌
な
ど
の
を
か
し
か
ら
む
は
、
わ
が

院
よ
り
ほ
か
に
、
誰
か
見
知
り
た
ま
ふ
人
の
あ
ら
む
。
世
に

を
か
し
き
人
の
生
ひ
い
で
は
、
わ
が
院
に
み
こ
そ
御
覧
じ
知

る
べ
け
れ
」
な
ど
ぞ
は
べ
る
。

（
現
代
語
訳
）

例
え
手
紙
の
文
面
に
も
せ
よ
、「
和
歌
な
ど
の
趣
の
あ
る
も

の
は
、
わ
が
斎
院
様
よ
り
ほ
か
に
誰
が
よ
く
お
見
分
け
に
な

り
方
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
世
の
中
に
情
緒
豊
か
な
女
性
が
生

ま
れ
出
る
と
す
れ
ば
、
わ
が
斎
院
様
こ
そ
が
き
っ
と
お
見
分

け
な
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。」
な
ど
と
あ
り
ま
す
。

　
紫
式
部
は
引
用
文
の
よ
う
斎
院
誇
示
を
、
一
応
は
認
め
た
上
で

次
の
よ
う
に
斎
院
と
中
将
の
君
を
評
価
し
て
い
る
。

わ
が
か
た
ざ
ま
の
こ
と
を
さ
し
も
い
は
ば
、
斎
院
よ
り
も
出

て
き
た
る
歌
の
、
す
ぐ
れ
て
よ
し
と
見
ゆ
る
も
こ
と
に
は
べ

ら
ず
。（
中
略
）
さ
ぶ
ら
ふ
人
を
く
ら
べ
て
い
ど
ま
む
に
は
、

こ
の
見
た
ま
ふ
る
わ
た
り
の
人
に
、
か
な
ら
ず
し
も
か
れ
は

ま
さ
ら
じ
を
、
つ
ね
に
入
り
た
ち
て
見
る
人
も
な
し
、
を
か

し
き
夕
月
夜
、
ゆ
ゑ
あ
る
有
明
、
花
の
た
よ
り
、
ほ
と
と
ぎ

す
の
た
づ
ね
ど
こ
ろ
に
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
院
は
い
と
御
心
の

ゆ
ゑ
お
は
し
て
、
所
の
さ
ま
は
い
と
世
は
な
れ
、
か
ん
さ
び

た
り
。

（
現
代
語
訳
）

自
分
の
ほ
う
の
こ
と
を
そ
れ
ほ
ど
誇
っ
て
言
う
の
な
ら
ば
、

斎
院
が
た
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
歌
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
す

ぐ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
に
も
別
に
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）

も
し
も
お
仕
え
し
て
い
る
女
房
を
比
べ
て
優
劣
を
競
う
と
す

れ
ば
、
私
が
い
つ
も
見
て
お
り
ま
す
中
宮
様
周
辺
の
人
た
ち

に
必
ず
し
も
斎
院
が
た
は
勝
っ
て
お
り
ま
せ
ん
も
の
を
、
何

分
斎
院
が
た
は
い
つ
も
内
部
ま
で
立
ち
入
っ
て
見
て
い
る
人

も
い
な
い
し
、
た
ま
に
趣
深
い
夕
月
夜
と
か
、
風
情
あ
る
有

明
方
と
か
、
花
見
の
つ
い
で
や
ほ
と
と
ぎ
す
の
忍
び
音
の
尋
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ね
所
と
し
て
出
か
け
て
み
る
と
、
斎
院
さ
ま
は
ま
こ
と
に
趣

味
豊
か
な
お
心
が
お
あ
り
で
、
御
所
の
様
子
は
た
い
へ
ん
浮

世
離
れ
が
し
て
神
々
し
い
感
じ
で
す
。

　
中
将
の
君
は
斎
院
の
こ
と
を
一
番
で
あ
る
と
褒
め
た
た
え
て
い

る
が
、
紫
式
部
に
は
そ
う
は
見
え
て
い
な
い
。
紫
式
部
の
評
価
と

し
て
、
斎
院
の
女
房
達
が
詠
む
歌
は
優
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
仕

え
て
い
る
女
房
達
を
比
べ
て
も
彰
子
側
の
女
房
の
方
が
勝
れ
て
い

る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彰
子
ま
た
は
彰
子
の
女
房
が
と
て
も

優
れ
て
い
る
と
は
っ
き
り
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
日
記
に

は
斎
院
の
女
房
が
若
作
り
を
し
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
、
歌
も
頭

で
し
っ
か
り
考
え
て
詠
む
の
で
は
な
く
、
自
分
の
嗜
好
の
ま
ま
読

ん
で
い
る
た
め
誰
で
も
斎
院
の
女
房
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
女
房
に
な

れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
紫
式
部
は
斎
院
や
斎
院
の
女
房
に
対
し
て
酷
評
し
、
そ
れ
を
残

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

・
男
性
貴
族
（
殿
上
人
）
の
評
価

　
紫
式
部
は
男
性
貴
族
に
対
し
て
も
、
宮
中
行
事
の
際
の
行
動
か

ら
様
々
な
対
応
、
評
価
を
し
て
い
る
。
こ
れ
を
二
つ
の
場
面
か
ら

説
明
し
て
い
く
。

（
一
）
暮
れ
て
、
月
い
と
お
も
し
ろ
き
に
、
宮
の
亮
、
女
房
に
あ

ひ
て
、
と
り
わ
き
た
る
よ
ろ
こ
び
も
啓
せ
さ
せ
む
と
に
や
あ

ら
む
、
妻
戸
の
わ
た
り
も
御
湯
殿
の
け
は
ひ
に
濡
れ
、
人
の

音
も
せ
ざ
り
け　
れ
ば
、
こ
の
渡
殿
の
東
の
つ
ま
な
る
宮
の

内
侍
の
局
に
立
ち
寄
り
て
、「
こ
こ
に
や
」と
案
内
ｓ
た
ま
ふ
。

宰
相
は
中
の
間
に
寄
り
て
、
ま
だ
さ
さ
ぬ
格
子
を
上
押
し
上

げ
て
、「
お
は
す
や
」
な
ど
あ
れ
ど
、出
て
ぬ
に
、大
夫
の
「
こ

こ
に
や
」
と
の
た
ま
ふ
に
さ
へ
、
聞
き
し
の
ば
む
も
こ
と
ご

と
し
き
や
う
な
れ
ば
、
は
か
な
き
い
ら
へ
な
ど
す
。
い
と
思

ふ
こ
と
な
げ
な
る
御
け
し
き
ど
も
な
り
。「
わ
が
御
い
ら
へ

は
せ
ず
、
大
夫
を
心
こ
と
に
も
て
な
し
き
こ
ゆ
。
こ
と
わ
り

な
が
ら
わ
ろ
し
。
か
か
る
と
こ
ろ
に
上
﨟
の
け
ぢ
め
、
い
た

う
は
分
く
も
の
か
」
と
、
あ
は
め
た
ま
ふ
、「
今
日
の
た
ふ

と
さ
」
な
ど
、
声
を
か
し
う
う
た
ふ
。

夜
ふ
く
る
ま
ま
に
、
月
い
と
明
か
し
。「
格
子
の
い
ぐ
う
た

も
と
取
り
さ
け
よ
」
と
せ
め
た
ま
へ
ど
、
い
と
く
だ
り
て
上

達
部
の
居
た
ま
は
む
も
、
か
か
る
所
と
い
ひ
な
が
ら
、
か
た

は
ら
い
た
し
、
若
や
か
な
る
人
こ
そ
、
も
の
の
ほ
ど
知
ら
ぬ

や
う
に
あ
だ
へ
た
る
も
罪
ゆ
る
さ
る
れ
、
な
に
か
、
あ
ざ
れ

ば
ま
し
と
思
へ
ば
、
は
な
た
ず
。

（
現
代
語
訳
）

日
が
暮
れ
て
月
が
ま
こ
と
に
風
情
が
あ
る
こ
ろ
に
、
中
宮
の

亮
が
、
誰
か
女
房
に
あ
っ
て
、
特
別
に
位
が
あ
が
っ
た
お
礼

で
も
中
宮
さ
ま
に
啓
上
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、

妻
戸
の
あ
た
り
も
、
若
宮
の
お
産
湯
を
お
つ
か
い
の
様
子
で
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湯
気
に
濡
れ
て
、
人
音
も
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
ち
ら
の
渡

り
廊
下
の
東
の
端
に
あ
る
宮
の
内
侍
の
部
屋
に
立
ち
寄
っ

て
、「
こ
こ
に
お
い
で
で
す
か
」
と
声
を
お
か
け
に
な
る
。

さ
ら
に
宰
相
は
私
の
い
る
中
の
間
に
よ
っ
て
、
ま
だ
桟
の
さ

し
て
い
な
い
蔀
格
子
の
上
側
を
押
し
上
げ
て
、「
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
か
」
な
ど
言
わ
れ
た
が
、出
て
い
か
な
い
で
い
る
と
、

今
度
は
中
宮
の
大
夫
が
、「
こ
こ
に
お
い
で
で
す
か
」
と
お
っ

し
ゃ
る
、
そ
れ
ま
で
も
聞
か
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
の
も
、

も
っ
た
い
ぶ
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
返
事

な
ど
を
す
る
。
お
二
人
と
も
、
ま
っ
た
く
、
何
の
物
思
い
も

な
い
よ
う
な
ご
様
子
で
あ
る
。
宰
相
は
、「
私
へ
の
ご
返
事

は
な
さ
ら
な
い
で
お
い
て
、
大
夫
を
特
別
に
ご
待
遇
な
さ
る

な
ん
て
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
す
が
、
よ
く
な
い
で
す
な
。

こ
ん
な
私
的
な
と
こ
ろ
に
、
上
官
と
の
差
別
を
は
っ
き
り
つ

け
る
な
ん
て
あ
り
ま
す
か
」
と
、
お
と
が
め
に
な
る
。
そ
し

て
「
今
日
の
尊
さ
…
…
」
な
ど
と
、
催
馬
楽
を
い
い
声
で
お

謡
い
に
な
る
。

夜
が
更
け
る
に
つ
れ
て
、
月
が
と
て
も
明
る
い
。「
格
子
の

下
を
と
り
は
ず
し
な
さ
い
よ
」
と
、
お
二
人
は
お
責
め
に
な

る
け
れ
ど
も
、
ひ
ど
く
品
格
を
下
げ
て
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
公

卿
が
た
が
座
り
こ
ま
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
私
的
な
場
所

と
は
い
う
も
の
の
、
や
は
り
み
っ
と
も
な
い
。
年
若
い
人
な

ら
ば
も
の
の
道
理
を
わ
き
ま
え
な
い
よ
う
に
た
わ
む
れ
て
い

て
も
、
大
目
に
見
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
私
が
何

で
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
不
謹
慎
な
こ
と
だ
と
思
う

の
で
、
下
格
子
は
と
り
は
ず
さ
な
い
で
い
る
。

　
こ
の
場
面
は
二
人
の
男
性
貴
族
が
紫
式
部
の
部
屋
に
来
て
声
を

掛
け
て
い
る
場
面
で
あ
る
。紫
式
部
は
二
人
の
男
性
貴
族
か
ら「
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
て
も
、
出
て
い
か
な
か
っ
た

り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
返
事
を
し
た
。
男
性
貴
族
達
は
夜
が
明
け
て

き
て
も
部
屋
の
前
に
座
り
続
け
て
、
格
子
を
は
ず
せ
と
い
う
よ
う

に
責
め
て
い
た
。紫
式
部
は
こ
れ
ら
の
行
動
に
対
し
、若
い
人
だ
っ

た
ら
大
目
に
見
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
み
っ
と

も
な
く
不
謹
慎
だ
と
し
て
、
格
子
を
外
さ
な
か
っ
た
。
二
つ
目
に

十
一
月
一
日
の
敦
成
親
王
の
御
五
十
日
の
祝
い
の
出
来
事
で
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
二
）
左
衛
門
の
督
、「
あ
な
か
し
こ
。
こ
の
わ
た
り
に
、
わ
か

む
ら
さ
き
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
う
か
が
ひ
た
ま
ふ
。
源
氏
に
似

る
べ
き
人
も
見
え
た
ま
は
ぬ
に
、
か
の
上
は
、
ま
い
て
い
か

で
も
の
し
た
ま
は
む
と
、
聞
き
ゐ
た
り
。

（
現
代
語
訳
）

藤
原
公
任
が
、「
失
礼
で
す
が
、
こ
の
辺
り
に
、
若
紫
は
お

い
で
で
し
ょ
う
か
」
と
お
覗
き
に
な
る
。
光
源
氏
に
似
て
い

そ
う
な
人
も
見
え
な
い
の
に
、
か
の
紫
の
上
が
ど
う
し
て
こ

こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
で
す
か
と
思
っ
て
、
私
は
聞
き
流
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し
て
い
た
。

　
こ
の
場
面
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
出
る
若
紫
と
若
く
な
い
紫

式
部
と
い
う
「
若
い
紫
」
の
二
つ
の
意
味
を
含
め
た
も
の
で
、
か

ら
か
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
紫
式
部
は
こ
の
行
動
に
対
し
て
、

聞
き
流
す
と
い
う
対
応
を
と
り
、
相
手
に
し
な
か
っ
た
。

　
二
つ
の
場
面
か
ら
、
返
事
し
な
か
っ
た
り
、
格
子
と
取
り
外
さ

な
か
っ
た
り
す
る
な
ど
の
対
応
を
し
て
お
り
、
紫
式
部
が
男
性
貴

族
に
対
し
良
い
印
象
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で

も
彰
子
の
品
位
に
欠
け
る
行
動
す
る
人
は
良
く
な
い
と
い
う
考
え

が
評
価
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

・
藤
原
道
長
に
対
す
る
対
応
と
評
価

　
紫
式
部
は
藤
原
道
長
の
評
価
も
記
し
て
い
る
。
紫
式
部
は
中
宮

彰
子
の
女
房
だ
っ
た
が
、
仕
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
人
物
が
藤

原
道
長
で
あ
っ
た
。
紫
式
部
が
彰
子
の
女
房
に
な
っ
た
理
由
と
し

て
紫
式
部
の
文
学
的
な
才
能
と
深
い
教
養
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
藤
原
道
長
は
娘
を
天
皇
の
后
に
し
て
天
皇
家
に
近
づ
く
こ
と

で
政
治
の
実
権
を
握
り
た
い
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

に
は
高
度
な
教
養
と
文
学
の
知
識
が
必
要
で
あ
り
、
紫
式
部
を
女

房
に
し
た
。
親
族
と
し
て
も
主
従
関
係
と
し
て
も
深
い
関
わ
り
が

あ
る
藤
原
道
長
を
紫
式
部
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
。

二
つ
の
場
面
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
。

（
一
）
渡
殿
の
戸
口
の
局
に
見
い
だ
せ
ば
、
ほ
の
う
ち
き
り
た
る

あ
し
た
の
露
も
ま
だ
落
ち
ぬ
に
、
殿
あ
り
か
せ
た
ま
ひ
て
、

御
随
身
召
し
て
、
遣
水
は
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
橋
の
南
な
る
を

み
な
へ
し
の
い
み
じ
う
さ
か
り
な
る
を
、
一
枝
折
ら
せ
た
ま

ひ
て
、几
帳
の
上
よ
り
さ
し
の
ぞ
か
せ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
の
、

い
と
恥
づ
か
し
げ
な
る
に
、
わ
が
朝
が
ほ
の
思
ひ
し
ら
る
れ

ば
、「
こ
れ
、
お
そ
く
て
は
わ
ろ
か
ら
む
」
と
の
た
ま
は
す

る
に
こ
と
つ
け
て
、
硯
に
も
と
に
よ
り
ぬ
。

を
み
な
へ
し
さ
か
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
わ
き
け
る
身

こ
そ
知
ら
る
れ	

紫
式
部

　
「
あ
な
疾
」
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
硯
召
し
い
づ
。

白
露
は
わ
き
て
も
お
か
じ
を
み
な
へ
し
こ
こ
ろ
か
ら
に
や
色

の
染
む
ら
む	

道
長

（
現
代
語
訳
）

渡
り
廊
下
の
戸
口
の
そ
ば
に
あ
る
私
の
部
屋
で
庭
の
方
を
眺

め
や
る
と
、
う
っ
す
ら
と
霧
が
か
か
っ
た
朝
の
葉
末
の
露
も

ま
だ
落
ち
な
い
こ
ろ
な
の
に
、殿
は
お
庭
を
歩
き
回
ら
れ
て
、

御
随
身
を
お
呼
び
に
な
っ
て
遣
水
の
と
ど
こ
お
り
を
お
除
か

せ
に
な
る
。
や
が
て
渡
殿
の
橋
の
南
側
に
咲
い
て
い
る
女
郎

花
の
花
の
真
っ
盛
り
な
の
を
一
枝
お
折
に
な
っ
て
、
そ
れ
を



－46－

私
の
部
屋
の
几
帳
越
し
に
上
か
ら
さ
し
か
ざ
さ
れ
る
、
そ
の

お
姿
の
、
ま
こ
と
に
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
ご
立

派
な
の
に
引
き
か
え
て
、
私
の
寝
起
き
の
顔
の
見
苦
し
さ
が

思
い
知
ら
れ
る
の
で
、「
こ
の
花
の
歌
、
遅
く
な
っ
て
は
よ

く
な
い
だ
ろ
う
な
」
と
、
殿
が
仰
せ
ら
れ
た
の
を
よ
い
こ
と

に
し
て
、
硯
の
そ
ば
へ
に
じ
り
寄
っ
た
。

お
み
な
え
し
の
露
を
含
ん
で
今
の
盛
り
の
美
し
い
色
を
見

ま
し
た
ば
か
り
に
、
露
が
分
け
へ
だ
て
を
し
て
置
い
て
く

れ
な
い
盛
り
を
過
ぎ
た
こ
の
身
の
上
が
、
つ
く
づ
く
と
思

い
知
ら
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す	

紫
式
部

「
お
お
、
早
い
こ
と
」
と
に
っ
こ
り
さ
れ
て
、
殿
は
硯
を
お
取

り
寄
せ
に
な
る
。

白
露
は
な
に
も
分
け
へ
だ
て
を
し
て
置
い
て
い
る
わ
け
で

は
あ
る
ま
い
。
お
み
な
え
し
が
美
し
い
色
に
染
ま
っ
て
い

る
の
は
、
自
分
が
美
し
く
な
ろ
う
と
す
る
心
だ
て
か
ら
で

あ
ろ
う
よ	

　
道
長

　
こ
の
場
面
は
藤
原
道
長
が
女
郎
花
の
花
を
紫
式
部
の
几
帳
に
か

ざ
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
和
歌
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
紫
式
部

は
盛
り
の
女
郎
花
に
比
べ
て
自
分
の
容
貌
が
衰
え
て
い
る
こ
と
を

と
て
も
立
派
な
藤
原
道
長
の
情
愛
を
「
露
」
と
し
て
詠
ん
だ
も
の

で
、藤
原
道
長
の
情
愛
が
分
け
隔
て
を
し
て
盛
り
も
な
い
自
分（
紫

式
部
）
に
は
置
か
れ
な
い
こ
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
と
嘆
い
て
い
る

和
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
藤
原
道
長
は
女
郎
花
が
美
し
く

染
ま
っ
て
い
る
の
は
、美
し
く
な
ろ
う
と
す
る
心
が
あ
る
か
ら
で
、

心
の
持
ち
よ
う
だ
と
返
歌
し
た
。
こ
の
や
り
取
り
は
主
人
と
女
房

以
上
の
関
係
性
と
即
興
の
歌
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
日
常
的
に

女
房
と
し
て
即
興
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
二
）
源
氏
物
語
、
御
前
に
あ
る
を
、
殿
の
御
覧
じ
て
、
例
の
す

ず
ろ
ご
と
ど
も
出
て
き
た
る
つ
い
で
に
、
梅
の
し
た
に
敷
か

れ
た
る
紙
に
か
か
せ
た
ま
へ
る
。

す
き
も
の
と
名
し
て
立
て
れ
ば
見
る
人
の
折
ら
で
過
ぐ
る

は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ	

道
長

　
た
ま
は
せ
れ
ば
、

「
人
に
ま
だ
折
ら
れ
ぬ
も
の
を
だ
れ
か
こ
の
す
き
も
の
ぞ

と
は
口
な
ら
し
け
む	

紫
式
部

　
　
　
め
ざ
ま
し
う
」
と
聞
こ
ゆ
。

（
現
代
語
訳
）

『
源
氏
の
物
語
』
が
中
宮
さ
ま
に
御
前
に
あ
る
の
を
、
殿
が

ご
覧
に
な
っ
て
、
い
つ
も
の
ご
冗
談
な
ど
も
お
っ
し
ゃ
り
だ
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さ
れ
た
つ
い
で
に
、
梅
の
実
の
下
に
敷
か
れ
て
あ
る
紙
に
お

書
き
に
な
る
。

そ
な
た
は
浮
気
者
と
い
う
こ
と
で
評
判
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
見
る
人
が
自
分
の
も
の
に
せ
ず
そ
の
ま
ま
に
見
す
ご

し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
き
っ
と
あ
る
ま
い
と
思
う
の
だ
が

	

道
長

　
こ
ん
な
歌
を
く
だ
さ
っ
た
の
で
、

「
私
は
ま
だ
ど
な
た
に
も
な
び
い
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
の
に
、
い
っ
た
い
誰
が
、
こ
の
私
を
浮
気
者
な
ど
と
は

言
い
ふ
ら
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か	

紫
式
部

　
　
　
心
外
な
こ
と
で
す
わ
」
と
申
し
あ
げ
た
。

　
一
見
た
だ
の
贈
答
歌
に
見
え
る
が
、
し
っ
か
り
読
み
解
く
と
お

互
い
の
和
歌
の
技
術
が
詰
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
贈

答
歌
は
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
か
ら
交
わ
し
た
歌
で
、
お
互
い

の
和
歌
に
掛
詞
を
複
数
使
用
し
て
い
る
。
藤
原
道
長
が
『
源
氏
物

語
』
を
読
ん
で
い
る
こ
と
と
藤
原
道
長
の
か
ら
か
い
と
そ
の
返
歌

を
見
る
と
、
藤
原
道
長
と
紫
式
部
の
仲
の
良
さ
が
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

・
他
人
か
ら
見
た
紫
式
部

　
日
記
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
紫
式
部
が
見
た
他
人
の
評
価
だ

け
で
な
く
、
他
人
か
ら
見
た
紫
式
部
の
評
価
も
し
っ
か
り
記
さ
れ

て
い
る
。
他
の
人
か
ら
見
て
紫
式
部
は
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
。

日
記
に
中
宮
彰
子
と
仕
え
る
女
房
達
が
紫
式
部
に
つ
い
て
話
し
て

い
る
場
面
が
あ
る
。

こ
と
に
い
と
し
も
も
の
の
か
た
が
た
得
た
る
人
は
難
し
。
た

だ
、
わ
が
心
の
立
て
つ
る
す
ぢ
を
と
ら
へ
て
、
人
を
ば
な
き

に
な
す
め
な
り
。

そ
れ
、
心
よ
り
ほ
か
の
わ
が
面
影
を
恥
づ
と
見
れ
ど
、
え
さ

ら
ず
さ
ら
し
む
か
ひ
ま
じ
り
ゐ
た
る
こ
と
だ
に
あ
り
、
し
か

じ
か
さ
へ
も
ど
か
れ
じ
と
、
恥
づ
か
し
き
に
は
あ
ら
ね
ど
、

む
つ
か
し
と
思
ひ
て
、
ほ
け
し
れ
た
る
人
に
い
と
ど
な
り
は

て
て
は
べ
れ
ば
、「
か
う
は
推
し
は
か
ら
ざ
り
き
。
い
と
艶

に
恥
づ
か
し
く
、
人
に
見
え
に
く
げ
に
、
そ
ば
そ
ば
し
き
さ

ま
し
て
、
物
語
こ
の
み
、
よ
し
め
き
、
歌
が
ち
に
、
人
を
人

と
も
思
は
ず
、
ね
た
げ
に
見
お
と
さ
む
も
の
と
な
む
、
み
な

人
々
い
ひ
思
ひ
つ
つ
に
く
み
し
を
、
見
る
に
は
、
あ
や
し
き

ま
で
お
い
ら
か
に
、
こ
と
人
か
と
な
む
お
ぼ
ゆ
る
」
と
ぞ
、

み
な
い
ひ
は
べ
る
に
、
恥
づ
か
し
く
、
人
に
か
う
お
い
ら
け

も
の
と
見
お
と
さ
れ
に
け
る
と
は
思
ひ
は
べ
れ
ど
、
た
だ
こ

れ
ぞ
わ
が
心
と
な
ら
ひ
も
て
な
し
は
べ
る
有
様
、
宮
の
御
前

も
、「
い
と
う
ち
と
け
て
は
見
え
じ
と
な
む
思
ひ
し
か
ど
、



－48－

人
よ
り
け
に
む
つ
ま
し
う
な
り
に
た
る
こ
そ
」
と
、
の
た
ま

は
す
る
を
り
を
り
は
べ
り
。
く
せ
ぐ
せ
し
く
、や
さ
し
だ
ち
、

恥
ぢ
ら
れ
た
て
ま
つ
る
人
に
も
、
そ
ば
め
た
て
ら
れ
で
は
べ

ら
ま
し
。

（
現
代
語
訳
）

た
い
て
い
の
人
は
、
た
だ
自
分
が
心
に
き
め
こ
ん
だ
得
意
な

方
面
の
こ
と
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
、
他
人
を
無
視
す
る
も
の

の
よ
う
で
す
。

そ
の
よ
う
な
人
は
、
本
心
と
は
違
っ
た
私
の
面
ざ
し
を
恥
ず

か
し
く
て
気
お
く
れ
し
て
い
る
の
だ
と
誤
解
す
る
け
れ
ど
、

や
む
を
得
ず
向
か
い
あ
っ
て
一
緒
に
座
っ
て
い
た
こ
と
さ
え

あ
る
し
、
か
く
か
く
と
ま
で
非
難
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う

と
、
別
に
気
お
く
れ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
面

倒
だ
と
思
っ
て
、
も
う
ろ
く
し
た
ぼ
ん
や
り
者
に
ま
す
ま
す

な
り
き
っ
て
い
ま
す
と
、「
こ
ん
な
人
だ
と
は
思
っ
て
な
か
っ

た
。
と
て
も
風
流
ぶ
っ
て
、
気
が
引
け
て
し
ま
っ
て
、
近
づ

き
に
く
く
、
よ
そ
よ
そ
し
い
様
子
で
物
語
を
好
ん
で
、
上
品

ぶ
り
、
何
か
と
い
う
と
す
ぐ
に
和
歌
を
詠
ん
で
、
人
を
人
と

も
思
わ
ず
、
憎
ら
し
い
様
子
で
軽
蔑
す
る
人
だ
と
、
皆
思
っ

た
り
言
っ
た
り
憎
ん
で
い
た
の
に
、
実
際
会
っ
て
み
る
と
、

不
思
議
な
く
ら
い
お
っ
と
り
し
て
い
て
、
こ
ん
な
人
か
と
思

う
」
と
、
み
な
が
言
い
ま
す
の
で
、
き
ま
り
が
悪
く
、
人
か

ら
こ
ん
な
に
ま
で
お
っ
と
り
し
た
者
と
見
下
げ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
た
だ
こ
れ
が
自
分
の
心
か

ら
進
ん
で
ふ
る
ま
い
な
ら
し
て
お
り
ま
す
態
度
で
、
中
宮
様

か
ら
も
、「
あ
な
た
と
は
本
当
に
打
ち
解
け
て
は
会
え
な
い

と
思
っ
て
い
た
の
に
、
他
の
人
よ
り
も
格
段
に
仲
良
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
ね
」
と
仰
せ
に
な
る
折
々
も
あ
り
ま
す
。

個
性
的
で
優
雅
に
ふ
る
ま
い
、
中
宮
さ
ま
か
ら
も
一
目
お
か

れ
て
い
る
よ
う
な
上
臈
の
方
た
ち
か
ら
も
、
反
感
を
持
た
れ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

女
房
達
は
紫
式
部
の
こ
と
を
「
こ
ん
な
人
だ
と
は
思
っ
て
な

か
っ
た
。
と
て
も
風
流
ぶ
っ
て
、
気
が
引
け
て
し
ま
っ
て
、
近
づ

き
に
く
く
、よ
そ
よ
そ
し
い
様
子
で
物
語
を
好
ん
で
、上
品
ぶ
り
、

何
か
と
い
う
と
す
ぐ
に
和
歌
を
詠
ん
で
、
人
を
人
と
も
思
わ
ず
、

憎
ら
し
い
様
子
で
軽
蔑
す
る
人
だ
と
、
皆
思
っ
た
り
言
っ
た
り
憎

ん
で
い
た
の
に
、
実
際
会
っ
て
み
る
と
、
不
思
議
な
く
ら
い
お
っ

と
り
し
て
い
て
、
こ
ん
な
人
か
と
思
う
」
と
見
て
い
た
。
彰
子
も

「
あ
な
た
と
は
本
当
に
打
ち
解
け
て
は
会
え
な
い
と
思
っ
て
い
た

の
に
、他
の
人
よ
り
も
格
段
に
仲
良
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
ね
」

と
話
し
て
い
る
。
つ
ま
り
女
房
も
彰
子
も
紫
式
部
の
最
初
の
印
象

は
良
く
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
女
房
達
は
紫
式
部
の
こ

と
を
上
品
ぶ
る
人
、
す
ぐ
に
和
歌
を
詠
む
人
な
ど
と
い
う
紫
式
部

が
良
く
な
い
と
考
え
る
女
房
像
に
当
て
は
ま
る
想
像
、
評
価
を
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
苦
手
意
識
が
強
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
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し
か
し
、
実
際
に
あ
っ
て
み
た
り
、
だ
ん
だ
ん
お
互
い
を
知
っ

て
い
く
と
、
紫
式
部
が
お
っ
と
り
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
、
彰
子
に
い
た
っ
て
は
一
番
の
仲
良
し
で
あ
る
と
言
う
ほ
ど
、

良
い
評
価
に
変
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

・
人
物
評
価
か
ら
分
か
っ
た
こ
と

　
『
紫
式
部
日
記
』
の
人
物
評
価
の
違
い
や
比
較
か
ら
、
分
か
っ

た
こ
と
が
四
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
人
物
評
価
が
中
宮
彰
子
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
紫
式
部
日
記
』
に
書
か
れ
て
い

る
評
価
は
、
紫
式
部
が
仕
え
て
い
る
中
宮
彰
子
の
大
人
し
く
、
控

え
目
な
性
格
や
品
位
や
和
歌
に
関
す
る
教
養
や
態
度
が
伴
っ
て
い

な
い
人
は
良
く
な
い
と
い
う
影
響
か
ら
、
ど
の
立
場
の
人
に
対
し

て
も
彰
子
の
考
え
を
中
心
に
し
た
評
価
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　
二
つ
目
に
『
紫
式
部
日
記
』
が
教
科
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
最
初
は
た
だ
の
宮
中
行
事
の
記
録
と
消
息
文
が
書
か
れ
た

日
記
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
女
房
の
在
り
方
や
男
性
貴
族

の
対
応
な
ど
か
ら
紫
式
部
が
求
め
、
考
え
る
宮
中
に
必
要
な
女
房

や
貴
族
と
は
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
教
養
が
必
要

な
の
か
、
宮
中
の
男
性
貴
族
（
殿
上
人
）
に
は
ど
の
よ
う
な
人
が

い
た
の
か
を
教
え
る
「
教
科
書
」
の
よ
う
な
役
割
が
あ
る
と
考
え

た
。
つ
ま
り
『
紫
式
部
日
記
』
は
前
半
は
当
時
の
宮
中
行
事
や
宮

中
で
の
出
来
事
な
ど
の
記
録
、
後
半
は
宮
中
で
働
い
て
い
る
、
今

後
働
く
人
に
向
け
た
教
科
書
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
そ
れ
を
踏
ま
え
て
三
つ
目
は
、
紫
式
部
は
「
女
房
の
紫
式
部
」

と
し
て
、
誰
よ
り
も
一
番
に
中
宮
彰
子
と
今
後
の
宮
中
や
働
く
人

た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
宮
彰
子
の

評
価
に
つ
い
て
は
大
人
し
く
控
え
目
な
性
格
に
な
っ
た
原
因
や
性

格
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
主
人
と
女
房
が

お
互
い
に
良
い
事
も
悪
い
事
も
影
響
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
伝

え
、
今
後
に
活
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
女
房
だ
け

で
な
く
、
男
性
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
お
り
、
宮
中
の
中
の
様
子

が
分
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
周
囲
の
人
の
こ
と
を

し
っ
か
り
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　
四
つ
目
に
た
だ
の
紫
式
部
で
は
な
く
女
房
の
紫
式
部
と
し
て
執

筆
し
た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
「
日
記
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る

た
め
に
個
人
の
感
想
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
行
事
の
部
分
の
み

で
な
く
、
女
房
の
評
価
に
つ
い
て
も
紫
式
部
個
人
の
私
情
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
中
宮
彰
子
に
お
仕
え
し
て
い
た
女
房
と
い
う
立
場

で
書
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
四
つ
が
今
回
『
紫
式
部
日
記
』
の
人
物
評
価
の
違
い
、

比
較
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
紫
式
部
が
日
記
に
記
し
た
内

容
に
つ
い
て
、
中
宮
彰
子
が
関
わ
っ
て
い
る
事
、
日
記
が
た
だ
の

日
記
で
は
な
く
「
教
科
書
」
の
役
割
が
あ
る
と
い
う
新
た
な
点
を

発
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
今
後
も
様
々
な
視
点
か
ら
研
究
す
る
こ

と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
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ⅰ　
「
乗
」
は
彼
岸
（
極
楽
浄
土
）
に
行
く
た
め
の
乗
り
物
の
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
一
乗
」
と
は
一
番
の
乗
り
物
と
い
う

意
味
に
な
る
。「
一
乗
の
法
」
は
『
法
華
経
』
方
便
品
の
「
十

方
ノ
仏
土
ノ
中
ニ
ハ
、
唯
一
乗
ノ
法
有
リ
。
二
モ
無
ク
マ
タ

三
モ
無
シ
。
仏
ノ
方
便
説
ヲ
除
キ
、
但
無
上
ノ
道
ヲ
説
ク
」

と
い
う
文
に
あ
り
、
紫
式
部
の
言
っ
た
こ
と
を
例
え
た
も
の

で
あ
る
。

ⅱ　
九
品
蓮
台
と
は
『
和
漢
朗
詩
集
・
仏
事
慶
滋
保
胤
』
の
文
章

に
あ
る
言
葉
で
、
極
楽
往
生
に
は
九
つ
の
階
級
が
あ
り
、
上

品
・
中
品
・
下
品
の
三
段
階
が
そ
れ
ぞ
れ
上
生
・
中
生
・
下

生
に
分
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
九
品
往
生
を
と
げ
ら
れ
る
な

ら
、
下
品
で
も
叶
わ
な
い
、
つ
ま
り
彰
子
の
側
に
入
れ
る
な

ら
二
番
目
で
も
三
番
目
で
も
良
い
と
い
う
意
味
に
な
る
。
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