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場
面
描
写
と
心
理
描
写
の
相
関
ま
た
は
位
相
に
つ
い
て

武

原

弘

一

 
源
氏
物
語
が
そ
の
主
題
や
構
想
を
文
学
と
し
て
形
象
化
し
定
着
さ
せ
得
て
い

る
の
は
、
各
巻
を
構
成
し
て
い
る
大
小
い
く
つ
か
の
場
面
群
で
あ
り
、
よ
り
究

極
的
に
は
そ
の
細
部
を
支
え
る
文
体
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な

い
。
清
水
好
子
氏
の
論
述
を
引
用
す
れ
ば
「
場
面
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

古
代
の
物
語
に
は
じ
め
て
真
の
描
写
が
存
在
し
え
た
し
、
人
物
の
心
理
も
こ
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

ご
ま
と
書
き
分
け
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
場
面
描
写
の
方
法
．
文

体
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
文
学
的
達
成
の
本
質
を

把
握
す
る
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

 
源
氏
物
語
の
場
面
描
写
に
お
け
る
文
体
や
方
法
に
つ
い
て
は
既
に
諸
氏
の
論

考
が
あ
る
が
、
な
か
で
も
清
水
好
子
氏
の
一
連
の
こ
論
文
が
示
唆
深
い
。
氏
は

特
に
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
密
度
の
高
い
場
面
描
写
に
つ
い
て
深
い
分
析
と
考

察
と
を
施
こ
さ
れ
、
源
氏
物
語
の
場
面
描
写
が
「
い
ち
じ
る
し
く
視
覚
累
増
面

的
で
、
当
時
流
行
し
た
と
思
わ
れ
る
屏
風
・
冊
子
等
に
描
か
れ
た
物
語
絵
の
形

式
と
相
関
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
同
時
に
そ
れ

が
「
閉
鎖
的
静
止
的
孤
立
的
」
で
「
流
動
性
に
欠
け
る
」
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
の

場
面
の
中
に
時
間
的
な
連
続
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
い
ま
ひ
と
つ
の

方
法
と
必
然
的
に
相
矛
盾
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
こ
の
相

反
す
る
二
つ
の
方
法
を
作
者
が
ど
の
よ
う
な
形
で
調
和
さ
せ
て
い
く
か
を
追
求

 
 
 
．
（
注
2
）

さ
れ
た
。
源
氏
物
語
の
時
間
が
「
外
側
か
ら
人
物
を
規
制
す
る
の
で
な
く
、
感

情
に
ふ
か
く
か
か
わ
り
、
む
し
ろ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
動
き
な
が
ら
物
語
を

展
開
さ
せ
て
ゆ
く
」
独
特
の
方
法
が
鮮
や
か
に
解
明
さ
れ
て
い
て
、
溢
者
は
そ

れ
に
多
大
の
教
示
を
受
け
た
の
だ
が
、
場
面
描
写
に
お
け
る
い
ま
ひ
と
つ
の
問

題
点
と
し
て
、
撰
者
は
そ
れ
と
作
中
人
物
の
心
理
描
写
と
の
関
連
に
つ
い
て
考

察
し
て
み
た
い
。
何
故
な
ら
、
場
面
描
写
が
視
覚
的
画
面
的
閉
鎖
的
で
あ
れ
ば
．

あ
る
ほ
ど
、
そ
の
場
面
の
人
物
の
内
面
心
理
に
入
り
こ
ん
で
、
内
側
か
ら
人
物

を
描
く
方
法
が
複
雑
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
源

氏
物
語
が
あ
る
意
味
で
す
ぐ
れ
た
心
理
小
説
で
あ
り
得
た
の
も
、
そ
の
す
ぐ
れ

た
場
面
描
写
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
い
わ

ば
視
覚
を
超
え
ハ
画
面
化
不
能
の
領
域
と
し
て
の
深
い
心
理
世
界
の
表
現
は
場

面
描
写
の
方
法
と
単
純
に
結
び
つ
い
て
は
こ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を

同
時
に
可
能
に
す
る
た
め
の
手
法
と
文
体
が
確
立
す
る
過
程
に
、
源
氏
物
語
の

独
自
な
文
体
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
も
稿
者
は
考
え
る
。
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場
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心
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描
写
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関
ま
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は
位
相
に
つ
い
て
ー



具
体
例
に
即
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

二

 
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
場
面
構
成
の
手
法
や
文
体
の
機
能
が
最
も
顕
著
に
発

揮
さ
れ
る
の
は
い
わ
ゆ
る
〃
垣
間
見
”
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
ろ
ヶ
。

 
例
え
ば
、
若
紫
巻
頭
に
近
い
部
分
で
、
主
人
公
が
少
女
若
紫
を
は
じ
め
て
垣

間
見
る
著
名
な
場
面
が
あ
る
。
覗
く
光
源
氏
の
眼
前
に
一
定
の
空
間
が
固
定
さ

れ
、
そ
の
空
間
に
現
前
す
る
す
べ
て
の
人
物
・
事
象
が
微
細
な
ま
で
に
刻
明
に

描
写
さ
れ
る
と
い
う
手
法
は
い
か
に
も
常
套
的
で
、
，
清
水
氏
の
述
べ
ら
れ
る
よ

う
に
馬
い
か
に
も
「
視
覚
的
画
面
的
で
」
 
「
人
物
の
動
き
が
少
な
い
た
め
に
、

お
の
ず
か
ら
閉
鎖
的
孤
法
的
で
あ
り
、
物
語
と
し
て
次
々
と
展
開
し
て
ゆ
く
流

動
性
に
欠
け
る
」
場
面
描
写
の
典
型
で
あ
る
が
、
そ
の
特
性
の
故
に
こ
そ
得
ら

 
 
 
 
 
 
 
メ
リ
ッ
ト

れ
る
い
く
つ
か
の
効
用
が
老
え
ら
れ
る
。

 
そ
の
一
は
、
描
写
が
き
わ
め
て
具
体
的
・
具
象
的
で
、
部
屋
の
様
子
や
人
物

の
容
貌
・
姿
態
、
彼
ら
の
挙
動
な
ど
が
生
き
生
き
と
写
実
的
に
描
き
あ
ら
わ
さ

れ
て
い
る
。
特
に
少
女
若
紫
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
進
め
ら
れ
る
描
写
は
精
彩
を

放
っ
て
い
て
効
果
的
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
／

 
そ
の
二
は
、
場
面
限
定
の
方
法
が
垣
間
見
と
い
う
特
殊
な
方
法
に
よ
っ
て
い

る
た
め
、
描
写
の
密
度
が
高
ま
る
の
と
相
ま
っ
て
、
読
者
の
興
味
や
関
心
を
そ

こ
に
集
中
さ
せ
る
の
に
効
果
的
で
あ
る
。
今
井
源
衛
氏
は
「
相
手
に
知
ら
れ
な

い
様
に
こ
っ
そ
り
と
覗
き
見
て
一
種
の
快
感
を
味
は
う
と
す
る
、
人
間
の
本
能

的
な
好
奇
心
と
、
そ
の
行
為
の
過
程
に
伴
ふ
ス
リ
リ
ン
グ
な
緊
張
感
が
、
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

興
味
の
焦
点
に
据
ゑ
ら
れ
る
」
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は

垣
間
見
手
法
に
お
け
る
作
者
の
視
点
（
℃
O
一
昌
け
O
剛
 
く
一
〇
≦
）
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
対
象
世
界
の
す
べ
て
が
そ
れ
を
覗
き
見
る
光
源
氏
の
感
覚
や
心
理
を
通
し

て
読
者
に
伝
達
さ
れ
る
し
く
み
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
読
者
心
理
と
し
て
は
完

全
に
源
氏
の
そ
れ
と
同
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
文
に
叙
せ
ら
れ
る
源
氏
の
感

慨
・
思
量
は
読
者
の
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
い
わ
ゆ

る
限
定
視
点
（
U
一
H
P
b
P
凶
け
⑦
島
 
］
℃
O
一
口
け
O
h
 
＜
坤
O
窯
）
で
あ
る
が
、
こ
の
手
法
に
よ

っ
て
、
覗
き
見
る
源
氏
の
心
理
は
よ
く
表
現
し
得
て
も
．
覗
き
見
ら
れ
る
対
象

世
界
の
中
の
人
物
の
心
理
表
現
は
極
度
に
困
難
な
状
況
を
作
者
は
招
く
の
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デ
イ
メ
リ
ッ
ト

る
。
垣
間
見
手
法
に
よ
る
場
面
描
写
の
最
大
の
難
点
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デ
イ
メ
リ
ッ
ト

ら
な
い
が
、
こ
こ
で
作
者
が
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
難
点
を
克
服

し
よ
う
ど
す
る
か
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
断
節
で
述

べ
た
い
の
で
、
い
ま
は
こ
の
描
法
が
も
た
ら
す
集
中
性
の
効
果
を
指
摘
す
る
に

と
ど
め
て
お
き
た
い
。

 
そ
の
三
は
、
垣
間
見
手
法
の
も
つ
独
立
性
（
孤
立
性
あ
る
い
は
自
己
完
結
性

と
も
言
わ
れ
る
）
お
よ
び
そ
れ
に
起
因
す
る
自
在
な
虚
構
性
で
あ
る
。
垣
望
見

は
、
物
語
に
お
い
て
主
要
な
人
物
た
ち
（
多
く
は
ヒ
ー
ロ
ー
と
ヒ
ロ
イ
ン
》
の

偶
然
に
満
ち
た
出
会
い
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
以
後
彼
ら
の
展
開
す
る
恋

愛
の
発
端
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
垣
間
見
場
面
そ
れ
自
体
は
前
後
の
物

語
展
開
に
必
ず
し
も
左
右
さ
れ
な
い
自
在
さ
を
も
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
覗
く

主
体
と
覗
か
れ
る
客
体
と
は
相
互
に
無
関
係
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
垣
間
見
の

、
場
面
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
源
氏
の
思
量
や
体
験
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
自
由
，

な
虚
構
世
界
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
光
源
氏
と
い
う
虚
構
世
界
の
中
に
も

う
一
つ
別
次
元
の
虚
構
世
界
を
も
つ
と
い
う
二
重
性
が
、
物
語
全
体
の
構
想
の

中
で
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
．
物
語
と
し
て
の
独
自
な
文
体
が
形

成
さ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
文
に
即
し
て
述
べ
改
め
る
な
ら
ば
、
い
ま

（12）



光
源
氏
と
い
う
高
貴
の
主
人
公
に
覗
き
見
ら
れ
て
い
る
少
女
若
紫
の
世
界
と

は
、
単
な
る
偶
然
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
読
者
に
と
っ
て
全
く
予
期
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
新
鮮
な
物
語
世
界
で
あ
り
、
今
後
源
氏
と
少
女
と
が
ど

の
よ
う
な
恋
を
展
開
す
る
の
か
も
ま
た
読
者
に
予
測
で
き
な
い
だ
け
に
、
作
者

は
全
く
自
由
な
方
法
を
駆
使
し
て
物
語
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
今
井
氏
が
「
垣
間
見
は
恋
愛
等
の
発
生
乃
至
展
開
の

上
に
、
極
め
て
自
然
な
而
も
有
効
な
契
機
と
し
て
考
へ
つ
か
れ
、
取
上
げ
ら
れ

る
わ
け
で
、
換
言
す
れ
ば
、
垣
間
見
は
作
品
構
想
の
上
に
合
理
性
を
与
へ
る
為

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

の
一
つ
の
便
利
な
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
説
明
は

尽
く
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
筆
者
は
そ
の
こ
と
を
こ
こ
で
敢
え
て
再
確
認
し
て
、

 
 
 
 
 
 
メ
リ
ッ
ト

記
聞
見
手
法
の
効
用
と
し
て
評
価
し
た
い
の
で
あ
る
。

r
垣
間
見
の
手
法
を
基
軸
に
し
た
源
氏
物
語
の
場
面
描
写
が
、
以
上
で
述
べ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
メ
ン
ト

よ
う
な
い
く
つ
か
の
有
効
な
要
因
に
支
え
ら
れ
て
、
卓
越
し
た
形
象
を
達
成
し

て
い
る
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
場
面
描
写
と
し
て
優

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デ
イ
メ
リ
ッ
ト

れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
点
も
そ
こ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デ
イ
メ
リ
ッ
ト

同
時
に
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
、
そ
の
最
も
重
大
な
難
点
の
ひ
と
つ
は
、

覗
き
見
ら
れ
る
対
象
世
界
の
中
の
人
物
の
心
理
描
写
不
足
か
ら
く
る
描
写
の
平

板
化
単
調
化
の
傾
向
で
あ
ろ
う
。
平
面
描
写
に
堕
し
が
ち
な
欠
陥
を
作
者
が
ど

の
よ
う
に
克
服
し
て
場
面
描
写
に
奥
ゆ
き
を
創
っ
て
い
く
か
が
こ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

三

 
若
紫
巻
頭
の
文
体
を
評
し
て
野
村
精
一
氏
は
「
『
源
氏
物
語
』
の
文
体
以
前

か
と
疑
わ
せ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
こ
と
ば
は
こ
こ
で
は
な
お
、
単
な
る
物

質
で
あ
っ
て
、
精
神
そ
の
も
の
の
中
に
い
き
つ
い
て
い
な
い
の
だ
」
と
も
論
じ

 
 
 
 
（
注
5
）

て
お
ら
れ
る
。
・
氏
は
ま
た
、
こ
の
条
の
文
体
が
古
物
語
的
発
想
に
由
来
し
て
い

る
も
の
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
た
あ
と
、
こ
の
よ
う
な
不
熟
な
文
体
が
変
化
す
る

の
は
、
源
氏
と
藤
壺
の
密
事
を
描
く
場
面
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
特
に
文
中
（

地
の
文
）
に
お
け
る
推
量
の
助
動
詞
に
着
目
し
て
「
作
者
1
1
語
り
手
が
作
中
人

物
の
心
理
へ
、
な
い
し
作
中
の
状
況
へ
、
自
ら
す
べ
冷
込
も
う
と
い
う
姿
勢
を

あ
ら
わ
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
論
及
レ
て
お
ら
れ
る
が
、
作
中
人
物
の

世
界
を
内
側
か
ら
と
ら
え
で
、
そ
れ
を
心
理
描
写
あ
る
い
は
状
況
描
写
と
し
て

こ
の
物
語
の
独
自
の
文
体
に
具
現
さ
せ
る
方
法
が
源
氏
物
語
の
文
体
論
に
お
い

て
決
定
的
な
指
標
で
あ
る
こ
と
を
氏
自
身
認
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
の

論
考
で
は
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
垣
間
見
の
場
面
は
直
接
引
用
さ
れ
て
い
な
い

が
、
こ
の
場
面
の
文
体
も
当
然
「
源
氏
物
語
の
文
体
以
前
か
と
疑
わ
せ
る
」
も

の
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
作
中
人
物
の
心
理
な
い
し
状
況
の
描
写
が
著
し

く
少
な
い
と
見
ら
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
一
見
、
平
面
的
で
視
覚
中
心
の
＝
兀
描
写
に
見
え
る
こ
の
垣
間
見

の
場
面
描
写
に
お
い
て
さ
え
（
む
し
ろ
、
に
お
い
て
こ
そ
）
、
覗
か
れ
る
対
象

世
界
の
人
物
や
状
況
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
そ
の
内
面
世
界
ま
で
も
描
写
し

よ
う
と
す
る
作
者
の
方
法
は
確
実
に
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

-
垣
書
見
手
法
と
い
う
基
本
的
条
件
に
よ
っ
て
殆
ど
決
定
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
つ

つ
そ
こ
に
作
申
人
物
の
会
話
や
和
歌
の
唱
和
場
面
を
取
り
込
ん
で
き
て
、
そ
れ

を
心
理
描
写
な
い
し
状
況
描
写
と
し
て
物
語
文
体
の
形
成
に
参
与
せ
し
め
る
と

い
う
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
い
ま
源
氏
に
覗
き
見
ら
れ
て
い
る
尼
君
や
女
房

や
少
女
若
紫
た
ち
の
交
わ
す
会
話
が
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
 
「
何
事
そ
や
。
童
女

と
腹
立
ち
給
へ
る
か
」
 
「
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
」
以
下
の
一
連
の
会

源
氏
物
語
文
体
研
究
序
説
-
場
面
描
写
と
心
理
描
写
の
相
関
ま
た
は
位
相
に
つ
い
て
一

（13）



話
を
通
し
て
、
覗
き
見
ら
れ
る
人
物
た
ち
の
感
情
な
り
状
況
な
ゆ
が
わ
ず
か
ず
，

つ
で
は
あ
る
が
徐
々
に
明
ら
か
に
寒
れ
て
き
て
、
場
面
が
よ
り
動
的
で
、
奥
ゆ

き
を
も
っ
た
立
体
感
・
遠
近
感
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
物

語
が
や
や
も
す
れ
ば
平
面
的
な
描
写
に
堕
す
傾
向
を
見
せ
る
中
で
、
源
氏
物
語

も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ち
ず
、
独
自
の
遠
近
法
や
音
の
感
覚

の
巧
み
な
導
入
に
よ
っ
て
そ
の
平
面
描
写
に
立
体
感
を
も
た
ら
す
こ
と
に
成
功

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
6
）

し
て
い
る
こ
と
を
石
田
穣
二
氏
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
詳
聞
見
場
面
に
お
け
る
会

話
文
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
氏
の
ご
論
考
を
適
用
し
て
も
必
ず
し
も
不
当
で
は

あ
る
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 
た
だ
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
会
話
の
内
容
や
文
体
を
さ
ら
に
つ
き
進
ん
で
考

察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
会
話
文
が
一
見
こ
の
場
の
あ
り
の
ま
ま
の
光
景
を
写
実

的
に
伝
え
る
た
め
に
落
せ
ら
れ
た
風
の
も
の
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
決
し
て
そ

う
で
な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
一
連
の
会
話
文
が
継
起

的
に
叙
せ
ら
れ
る
そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
尼
君
の
次
の
よ
う
な
会
話
が
あ
る
。
「

椀
る
こ
ど
を
も
う
る
さ
が
り
給
へ
ど
、
を
か
し
の
御
髪
や
。
い
と
、
は
か
な
う

も
の
し
給
ふ
こ
そ
、
あ
は
れ
に
う
し
ろ
め
た
け
れ
。
か
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
い

ど
か
か
ら
ぬ
人
も
あ
る
も
の
を
、
故
姫
君
は
、
十
ば
か
り
に
て
殿
に
後
れ
給
ひ

し
結
い
み
じ
う
物
は
思
ひ
知
り
給
へ
り
し
そ
か
し
。
唯
今
お
の
れ
見
棄
て
奉
ら

ば
、
-
い
か
で
世
に
お
は
せ
む
と
す
ら
む
」
。
幼
い
若
紫
を
呼
び
寄
せ
て
説
諭
し

て
い
る
尼
君
の
言
葉
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
文
体
は
あ
ま
り
に
も
説
明
的
叙

述
的
な
部
分
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
内
容
も
十
才
ば
か
り
の
少
女
を
相
手
に
話

し
か
け
る
も
の
と
し
て
は
日
常
的
・
現
実
的
な
会
話
と
は
考
え
難
い
。
特
に
「

故
姫
君
は
…
…
」
以
下
の
部
分
は
や
や
大
仕
立
て
の
言
い
方
で
日
常
的
会
話
と

し
て
見
る
に
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
説
咀
的
な

、
会
話
は
、
む
し
ろ
作
申
人
物
の
素
姓
や
境
遇
さ
ら
に
は
こ
の
場
に
お
け
る
心
理

な
ど
に
つ
い
て
、
地
の
文
と
し
て
で
は
な
く
（
限
定
視
点
に
立
つ
限
り
地
の
文

で
そ
れ
を
説
明
叙
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
）
．
、
会
話
文
と
し
て
、
作
者

が
源
氏
1
1
読
者
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
叙
述
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
レ

た
が
っ
て
、
こ
の
会
話
文
の
表
現
性
に
即
し
て
言
へ
ば
、
描
写
体
と
い
う
よ
り

は
叙
述
体
で
あ
り
、
地
の
文
が
も
つ
表
現
機
能
と
同
趣
の
機
能
を
も
っ
た
、
い

わ
ば
偽
装
さ
れ
た
会
話
文
で
あ
る
。
い
き
お
い
、
文
体
は
説
明
的
に
な
り
、
長

文
化
す
る
。
勿
論
、
こ
れ
だ
け
の
会
話
文
に
よ
っ
て
人
物
の
素
姓
や
過
去
の
境

遇
あ
る
い
は
現
在
の
感
情
や
心
理
を
表
現
し
つ
く
す
ζ
と
は
不
可
能
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
物
の
ト
ー
タ
ル
な
内
面
描
写
は
改
め
て
読
者
に
提
示
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
、
こ
の
垣
二
見
場
面
の
直
後
で
、
源
氏
は
僧
都

か
ら
こ
の
少
女
若
紫
の
素
姓
を
詳
し
く
聞
き
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
前

掲
の
尼
君
の
会
話
に
語
ら
れ
る
内
容
が
後
に
僧
都
の
語
る
会
話
の
内
容
と
完
全

に
一
致
し
、
前
者
に
対
す
る
詳
細
な
補
足
説
明
と
し
て
後
者
の
叙
述
を
見
る
に

至
っ
て
、
読
者
は
前
の
垣
間
見
場
面
を
再
び
反
騙
し
て
理
解
と
鑑
賞
を
深
め
て

い
く
と
い
う
筆
運
び
な
の
で
あ
る
。

 
源
氏
物
語
の
会
話
文
は
概
し
て
描
写
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
叙
述
的
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
会
話
文
は
ま
た
、
作
中
人
物
の
心
理
や
境
遇
、
ま
た
作
中
の
状

況
ま
で
を
も
表
現
し
よ
う
ど
す
る
過
大
な
責
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
し
、
描
写

に
お
け
る
場
面
性
と
心
理
性
・
情
況
性
と
の
統
合
調
和
に
お
い
て
有
効
性
を
発

揮
し
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例
え
ば
、
こ
の
物
語
の
中
で
は
し
ば
し
ば
、

直
接
話
法
に
よ
る
会
話
文
の
中
に
「
な
に
が
し
」
と
か
「
か
う
か
う
の
こ
と
」

と
か
の
語
が
い
と
も
簡
単
に
侵
入
し
て
き
て
い
る
。
 
「
す
こ
し
立
ち
出
で
つ
つ

見
渡
し
給
へ
ば
、
高
き
所
に
て
、
こ
こ
か
し
こ
、
僧
坊
ど
も
あ
ら
は
に
見
お
ろ

（ ！4）



さ
る
る
、
た
だ
こ
の
つ
づ
ら
を
り
の
下
に
、
同
じ
小
柴
な
湘
ど
、
う
る
は
し
く

し
渡
し
て
、
清
げ
な
る
屋
、
廊
な
ど
続
け
て
、
木
立
い
と
よ
し
あ
る
は
、
「
何

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
し

人
の
住
む
に
か
」
と
問
ひ
給
へ
ば
、
御
供
な
る
人
、
『
こ
れ
な
む
、
な
に
が
し

僧
都
の
、
こ
の
二
年
籠
り
侍
る
な
る
』
『
心
は
つ
か
し
き
人
住
む
な
る
所
に
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
し
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
あ
な
れ
。
（
下
略
）
』
」
（
若
紫
巻
）
 
「
か
う
か
う
の
こ
と
な
む
侍
る
」
 
（
賢

木
巻
）
。
こ
の
よ
う
な
不
合
理
な
表
現
が
当
時
の
読
者
に
た
や
す
く
許
容
さ
れ

た
事
情
に
つ
い
て
、
既
に
諸
氏
の
考
察
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
文
体
の
問

題
と
し
て
こ
れ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
会
話
文
と
地
の
文
の
厳
格
な
区
別
を
意
識

し
な
く
て
も
創
作
・
享
受
が
可
能
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
だ
け
形
成
さ
れ
得
る
文
体

の
素
地
を
見
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
付
言
し
た
い
の
は
、
傍
線

部
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
地
の
文
か
会
話
の
文
か
、
古
来
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る

問
題
で
あ
る
。
現
代
も
谷
崎
潤
一
郎
氏
、
池
田
亀
鑑
氏
、
玉
上
琢
弥
氏
、
秋
山

慶
氏
等
は
地
の
文
説
を
、
吉
沢
義
財
氏
、
山
岸
徳
平
氏
、
円
地
文
子
氏
等
は
会

話
文
説
を
、
そ
れ
ぞ
れ
採
用
さ
れ
る
が
、
稿
者
が
既
述
し
た
よ
う
な
会
話
文
の

叙
述
機
能
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
部
分
は
一
応
会
話
文
説
が
妥
当

な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
地
の
旧
説
で
解
釈
す
る
と
、
 
「
こ
の
つ
づ

ら
を
り
の
下
に
」
の
「
こ
の
」
が
安
定
し
な
い
。
ま
た
文
中
の
「
う
る
は
し

う
」
 
「
清
げ
な
る
」
「
い
と
よ
し
あ
る
」
等
の
表
現
が
こ
の
場
面
の
申
の
源
氏

の
視
線
に
晒
さ
れ
た
光
景
を
言
い
現
わ
そ
う
と
す
る
叙
法
の
中
で
こ
と
ば
と
な

っ
て
い
る
事
情
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
下
の
「
何
人
」
を
よ
り
具
象
的
に
さ

し
示
そ
う
と
す
る
一
続
き
の
会
話
文
と
し
て
解
す
る
方
が
よ
り
合
理
的
で
あ
ろ

う
。
こ
の
作
品
に
は
他
に
蕗
地
の
文
が
会
話
文
か
判
然
と
し
な
い
叙
述
を
多
く

見
る
が
、
そ
れ
ら
は
概
ね
会
話
文
の
一
部
と
解
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
。

 
と
も
あ
れ
、
場
面
描
写
に
お
け
る
会
話
文
の
あ
り
様
は
人
物
の
内
面
描
写
と

重
要
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
清
水
好
子
氏
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
多

様
な
会
話
的
場
面
を
重
層
的
に
配
置
す
る
こ
と
は
、
現
実
を
重
層
的
に
表
現
し

 
 
 
 
 
 
 
（
注
7
）

え
た
こ
と
に
な
る
」
わ
け
で
、
垣
間
見
場
面
に
お
け
る
会
話
は
そ
の
よ
う
な
重

層
的
現
実
世
界
を
描
こ
う
と
す
る
文
体
の
最
も
特
殊
化
さ
れ
得
る
原
型
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
次
に
、
こ
の
珍
事
見
場
面
に
お
け
る
和
歌
の
唱
和
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

い
。
本
来
、
相
対
し
た
作
申
人
物
が
歌
を
唱
和
す
る
こ
之
が
可
能
な
と
き
は
、

そ
の
場
面
を
支
え
る
諸
条
件
が
整
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
の
唱
和
な
い
し
贈
答
歌
が
馳
せ
ら
れ
る
条
は
つ
ね
に
場

面
的
で
あ
る
。
場
面
構
成
の
た
め
の
散
文
と
和
歌
と
は
、
こ
こ
で
は
相
互
に
機

能
し
あ
っ
て
馬
よ
り
一
層
リ
ア
ル
で
密
度
の
高
い
場
面
形
成
に
参
与
し
合
う
関

係
を
保
っ
て
い
る
。
歌
は
そ
の
場
面
に
お
け
る
作
中
人
物
の
感
情
が
最
も
高
ま

っ
た
時
点
で
唱
和
さ
れ
る
の
だ
が
、
同
時
に
ま
た
歌
の
唱
和
に
よ
っ
て
物
語
の

場
面
性
は
最
高
度
に
強
調
さ
れ
て
く
る
の
だ
。
例
え
ば
、
こ
の
垣
間
見
場
面
の

頂
点
で
、
尼
君
と
女
房
の
歌
の
唱
和
が
あ
る
。
・

お
ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
む
そ
ら
な
き

は
つ
草
の
生
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
ま
に
い
か
で
か
露
の
消
え
む
と
す
ら
ん

．
こ
れ
ら
二
首
の
歌
は
、
そ
の
前
文
に
叙
せ
ら
れ
た
彼
等
の
会
話
内
容
を
前
提

と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
集
約
的
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
一
連
の
会

話
と
そ
れ
に
続
く
歌
の
唱
和
と
は
、
お
そ
ら
く
古
今
集
に
お
け
る
詞
書
き
と
歌

と
の
関
係
、
伊
勢
物
語
に
お
け
る
物
語
と
歌
と
の
関
係
以
上
の
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
ヶ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
二
首
の
歌
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
詠
み
手
の
心

源
氏
物
語
文
体
研
究
序
説
 
-
場
面
描
写
と
心
理
描
写
の
相
関
ま
た
は
位
相
に
つ
い
て
一
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情
や
感
慨
な
旧
情
的
に
歌
い
あ
げ
な
が
ら
も
、
究
局
的
に
は
若
紫
の
境
遇
や
彼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ

女
の
現
在
の
状
況
や
性
情
を
こ
そ
暗
示
的
比
喩
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
唱
和
が
、
歌
本
来
の
も
つ
拝
情
性

象
徴
性
自
己
完
結
性
を
全
う
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
若
紫
を
中
心
と
す
る
対
象
世

界
の
内
面
に
の
み
深
く
関
わ
っ
て
き
て
、
覗
き
見
て
い
る
源
氏
か
ら
は
遠
ざ
か

っ
た
次
元
の
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
歌
の
内
容
は
源
氏
に
と
っ

て
ま
す
ま
す
理
解
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
源
氏
が
こ
の

唱
和
の
意
味
を
十
全
に
理
解
す
る
の
は
、
後
文
の
僧
都
の
会
話
や
尼
君
の
臨
終

さ
ら
に
他
界
の
場
面
に
至
っ
て
よ
う
や
く
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
'

合
、
源
氏
の
心
理
過
程
は
読
者
自
身
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
に
考

慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
読
者
に
と
っ
て
後
文
の
叙
述
を
ま
っ
て
は
じ
め
・
て
完

結
し
た
表
現
で
あ
る
よ
う
な
し
方
で
歌
の
唱
和
が
叙
せ
ら
れ
る
場
合
、
こ
れ
を

文
体
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
歌
は
き
わ
め
て
非
場
面

的
（
反
場
面
的
と
さ
え
言
え
る
が
）
叙
述
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
場
面
描
写
の

限
界
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
、
作
者
が
作
中
人
物
の
心
理
や
状
況
を
叙
述
説
明

す
る
に
歌
を
も
っ
て
し
た
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
場

面
描
写
に
お
け
る
会
話
文
と
歌
の
唱
和
く
贈
答
歌
を
含
む
）
と
は
、
そ
の
表
現

機
能
に
お
い
て
殆
ど
差
異
が
な
い
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
唱
和
（
贈
答
歌
）
は

概
し
て
こ
の
よ
う
な
叙
述
性
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
若
紫
巻
末
に
近
い
部

分
で
、
源
氏
が
若
紫
に
手
習
炉
の
教
授
を
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
両
人

が
交
わ
す
贈
答
歌

ね
は
見
ね
ど
あ
は
れ
と
そ
お
も
ふ
武
蔵
野
の
露
わ
け
わ
ぶ
る
草
の
ゆ
か
り
を

か
こ
つ
べ
き
ゆ
ゑ
を
し
ら
ね
ば
お
ぼ
つ
か
な
い
か
な
る
草
の
ゆ
か
り
な
る
ら

む
を
見
て
気
づ
ぐ
こ
と
は
、
若
紫
の
詠
歌
が
、
こ
の
場
面
に
描
か
れ
た
幼
稚
な
彼

女
の
人
柄
と
は
無
関
係
に
き
わ
め
て
完
成
さ
れ
た
贈
答
歌
の
作
風
を
示
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
筆
蹟
は
別
と
し
て
、
歌
は
既
に
若
紫
と
い
う
作
三
人
物

像
と
は
別
次
元
の
と
こ
ろ
が
ら
詠
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
二
首
と
も
作

者
の
詠
歌
だ
か
ら
と
い
う
説
明
は
あ
ま
り
に
愚
か
し
い
に
ち
が
い
な
い
の
だ

が
、
つ
ま
り
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
作
中
の
歌
が
人
物
の
個
性
や
場
面
・
情
況
と
か

け
離
れ
て
作
者
の
側
か
ら
一
方
的
に
読
者
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
す
証
左
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
源
氏
物
語
中
の
和
歌
は

み
な
作
中
人
物
の
人
間
像
と
は
何
ら
対
応
し
た
歌
風
を
示
さ
な
い
。
源
氏
物
語

層
に
お
け
る
歌
と
は
な
に
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
文
体
論
の
中
で
も
ま

た
問
い
直
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

 
、
以
上
、
垣
間
見
の
場
面
描
写
に
お
け
る
会
話
文
や
和
歌
の
叙
述
性
に
着
目
し

て
述
べ
た
次
第
で
あ
る
。

四

 
と
こ
ろ
で
、
垣
間
見
の
手
法
は
あ
く
ま
で
も
特
殊
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
覗
き

見
る
主
体
と
覗
き
見
ら
れ
る
客
体
と
が
〃
垣
”
を
隔
て
て
相
断
絶
し
て
絶
対
に

相
互
交
渉
し
な
い
と
い
う
特
殊
な
場
面
設
定
を
決
定
条
件
と
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
で
作
者
が
採
用
す
る
限
定
視
点
の
方
．
法
は
、
一
方
に
お
い
て
多
大
の

メ
リ
ッ
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デ
イ
メ
リ
ッ
ト

効
用
を
も
ち
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
重
大
な
難
点
を
も
つ
も
の
で
あ

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
・
作
者
は
視
点
を
変
え
て
全
知
視
点

（
O
昌
富
9
g
け
宮
ぼ
け
o
h
＜
δ
妻
）
 
の
手
法
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
う
て
そ （16）



の
弱
点
か
ら
い
つ
で
も
安
全
で
あ
り
得
て
い
る
。
全
知
視
点
の
方
法
に
よ
れ
ば

作
者
は
自
由
に
作
中
人
物
の
心
理
や
状
況
の
内
側
に
入
り
こ
ん
で
、
あ
ら
ゆ
る

人
物
の
内
面
を
全
体
的
に
精
叙
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
源
氏
物
語
が
基

本
的
に
こ
の
視
点
技
法
に
よ
っ
て
こ
そ
す
ぐ
れ
た
心
理
小
説
と
な
り
得
て
い
る

こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
源
氏
物
語
の
作
者
が

こ
の
二
種
類
の
視
点
技
法
を
併
用
な
い
し
混
用
し
て
多
元
的
で
複
雑
多
様
な
描

写
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
独
自
の
文
体
を
形
成
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
こ
の
物
語
の
文
体
論
に
関
す
る
根
本
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

 
作
者
の
視
点
と
文
体
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
解
明
す
る
上
で
の
キ
ー
・
ポ
イ

ン
ト
が
い
わ
ゆ
る
草
子
地
に
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
さ
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、

 
 
 
 
 
 
 
（
注
8
）
 
 
 
 
（
注
9
）
 
 
 
 
（
注
1
0
）

既
に
杉
山
康
彦
氏
、
中
野
幸
一
氏
、
小
西
甚
一
上
輿
の
こ
高
論
が
示
唆
深
い
。

 
草
子
地
の
厳
密
な
定
義
も
む
ず
か
し
い
問
題
だ
し
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
草

子
地
の
種
類
も
複
雑
多
様
で
あ
る
た
め
、
概
括
的
な
述
べ
方
は
卑
し
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
草
子
地
が
一
応
「
物
語
の
中
で
じ
か
に
読
者
と
相
対
し
た
姿

勢
を
示
し
て
い
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
直
接
的
に
作
者
の
対
読
者
意
識
が
認

 
 
 
 
 
 
 
（
注
U
）

め
ら
れ
る
部
分
」
 
（
申
野
氏
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
全
知
視
点
の
方
法
に
よ
る

作
品
の
中
で
は
そ
れ
は
本
来
不
必
要
な
も
の
、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
煩
わ
し
い

余
計
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
何
故
な
ら
、
全
知
視
点
法
に
お
い
て
は
作

者
は
す
べ
て
の
作
中
人
物
の
心
理
を
完
全
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
読
者

も
ま
た
作
者
と
同
じ
視
点
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

・
こ
に
草
子
地
が
介
せ
ら
れ
る
と
き
、
作
者
と
作
中
人
物
と
読
者
の
相
互
の
関
係

は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
西
氏
は
「
作
中
人
物
も
し

く
は
作
中
事
件
に
対
す
る
享
受
者
の
『
離
れ
」
 
（
Φ
の
け
げ
O
鉱
O
画
一
σ
什
僧
口
O
Φ
）
が
も

、
た
ら
さ
れ
る
」
と
説
か
れ
て
お
り
、
中
野
氏
は
「
語
り
手
を
偽
装
し
た
作
者
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
2
）

を
示
す
も
の
と
説
か
れ
る
。
三
木
巻
冒
頭
の
草
子
地
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

草
子
地
の
申
に
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
草
子
地
を
含
む
と
い
う
文
体
の
故
に
「
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
3
）

離
れ
』
が
可
動
的
で
あ
り
」
、
 
「
二
重
偽
装
の
草
子
地
」
を
も
つ
複
雑
微
妙
な

源
氏
物
語
の
文
体
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
両
氏
の
説
で
微

妙
な
の
は
、
草
子
地
を
語
る
と
き
の
作
者
（
語
り
手
）
の
位
置
で
あ
る
。
草
子

地
は
作
中
人
物
と
読
者
の
間
に
「
離
れ
」
を
も
た
ら
し
な
が
ら
、
同
時
に
作
者

と
読
者
と
の
間
に
も
距
離
を
も
た
せ
た
叙
法
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
を
図
式

的
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
作
中
人
物
の
側
に
身
を
置
い
て
、
そ
こ
か
ら
離
れ

て
い
る
読
者
に
対
し
て
語
り
か
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
「
い
つ
れ
の
御
駕
に
か
」
と
い
う
疑
問
形
で
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
、

「
光
君
と
い
ふ
名
は
、
高
麗
人
の
め
で
聞
え
て
、
つ
け
奉
り
け
る
と
そ
、
言
ひ

伝
へ
允
る
と
な
む
」
と
伝
聞
形
式
の
叙
述
で
結
ぶ
桐
壺
巻
の
文
体
と
矛
盾
し
て

く
ち
し
、
作
中
に
し
ば
し
ば
散
見
す
る
主
要
人
物
の
行
動
や
心
理
を
推
量
法
ま

た
は
疑
聞
法
の
草
子
地
で
叙
す
文
体
が
不
合
理
と
な
る
。
例
え
ば
、
「
さ
い
ふ

は
、
い
と
い
た
く
世
を
確
り
、
ま
め
だ
ち
け
る
程
に
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
 
も

事
は
な
く
て
交
野
の
少
将
に
は
笑
は
れ
給
ひ
け
む
か
し
」
 
（
帯
木
巻
）
「
世
の

す
き
も
の
に
て
、
物
よ
く
言
ひ
通
れ
る
を
、
中
将
待
ち
と
り
て
、
こ
の
品
こ
そ

弁
へ
定
め
あ
ら
そ
ふ
。
い
と
聞
き
に
く
き
事
多
か
り
」
（
同
）
「
つ
れ
な
き
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

よ
り
は
な
か
な
か
あ
は
れ
に
思
さ
る
と
そ
」
 
（
同
）
「
な
ほ
こ
り
ず
ま
に
馬
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ

た
も
あ
だ
名
立
ち
ぬ
べ
き
御
心
の
す
さ
び
な
め
り
」
 
（
夕
顔
巻
）
「
な
ほ
、
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

く
人
知
れ
ぬ
事
は
苦
し
が
り
け
り
、
と
思
し
知
り
ぬ
ら
む
か
し
」
 
（
同
）
「
秋

の
夕
べ
は
、
ま
し
て
、
心
の
い
と
ま
な
く
思
し
み
だ
る
る
入
の
御
あ
た
り
に
心

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

を
か
け
て
、
あ
な
が
ち
な
る
ゆ
か
り
も
尋
ね
ま
ほ
し
き
心
も
ま
さ
り
給
ふ
な
る

ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

べ
し
」
 
（
若
紫
巻
）
 
「
や
が
て
本
に
、
と
思
す
に
や
、
手
習
・
絵
な
ど
様
々
に

源
氏
物
語
文
体
研
究
序
説
 
i
場
面
描
写
と
心
理
描
写
の
相
関
ま
た
は
位
相
に
つ
い
て
一

（17）



、
書
き
つ
つ
見
せ
奉
り
給
ふ
。
」
 
（
同
）
な
ど
と
、
同
趣
の
草
子
地
は
多
い
。
一

般
に
、
草
子
地
は
作
中
人
物
に
対
す
る
作
者
の
批
評
や
感
想
を
記
述
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
作
者
と
作
申
人
物
の
間
に
「
離
れ
」
が
な
く
て
は
成
り
立
た
な
い

・
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
視
点
の
方
法
が
単
純
な
全
知
視
点

で
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

 
実
情
は
小
西
氏
の
ご
説
明
と
は
む
し
ろ
逆
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
中
人
物

の
心
理
世
界
に
入
り
こ
ん
で
こ
れ
を
精
密
に
描
き
現
わ
す
と
き
、
源
氏
物
語
の

作
者
は
確
か
に
全
知
視
点
の
方
法
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
そ
の
視
点
か

ら
す
る
認
知
範
囲
は
当
然
読
者
と
共
有
遠
れ
る
の
だ
が
、
b
か
し
、
こ
の
作
者

は
他
方
に
お
い
て
自
分
と
読
者
と
の
間
に
「
離
れ
」
を
も
っ
こ
と
を
忘
れ
な
か

 
つ
た
。
例
え
ば
、
夕
顔
巻
末
の
草
子
地
で
「
か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
事
は
、

 
あ
な
が
ち
に
隠
へ
忍
び
給
ひ
し
も
い
と
ほ
し
く
て
、
み
な
製
し
と
ど
め
た
る
を

な
ど
帝
の
御
子
な
ら
む
か
ら
に
、
見
む
人
さ
へ
か
た
ほ
な
ら
ず
、
も
の
誉
め
が

ち
な
る
と
、
つ
く
り
ご
と
め
き
て
と
り
な
す
人
も
の
し
給
ひ
け
れ
ば
な
む
」
と

 
 
 
 
 
 
へ

叙
し
て
い
る
。
・
、
作
者
（
語
り
手
）
は
読
者
に
知
ら
さ
れ
た
範
囲
以
上
の
多
く
の

事
柄
を
全
知
し
て
い
た
こ
と
を
暗
に
示
そ
う
と
す
る
口
吻
で
あ
る
、
。
作
中
忙
「

 
こ
の
程
の
事
、
く
だ
く
だ
し
け
れ
ば
、
例
の
洩
ら
し
つ
」
 
（
夕
顔
巻
）
「
こ
ま

か
な
る
事
ど
も
あ
れ
ど
、
う
る
さ
け
れ
ば
書
か
ず
」
 
（
同
）
の
如
き
草
子
地
を

し
ば
し
ば
見
る
が
、
省
筆
の
理
由
が
い
か
に
あ
ろ
う
と
も
、
作
者
が
読
者
と
離

 
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 
 
作
者
と
読
者
の
「
離
れ
」
は
、
物
語
の
虚
構
化
の
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
な

条
件
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
と
読
者
が
常
に
密
着
し
て
い
た
の

 
で
は
物
語
の
自
由
な
虚
構
化
が
進
め
難
く
な
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
る
。
し
か

，
「
も
、
虚
構
の
方
法
が
一
旦
確
立
す
れ
ば
、
二
重
三
重
に
そ
の
偽
装
を
構
え
る
こ

と
が
で
き
る
立
場
も
成
り
立
つ
わ
け
で
、
源
氏
物
語
が
第
一
次
聖
主
に
第
二
次

三
主
を
組
み
こ
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
根
本
的
に
は
作
者
と
読
者
と
の

「
離
れ
」
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
源
氏
物
語
の
文
章
が
草
子
地
を
さ
し
は
さ
ん
で
く
る
の
は
こ
の
時

点
で
は
な
い
と
三
者
に
は
思
わ
れ
る
。
草
子
地
が
入
る
の
は
、
作
者
が
作
中
人
物

の
世
界
に
す
べ
り
込
ん
で
彼
ら
の
心
理
や
状
況
を
く
ま
な
く
と
ら
え
て
物
語
っ
．

て
い
な
が
ら
、
離
れ
た
と
こ
ろ
に
置
き
去
り
に
さ
れ
か
か
っ
て
作
者
と
の
直
接

会
話
を
喪
失
し
そ
う
に
な
っ
た
読
者
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
翻
然
と
し
て
そ

の
h
離
れ
」
を
飛
び
超
え
て
読
者
の
も
と
に
立
ち
戻
ろ
う
と
し
た
時
点
か
ら
で

あ
る
。
草
子
地
は
作
者
と
読
者
の
問
の
「
離
れ
」
が
と
り
去
ら
れ
て
、
両
者
の

間
に
直
接
話
法
で
交
わ
さ
れ
る
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
回
復
す
る
と
き
の
、

作
者
の
生
地
の
ま
ま
の
声
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
作
中
世
界
の
側
に
身
を
置

い
た
作
者
が
こ
ち
ら
側
の
読
者
に
対
し
て
語
り
か
け
6
の
で
は
な
く
て
、
逆
に

こ
ち
ら
側
の
読
者
の
世
界
に
身
を
戻
し
て
読
者
と
一
緒
に
向
う
側
の
作
中
世
界

を
見
つ
め
な
が
ら
（
作
者
に
と
っ
て
は
見
つ
め
直
し
な
が
ら
）
事
件
や
人
物
に

つ
い
て
の
感
想
・
批
評
を
加
え
て
い
く
の
が
草
子
地
の
あ
り
様
で
は
な
か
ろ
う

か
。
た
と
え
そ
れ
が
作
中
人
物
へ
の
批
判
・
非
難
に
な
ろ
う
と
も
、
読
者
の
立
．

，
場
に
身
を
置
い
て
彼
ら
と
共
棲
圏
に
い
る
こ
と
を
装
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

き
は
、
作
者
は
光
源
氏
を
さ
え
も
批
判
的
な
草
子
地
で
つ
き
放
し
た
よ
う
な
語

り
口
を
見
せ
る
。
例
え
ば
、
賢
聖
巻
で
、
藤
壺
へ
の
思
慕
を
自
ら
慰
め
よ
う

と
雲
林
院
へ
詣
で
た
と
き
の
源
氏
が
、
折
か
ら
の
読
経
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、

「
『
念
写
衆
生
摂
取
不
捨
』
と
、
う
ち
の
べ
て
行
ひ
給
へ
る
が
い
と
う
ら
や
ま

ル
け
れ
ば
、
な
ぞ
や
と
思
し
な
る
に
、
先
づ
姫
君
の
心
に
か
か
り
て
ハ
思
ひ
出

で
ら
れ
給
ふ
」
を
、
作
者
は
「
い
と
わ
ろ
き
心
や
」
と
枇
判
し
て
い
る
。
こ
れ

（18）



は
読
者
の
心
理
を
先
取
り
し
て
、
同
じ
感
想
を
抱
く
作
者
で
あ
る
こ
と
を
読
者

に
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
と
読
者
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ろ
く
は
作
者
の
巧
妙
な
偽
装
に
ち
が
い
な
い
。
ま

た
、
新
し
く
物
語
を
展
開
さ
せ
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
ま
こ
と
や
…

」
と
い
う
発
語
も
、
明
ら
か
に
読
者
心
理
を
尊
重
し
た
作
者
の
生
の
声
だ
が
、

作
者
は
こ
う
し
て
、
つ
ね
に
読
者
と
共
に
作
中
世
界
を
見
た
り
聞
い
た
り
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
読
者
に
弁
明
し
よ
う
と
す
る
。
作
者
と
読
者
は

共
棲
圏
に
い
る
こ
と
の
証
言
と
し
て
、
草
子
地
は
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
は
草
子
地
は
こ
の
物
語
の
作
者
が
徹
底
的
に
読
者
に
従
属
的
な
姿
勢
を
と
っ

て
創
作
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ

が
作
者
の
し
た
た
か
な
偽
装
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五

 
全
知
視
点
の
方
法
は
、
垣
間
見
場
面
に
お
け
る
限
定
視
点
の
方
法
に
比
べ
て

作
中
人
物
の
心
理
描
写
を
よ
り
豊
富
な
も
の
に
し
て
効
果
的
で
あ
っ
た
。
加
え

て
、
作
者
は
読
者
と
の
「
離
れ
」
を
ひ
そ
か
に
確
保
し
な
が
ら
こ
の
視
点
を
持

続
す
る
た
め
に
、
草
子
地
と
い
う
偽
装
の
文
体
を
も
援
用
し
て
、
物
語
全
体
と

し
て
は
き
わ
め
て
複
雑
な
文
体
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
文

体
も
第
二
部
の
若
菜
巻
に
入
っ
て
著
し
く
変
化
し
て
き
て
い
る
の
は
注
目
に
値

す
る
。

 
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
若
菜
巻
に
は
歌
や
草
子
地
が
著
し
く
減
少

し
、
長
大
な
会
話
と
心
理
描
写
の
散
文
文
体
が
全
巻
を
圧
倒
し
て
い
る
。
鈴
木

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
稽
）

一
雄
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
部
か
ら
第
二
部
へ

の
会
話
文
と
心
中
表
現
の
行
数
の
変
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
暴
行
数
に
対
す
る
比
率

に
お
い
て
、
三
〇
ニ
ニ
％
↓
三
一
二
二
％
、
，
八
・
九
％
↓
一
〇
・
八
％
と
か
な
」

り
高
く
な
っ
て
お
り
、
一
会
話
文
の
長
さ
や
一
心
中
表
現
下
の
長
さ
も
、
一
・
八

行
↓
二
・
三
行
、
○
・
六
行
↓
一
・
○
行
と
長
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
文
体
の

特
異
さ
は
、
そ
の
量
に
お
い
て
よ
り
も
質
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
秋
山
粘
菌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
5
）

の
評
文
を
借
り
て
言
え
ば
「
物
語
の
方
法
は
、
偶
然
に
よ
る
筋
の
展
開
を
は
っ

き
り
と
し
り
ぞ
け
る
。
」
「
作
者
は
自
分
の
顔
を
出
さ
ぬ
。
自
己
の
観
察
や
解

釈
や
裁
定
は
介
入
す
る
余
地
が
な
く
…
…
、
朱
雀
院
、
夕
霧
、
乳
母
、
左
中
弁

ら
の
対
話
に
よ
っ
て
物
語
の
世
界
は
ジ
グ
ザ
グ
形
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る

が
馬
し
か
も
そ
の
対
話
の
言
葉
は
そ
の
内
容
が
そ
の
話
者
の
位
置
な
い
し
性
格

に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
の
微
妙
な
交
錯
と
展
開
と
低
迷
の

栢
を
え
が
き
な
が
ち
、
お
の
ず
か
ら
光
源
氏
へ
の
女
三
宮
降
嫁
と
い
う
核
心
へ

突
き
す
す
ん
で
ゆ
く
」
 
「
登
場
人
物
の
言
動
や
心
理
情
況
の
交
渉
、
相
関
が
と

り
も
な
お
さ
ず
新
し
い
文
学
的
現
実
を
つ
む
ぎ
出
し
て
ゆ
く
」
な
ど
の
如
く
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
6
）
 
 
 
 
 
 
 
、
 
、
 
、
 
 
 
、
 
、
 
、

あ
る
。
ま
た
、
野
村
精
一
氏
は
「
こ
こ
で
は
こ
と
ば
と
こ
と
ば
が
継
起
的
に
つ

な
が
り
、
い
か
な
る
も
の
の
介
在
も
あ
り
え
な
い
。
よ
り
簡
便
な
言
い
方
を
す

れ
ば
、
前
の
こ
と
ば
が
な
け
れ
ば
後
の
こ
と
ば
も
あ
り
え
な
い
。
そ
う
し
た
必

然
的
継
起
な
の
だ
。
こ
う
し
て
く
こ
と
ば
V
だ
け
の
世
界
が
生
ま
れ
、
〈
文
体

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
ゐ

〉
が
自
立
す
る
。
網
の
目
の
よ
う
に
、
」
こ
と
ば
と
こ
と
ば
と
の
関
係
は
構
築
さ

れ
、
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
の
だ
」
と
も
評
し
て
お
ら
れ
る
。

 
こ
こ
で
稿
者
は
若
菜
巻
の
文
体
論
に
深
入
り
す
る
余
裕
を
も
た
な
い
が
、
い

ま
再
確
認
さ
れ
て
よ
い
こ
と
は
、
、
い
ま
ま
で
草
子
地
を
最
も
有
効
な
媒
体
と
し

て
作
中
世
界
に
自
在
に
出
入
し
て
い
た
作
者
の
顔
が
こ
こ
で
は
全
く
見
え
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
9
限
定
視
点
の
方
法
で
あ
れ
全
知
視
点
の
方
法

で
あ
れ
、
従
来
は
作
者
の
位
置
な
い
し
視
点
が
か
な
り
明
確
だ
っ
た
わ
け
で
、

源
氏
物
語
文
体
研
究
序
説
 
一
場
面
描
写
と
心
理
描
写
の
相
関
ま
た
は
位
相
に
つ
い
て
一

（19）



そ
れ
な
り
に
有
効
な
描
写
法
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
若
菜
巻
で
は
作
者
の
視

点
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
基
本
的
に
は
こ
こ
で
も
全
知

視
点
の
方
法
が
採
ら
れ
て
は
い
る
が
、
草
子
地
は
お
ろ
か
地
の
文
に
よ
る
作
中

人
物
の
心
理
情
況
の
説
明
・
叙
述
ま
で
が
激
減
し
、
専
ら
少
な
い
人
物
の
長
い

会
話
文
が
そ
れ
に
代
っ
て
湿
せ
ら
れ
る
方
法
と
な
っ
て
い
る
。

 
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
て
に
は
垣
間
見
手
法
に
お
け
る
限
定
視
点
の
手
法
か
ら

全
知
視
点
の
手
法
へ
の
移
行
を
進
め
る
作
者
の
新
し
い
方
法
が
試
み
ら
れ
て
い

る
の
だ
。
垣
間
見
の
手
法
に
お
い
て
は
、
作
者
の
視
点
は
覗
き
見
る
源
氏
の
視

点
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
読
者
の
視
点
で
も
あ
っ

た
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
覗
き
見
ら
れ
る
対
象
世
界
と
の
間
に
絶
対
に
越
え
ら

れ
る
こ
と
の
な
い
隔
て
が
あ
っ
て
、
源
氏
は
（
作
者
も
読
者
も
）
決
し
て
対
象

世
界
内
の
人
物
と
相
交
渉
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
覗
か
れ
る
対
象
世
界
は
平

面
的
に
描
写
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
作
者
は
人
物
＃
ち
の
会
話
や
和
歌

の
唱
和
場
面
を
導
入
し
て
可
能
な
限
り
人
物
の
心
理
や
情
況
を
表
現
し
よ
う

・
と
し
、
描
写
に
立
体
感
を
得
よ
う
と
し
た
。
馳
し
か
し
、
作
中
人
物
の
内
面
世
界

を
十
全
に
描
写
す
る
た
め
に
は
、
視
点
を
変
え
て
、
全
知
視
点
の
方
法
に
よ
る

他
は
不
可
能
で
あ
る
。

 
作
者
は
全
知
視
点
に
移
行
す
る
と
き
、
〃
垣
〃
を
超
え
出
て
、
向
う
側
の
対

象
世
界
の
中
へ
入
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
読
者
を
そ
こ
に
残
し

た
ま
ま
に
す
る
か
、
読
者
と
共
に
行
く
か
。
作
者
は
お
そ
ら
く
意
識
的
に
で
あ

ろ
う
が
、
前
者
を
選
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
ま
で
同
じ
立
場
に
立
っ
て

見
聞
を
共
に
し
て
き
た
読
者
か
ら
離
れ
た
わ
け
だ
が
、
作
者
に
と
っ
て
外
に
残

し
た
読
者
の
こ
と
が
気
が
か
ヴ
で
な
い
は
ず
が
な
い
。
草
子
地
は
こ
の
時
点
か

，
ら
作
者
と
読
者
の
貴
重
な
連
帯
の
絆
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
カ
。
し
か
し
、
作

者
が
入
り
込
ん
だ
作
中
世
界
の
深
さ
と
重
み
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
外

か
ら
垣
間
見
た
以
上
の
分
厚
い
現
実
が
あ
り
、
重
く
て
尊
い
人
間
の
生
命
が
あ

り
、
つ
か
み
難
い
ほ
ど
複
雑
で
深
い
心
の
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
真
正
面
か

ら
見
つ
め
な
が
ら
確
実
に
追
求
す
る
作
者
は
や
が
て
読
者
の
言
わ
く
や
思
わ
ぐ

を
配
慮
す
る
余
裕
を
次
第
に
失
な
い
、
当
面
の
作
中
人
物
の
世
界
に
没
頭
し
て

し
ま
う
よ
う
に
な
る
。
…
…
い
さ
さ
か
推
測
本
位
の
述
べ
方
だ
が
、
作
者
の
創

作
心
理
は
こ
の
よ
う
に
進
展
し
な
が
ら
こ
の
巻
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
少
く
と
も
、
読
者
に
対
す
る
意
識
が
弱
小
化
し
て
草
子
地
や
草
子
地
に

近
い
叙
述
を
次
第
に
物
語
か
ら
欠
落
し
て
き
た
と
見
る
こ
と
は
不
当
で
は
あ
る

ま
い
。
作
者
は
、
作
中
人
物
の
言
動
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、
そ
れ
を
あ
り
の
ま

ま
に
描
写
報
告
す
る
こ
と
に
だ
け
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
世
界
の

中
の
人
物
や
事
件
や
情
況
に
対
し
て
、
作
者
の
側
か
ら
勝
手
な
解
説
や
批
評
を

さ
し
は
さ
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
彼
ら
の
言
動
に
対
し
て
指

図
め
い
た
こ
と
を
言
っ
た
り
得
た
り
し
て
、
彼
ら
の
人
間
関
係
を
適
宜
に
変
え

た
り
操
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
若
菜
巻
の
人
物
だ
ち
は
、

作
者
の
恣
意
的
な
被
造
物
で
あ
る
こ
と
を
拒
む
か
の
如
く
に
、
自
立
し
て
い

る
。

 
作
中
世
界
と
作
者
の
こ
の
よ
う
な
情
況
は
、
垣
間
見
に
お
い
て
源
氏
の
思
量

や
感
慨
と
は
無
関
係
に
、
覗
か
れ
る
世
界
の
人
物
た
ち
が
会
話
し
、
行
動
す
る

情
況
に
近
い
。
た
だ
、
垣
間
見
の
場
合
は
作
者
も
覗
く
側
の
｝
人
と
し
て
〃
垣

”
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
い
ま
こ
こ
に
〃
垣
”
は
な
い
の
だ
。
．

覗
か
れ
て
い
た
対
象
世
界
が
、
こ
こ
で
は
眼
前
に
赤
裸
々
な
の
だ
が
、
作
者
は

た
だ
そ
れ
を
観
客
的
に
描
写
す
る
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
若
菜
巻
に
入
っ
て
、
作
者
が
対
読
者
意
識
を
殆
ど
捨
て
て
作
中
世
界
の
忠
実

（20）



な
追
跡
と
描
写
に
集
中
し
た
こ
と
は
、
描
こ
う
と
す
る
も
の
が
光
源
氏
を
主
宰

者
と
す
る
六
条
院
の
内
部
矛
盾
と
そ
の
崩
壊
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
な
い
。

作
者
は
こ
れ
ま
で
光
源
氏
を
理
想
の
貴
公
子
と
し
て
描
き
続
け
て
き
た
。
読
者

は
源
氏
を
偶
像
と
し
賛
嘆
し
崇
拝
し
た
。
し
か
し
、
読
者
が
光
源
氏
に
陶
酔
し

熱
中
し
て
い
る
間
に
、
作
者
は
光
源
氏
の
虚
偽
と
矛
盾
を
見
て
し
ま
っ
て
い

た
。
．
作
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
当
時
偽
り
の
繁
栄
を
見
せ
な
が
ら
矛
盾
と
頽
廃

に
満
ち
て
崩
壊
へ
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
上
流
貴
族
社
会
の
比
喩
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
読
者
に
囲
ま
れ
て
、
作
者
は
彼
ら
と
は
遠
く
離
れ
た

孤
独
の
裡
の
虚
構
に
よ
る
真
実
の
探
求
と
い
う
文
学
的
営
為
を
継
続
す
る
ほ
か

は
な
か
っ
た
。

 
源
氏
物
語
の
文
章
に
は
そ
の
よ
う
な
イ
ロ
ニ
ー
が
隠
さ
れ
て
い
て
、
あ
く
ま

で
も
技
巧
的
で
あ
る
。

（
第
二
部
か
ら
第
三
部
へ
の
文
体
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
、
別
の
機
会
に
考
察
を

加
え
た
い
。
）

注
1

旧注
32

注注
54

清
水
好
子
「
源
氏
物
語
の
文
体
一
時
間
の
処
理
に
つ
い
て
i
」
 
（
「

解
釈
と
鑑
賞
」
昭
4
1
・
η
）

注
-
に
同
じ
。

今
井
源
衛
「
古
代
小
説
創
作
上
の
一
手
法
-
垣
間
見
に
就
て
一
」
 
（

「
国
語
と
国
文
学
」
昭
2
3
・
3
）

注
3
に
同
じ
。

野
村
精
一
「
源
氏
物
語
文
体
論
序
説
」
 
（
有
精
堂
、
昭
4
5
・
4
）

注
6
 
石
田
穣
二
「
源
氏
物
語
の
情
景
描
写
」
 
（
「
源
氏
物
語
講
座
第
七
巻

 
 
 
」
昭
4
6
・
H
所
収
）

注
7
 
清
水
好
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
場
面
表
現
」
 
（
「
年
賦
第
『
巻
」

 
 
 
昭
4
6
・
5
所
収
）

注
8
 
杉
山
康
彦
「
源
氏
物
語
の
語
り
の
主
体
一
そ
の
虚
構
の
構
造
に
つ
い

 
 
 
て
一
」
 
（
「
文
学
」
昭
4
8
・
4
、
5
）

注
9
 
中
野
幸
一
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
草
子
地
」
 
（
「
源
氏
物
語
講
座
第

 
 
 
一
巻
」
昭
4
6
・
5
所
収
）

注
1
0
 
小
西
甚
一
「
，
源
氏
物
語
の
心
理
描
写
」
 
（
右
同
第
七
巻
」
昭
4
6
・
1
1

 
 
 
所
収
）

注
1
1
 
注
9
に
同
じ
。

注
1
2
 
注
9
・
注
1
0
の
文
献
に
よ
る
。
注
1
3
も
同
じ
。

注
1
4
 
鈴
木
一
雄
「
『
源
氏
物
語
』
の
文
章
」
 
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
4
4
・

 
 
 
6
）

注
1
5
 
秋
山
慶
「
『
若
菜
』
巻
の
始
発
を
め
ぐ
っ
て
」
 
（
「
源
氏
物
語
の
世

 
 
 
界
」
昭
3
9
・
1
2
所
収
）

注
1
6
 
注
5
に
同
じ
。

（
テ
キ
ス
ト
に
は
池
田
亀
鑑
校
註
「
源
氏
物
語
」
（
朝
日
新
聞
社
）
刊
を
用

い
た
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
昭
4
8
・
9
稿
）

源
氏
物
語
文
体
研
究
序
説
 
一
場
面
描
写
と
心
理
描
写
の
相
関
ま
た
は
位
相
に
つ
い
て
1
1

（21 ）


