
『
う

つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

―
―
「静
止
画
的
表
現
」

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ュ
ル
連
接
構
文
〉

に

つ
い
て

１
．

阪
倉

篤

義

説

と
小

松
英

雄

説

１
．
１

阪
倉
篤
義
説
の
先
見
性

阪
倉
篤
義

「
「
開
い
た
表
現
」
か
ら

「閉
じ
た
表
現
」

へ
―
国
語
史
の
あ

り
か
た
試
論
」
翁
国
語
と
国
文
学
」

一
九
七
〇
年

一
〇
月
）
は
、
副
題
に
示

さ
れ
て
い
る
通
り
、

マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
日
本
語
の
表
現
の
大
き
な
流
れ
を

従
来
の
、
と
も
す
れ
ば
資
料
の
羅
列
と
そ
の
解
説
に
傾
き
が
ち
な
国
語
史
の

記
述
主
義
の
観
点
と
は
異
な
る
捉
え
方
を
示
し
た
論
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

論
の
考
察
は
、
国
語
史
と
い
う
も
の
を

「表
現
者
た
る
人
間
の
精
神
の
運
動

に
お
け
る
、
変
移
の
事
実
」
と
位
置
付
け
、
音
韻

・
文
法

。
語
彙

・
表
記
法

を
総
括
的
に
捉
え
直
し
、
「表
現
者
の
思
考
法
な
い
し
は
発
想
法
の
変
化
」

と
し
て
、
国
語
史
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
結
論
と
し
て
は
、
「
心
情
的

な
連
帯
感
に
よ

っ
て
む
す
ば
れ
て
い
た
、
閉
じ
ら
れ
た
社
会
か
ら
、
さ
ら
に

開
か
れ
た
社
会

へ
と
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が
拡
大
す
る
な
か
で
、

事
実
の
正
確
な
伝
達
を
行
う
と
同
時
に
、
ま
た
、
意
志
的

。
行
動
的
な
時
代

関

雄

の
能
動
的
思
惟
を
も
表
現
す
る
た
め
に
は
、

こ
う
し
た
形
式

（閉
じ
た
表

現
）
が
も

っ
と
も
適
合
す
る
も
の
に
な

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
」
「
「
開
い
た

表
現
」
か
ら

「閉
じ
た
表
現
」

へ
と
い
う
推
移
を
、
「閉
じ
ら
れ
た
社
会
」

か
ら
、
よ
り

「開
か
れ
た
社
会
」

へ
と
い
う
時
代
の
推
移
が
要
求
し
た
の
で

あ
る
。
」
と
、
結
ん
で
い
る
。

「開
い
た
表
現
」
の
な
さ
れ
た
時
代
が

「閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
で
あ
り
、

「
開
じ
た
表
現
」
が
な
さ
れ
た
時
代
が

「
開
か
れ
た
社
会
」
で
あ

っ
た
、
と

す
る
結
び
は
極
め
て
印
象
的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
れ
る
。

具
体
的
に
例
文
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
文
章
、
『
源
氏
物
語
』
。
『
古
今

集
』
や

『
後
撰
集
』
の
詞
書

・
『
大
和
物
語
』
な
ど
の
平
安
時
代
の
物
語
や

詞
書
は
、
「
開
い
た
表
現
」
で
、
文
中
に
断
切
の
よ
う
な
も
の
が
あ

っ
て
そ

こ
に
続
く
力
を
た
め
て
お
い
て
、
後
続
要
素
に
続
い
て
行
く
と
い
う

「切
れ

て
つ
づ
く
」
と
こ
ろ
に
、
日
本
語
文
の
特
徴
が
あ
る
と
す
る
。　
一
方
、
『
今

昔
物
語
集
』
の
文
章
は
、
前
半
と
後
半
と
で
細
部
で
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の

の
、
「
閉
じ
た
表
現
」
で
あ
る
と
し
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
説
話
の
表
現
の
相

『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―



『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―

違
を
、
『
大
和
物
語
』
の
文
章
と
比
較
し
て
明
快
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
論
文
の
結
論
部
の

「
閉
じ
た
表
現
」
が
、
「開
か
れ
た
社
会
」
と

ど
う
繋
が
る
か
は
、
具
体
的
に
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

マ
ク
ロ
な
視
野
の
中
で
、
ミ
ク
ロ
な
事
例
を
挙
げ
て
説

か
れ
て
お
り
、
筆
者
の
よ
う
な
職
業
柄
か
ら

『
源
氏
物
語
』
や

『
枕
草
子
』

の
よ
う
な
文
章
の
読
解
に
苦
し
ん
で
い
る
も
の
に
、
そ
れ
は

「閉
じ
ら
れ
た

社
会
」
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
多
く
の
示
唆
を
得
た
刺
激
的
な

論
文
で
あ

っ
た
。

１
．
２

小
松
英
雄
説
の

「連
接
構
文
」

小
松
英
雄

「仮
名
文
の
構
文
原
理
」
は
、
『
仮
名
文
の
原
理
』
２

九
八
八

年
）
の
第
Ⅱ
部
の
第
六
章
に
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
、
「
新
規
執
筆
」
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
第
Ｉ
部

仮
名
文
の
表
記
原
理
を
踏
ま
え
、
第
Ⅱ
部
の
タ
イ
ト

ル

「仮
名
文
の
構
文
原
理
」
を
集
約
す
る
形
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の

阪
倉
説
の
、
「開
い
た
表
現
」
が
小
松
説
で
は

「
連
接
構
文
」
と
し
て
捉
え

直
さ
れ
て
い
る
。
捉
え
直
し
の
中
心
は

「
は
さ
み
こ
み
」
に
対
す
る
両
説
の

評
価
の
相
違
で
あ
る
。
阪
倉
説
の

「開
い
た
表
現
」
で
は
、
前
述
の
よ
う
な

「切
れ
て
つ
づ
く
」
と
い
う
日
本
語
文
の
サ
ス
ペ
ン
ス
が
、
「
は
さ
み
こ
み
」

に
表
れ
て
い
る
と
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
小
松
説
の

「連
接
構
文
」

で
は
、
「
は
さ
み
こ
み
」
説
自
体
を
否
定
す
る
。

引
用
が
少
し
長
く
な
る
が
、
次
の
よ
う
な
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

〈通
常
の
文
は
、
最
後
の
文
節
だ
け
が
切
れ
る
文
節
で
あ

っ
て
、
形
の

上
で
も
切
れ
る
形
を
取
り
、
他
は
み
な

つ
づ
く
文
節
で
あ
る
こ
と
に

な

っ
て
い
る
〉
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
と
き
ど
き
、
明
ら
か
に
切
れ

る
形
を
と

っ
て
い
る
も
の
が
、
文
中
に
あ
る
こ
と
が
あ
る
〉
と
し
て
、

佐
伯
梅
友
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
例
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
場

合
に
は
、
傍
線
を
施
し
た
部
分
が
そ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

八
月
十
五
夜
　
く
ま
な
き
月
影
　
ひ
ま
多
か
る
板
屋
　
残
り
な
く
漏

り
き
て
　
見
な
ら
ひ
給
は
ぬ
住
ま
ひ
の
さ
ま
も
　
め
づ
ら
し
き
に

あ
か

つ
き
近
く
な
り
に
け
る
な
る
べ
し
　
と
な
り
の
家
い
へ
　
あ
や

し
き
賤
の
男
の
こ
ゑ
ご
ゑ
　
目
さ
ま
し
て

［源
氏

・
夕
顔
］

こ
の

「
あ
か

つ
き
近
く
な
り
に
け
る
な
る
べ
し
」
の
部
分
を
、
〈文

法
〉
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う

な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

右
の
例
の
場
合
、
「
見
な
ら
ひ
給
は
ぬ
住
ま
ひ
の
さ
ま
も
珍
し
き
に
」

は
、
「暁
近
く
な
り
に
け
る
な
る
べ
し
」
に
続
く
の
で
は
な
く
て
、
そ

れ
を
と
び
こ
し
て
、
「
隣
の
家
々
、
あ
や
し
き
賤
の
男
の
こ
ゑ
ご
ゑ
目

さ
ま
し
て
」
以
下
に
続
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「暁
近
く
な
り
に
け
る
な
る
べ
し
」
は
、
終
止
形
で
結
ば
れ
た
切
れ
る

形
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
今
は
下
に
い
う
こ
と
の
説
明
と
し
て
は

さ
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

佐
伯
梅
友
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
文
の

途
中
に
あ

っ
て
、
〈明
ら
か
に
切
れ
る
形
を
と

っ
て
い
る
も
の
〉
を
取
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り
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
に
つ
い
て
、
ど
れ
が
ど
れ
に
か
か
る
か
を
詳

細
に
検
討
し
、
こ
の
よ
う
な
、
文
の
形
を
と

っ
た
挿
入
を
、
《
は
さ
み

こ
み
》
と
命
名
し
た
。
こ
の
術
語
は
、
学
界
に
広
く
浸
透
し
て
い
る
。

み
ぎ
の
例
に
お
け
る

「
あ
か

つ
き
近
く
な
り
に
け
る
な
る
べ
し
」
を
、

佐
伯
梅
友
は
、
〈下
に
い
う
こ
と
の
説
明
と
し
て
は
さ
み
こ
ま
れ
て
い

る
〉
と
み
な
し
て
い
る
。
〈
そ
れ
を
と
び
こ
し
て
〉
、
そ
の
一則
の
句
節

が
そ
の
後
の
句
節
に
続
い
て
い
る
こ
と
は

〈
い
う
ま
で
も
な
い
〉
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
《
は
さ
み
こ
み
》
と
み
な
さ
れ
て
い
る
部

分
を
削
除
し
て
、
「
見
な
ら
ひ
給
は
ぬ
住
ま
ひ
の
さ
ま
も
め
づ
し
き
に

と
な
り
の
家
い
へ
　
あ
や
し
き
賤
の
男
の
こ
ゑ
ご
ゑ
目
さ
ま
し
て
」

と
い
う
よ
う
に
つ
な
い
だ
の
で
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
文
脈
が
よ
く

つ
づ

か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
皓
々
た
る
月
影
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
見
慣
れ
ぬ

光
景
を

「
め
ず
ら
し
」
と
眺
め
て
い
る
こ
と
と
、
隣
の
家
の
人
た
ち
が

目
を
覚
ま
し
て
話
を
す
る
声
が
聞
こ
え
る
こ
と
と
の
間
に
は
時
間
的
な

断
絶
が
あ
り
、
事
実
と
し
て
、
と
び
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。

「切
れ
て
つ
づ
く
」
と
い
う
日
本
語
文
の
サ
ス
ペ
ン
ス
の
典
型
的
な
も
の

と
し
て
、
「
は
さ
み
こ
み
」
を
評
価
す
る
阪
倉
説
と
、
連
接
構
文
の
立
場
か

ら

「
は
さ
み
こ
み
」
説
を
否
定
的
に
捉
え
る
小
松
説
と
で
は
、
明
確
な
相
違

が
あ
り
、
従

っ
て

「開
い
た
表
現
」
説
と

「連
接
構
文
」
説
と
で
は
、
相
容

れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
に
と

っ
て
興
味
深
い
の
は
、
小
松
説
が
、
上
掲
の

〔源

氏

・
夕
顔
〕
の
文
章
を
時
間
の
流
れ
の
中
で
、
登
場
人
物

（
こ
こ
で
は
光
源

氏
）
の
視
線
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
描
き
出
さ
れ
た
表
現
と
し
て
受
け
取

っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
は
、
物
語
の
本
文
は
登
場
人
物
が
次
々
と
現
れ
て
演
技
を
し
て
は
、

時
の
流
れ
と
と
も
に
去

っ
て
い
き
、
舞
台
が
変
わ

っ
て
次
の
時
代
の
人
々
が

登
場
し
て
演
技
す
る
の
を
描
写
し
て
い
く
の
が
基
本
形
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
右
の
夕
顔
の

一
場
面
で
は
光
源
氏
も
夕
顔
も
、
さ
ら
に
は

「
あ
や
し
き

賤
の
男
」
も
登
場
人
物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
場
面
が
次

へ
移
れ
ば
、

情
景
も
登
場
人
物
も
変
わ

っ
て
い
く
。

２
．
物

語

の
動

画
的

表

現

２
．
１
．
１

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
物
語
本
文
と

〔絵
解
〕
―

「
と
し
か
げ
」
巻

筆
者
は
、
物
語
の
う
ち
で
も
、
昔
物
語
と
呼
ば
れ
る

『
竹
取
物
語
』
や
こ

こ
で
採
り
上
げ
る

『
う

つ
ほ
物
語
』
の
語
り

（地
の
文
）
は
、
語
り
手
が
言

葉
に
よ

っ
て
、
物
語
の
舞
台
と
登
場
人
物
を
描
き
あ
げ
て
い
く
世
界
で
あ

り
、
語
り
に
よ

っ
て
読
者

（聴
者
）
の
脳
裏
に
舞
台
が
作
り
上
げ
ら
れ
、
そ

こ
に
登
場
人
物
の
動
き

（演
技
）
が
セ
リ
フ
を
と
も
な

っ
て
語
り
上
げ
ら
れ

て
い
く
時
、
現
実
に
は
実
在
し
な
い
も
の
が
、
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
描
か

れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
仮
説
を
提
唱
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
『
う

つ
ほ
物
語
』
の

「
と
し
か
げ
」
巻
と

「藤
は
ら
の
君
」

『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―
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『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ュ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―

巻
の
物
語
本
文
と
の

〔絵
解
〕
と
を
対
比
し
て
、
物
語
本
文
と
絵
解
の
表
現

の
相
違
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。

テ
キ
ス
ト
は
、
野
口
元
大
校
注

『
う

つ
ほ
物
語
』
（校
注
古
典
叢
書
）
に

よ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
本
文
自
体
に
は
無
い
が
、
ほ
ぼ
通
説
に
従

っ

て

〔絵
解
〕
と
い
う
標
記
を
挿
入
し
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
従
い

〔絵

解
〕
と
い
う
い
う
標
記
を
用
い
る
。

「
と
し
か
げ
」
巻
に
は
、
二
箇
所

〔絵
解
〕
が
存
す
る
と
さ
れ
る
。

説
明
の
都
合
上
、

〔絵
解
〕
に
先
行
す
る
物
語
本
文
の
必
要
部
分
か
ら
引
用

す
る
。

ゴ
．
は
ゝ
を
ば
、
の
り
た
ま
へ
り
つ
る
む
ま
に
の
せ
て
、
我
も
こ
も
、
し

り

ｏ
さ
き
に
つ
き
て
お
さ
へ
な
ど
し
て
、
人
と
ゞ
め
給
し
所
ま
で
お
は

じ

つ
き
て
、
そ
こ
に
て
、
二
人
の
の
り
た
る
む
ま
に
、
わ
れ
と
子
と
は

の
り
給
て
、
さ
ぶ
ら
ひ
二
人
を
ば
、
女
の
む
ま
に
つ
け
て
、
あ
き
の
よ

ひ
と
よ
い
で
給
て
、
あ
か

つ
き
が
た
に
な
む
、
三
条
の
お
ほ
ぢ
よ
り
き

た
、
ほ
り
か
は
よ
り
は
に
し
な
る
い
へ
に
、
お
は
し

つ
き
け
る
。
（略
）

女
は
、
と
し
ご
ろ
に
い
み
じ
う
や
つ
れ
ぬ
ら
ん
と
思
ふ
に
、
い
と
ま
ば

ゆ
き
ま
で
は
づ
か
し
き
に
、
は
ゝ
を
も
、
子
を
も
、　
つ
く
だ
ヽ
と
ま
も

り
給

へ
ば
、
せ
め
て
く
ら
き
か
た
に
い
り
給

へ
ば
、
我
も
お
く

へ
い
り

給
劇
。
「
あ
こ
は
そ
こ
に
。
ね
ぶ
た
か
ら
む
」
と
て
、
御
木
丁
の
も
と

に
ふ
せ
給
へ
ど
は
じ
の
方
に
い
で
給
、
御
ま
へ
の
あ
り
さ
ま
を
み
る
。

〔絵
解
〕
こ
の
殿
は
、
ひ
は
だ
の
お
と
ゞ
五
、
ら
う

ｏ
わ
た
殿
、
さ
る

べ
き
あ
て
′
ヽ

の
い
た
や
ど
も
な
ど
、
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
に

て
、
く
ら
ま
ち
に
御
く
ら
お
ほ
か
り
。

２
．
と
し
か

へ
り
て
、
八
月
に
、
こ
の
殿
に
す
ま
ひ
の
か
へ
り
あ
る
じ
あ

る
べ
け
れ
ば
、
お
と
ど
、
き
た
の
か
た
に
き
こ
え
給
。
只
略
）
れ
い

は
、
中
将
に
は
女
の
さ
う
ぞ
く
ひ
と
く
だ
り
づ
ゝ
、
少
将
に
は
し
ろ
き

う
ち
き
ひ
と
か
さ
ね
、
は
か
ま
を
な
ん
も
の
す
る
を
、
こ
の
た
び
は
、

中
将
に
、
な
ほ
ほ
そ
な
が
を
そ
へ
て
、
少
将
に
は
、
あ
や
の
う
ち
き
み

へ
が
さ
ね
、
は
か
ま
な
ど
を
ま
う
け
給

へ
」
と
き
こ
え
た
ま

へ
ば
、

「
い
さ
、
い
か
に
す
る
こ
と
に
か
あ
ら
む
」
と
の
給

へ
ど
、
も
の
ゝ
い

ろ
、
し
ざ
ま
な
ど
、
な
べ
て
の
も
の
ゝ
や
う
に
も
あ
ら
ず
、
す
ぐ
れ
て

め
で
た
く
し
い
で
給

へ
り
。

〔絵
解
〕
三
条
殿
に
、
殿

・
北
方
な
ら
び
て
お
は
し
ま
す
。
御
だ
い
ま

ゐ
れ
り
。
侍
従
、
う
ち
よ
り
ま
か
で
給

へ
り
。
く
に
だ
ヽ
の
し

や
う
よ
り
、
た
ふ

。
き
ぬ

・
ぬ
の
な
ど
も
て
ま
ゐ
れ
り
。
御
い

そ
ぎ
の
れ
う
に
と
て
、
あ
や

。
う
す
も
の

ｏ
か
と
り
き
ぬ
な
ど

お
ほ
く
た
て
ま

つ
れ
た
れ
ば
、
み
く
し
げ
殿
す
る
人
、
お
ま
へ

に
て
、
は
か
ら
ひ
さ
だ
む
。
そ
め
く
さ
、
な
に
く
れ
の
こ
と
。

庄
ζ
の
も
の
ど
も
は
、　
一
条
殿
に
も
、
わ
か
ち
た
て
ま

つ
り

給
。
お
は
す
る
こ
と
は
た
え
て
な
け
れ
ば
、
御
か
た
た
ヽ
に
お

ぼ
し
な
げ
き
、
さ
ま
た
ヽ
に
き
こ
え
お
ど
ろ
か
し
給
も
あ
れ

ど
、
す
べ
て
、
た
ゞ
い
ま
は
、
こ
と
人
に
も
の
き
こ
え
む
と
も

お
ぼ
し
た
ら
ず
。

「
と
し
か
げ
」
巻
の
二
箇
所
の

〔絵
解
〕
は
、
他
の
巻
の
多
く
の

〔絵



解
〕
と
は
相
違
す
る
も
の
が
あ
る
。

安
倍
素
子

『
う

つ
ほ
物
語
の
成
立
と
絵
解
の
研
究
』
全
一〇
〇
九
年
〉
で

は
、
〔絵
解
〕
を

「絵
解
本
文
」
と
呼
び
、
従
来
、
「絵
詞
」
。
「絵
解
」
。
「絵

指
示
」
な
ど
と
認
め
て
き
た
部
分
を
、
次
の
４
項
目
を
手
掛
か
り
に
し
て
、

逐

一
検
討
し
、
こ
の
４

つ
に
該
当
す
れ
ば

「絵
解
本
文
」
と
し
、
該
当
し
な

け
れ
ば
物
語
本
文
と
す
る
、
と
の
判
定
を
下
し
て
い
る
。
（た
だ
し
、
例
外

は
あ
る
）
。

①
冒
頭
が
フ
）
」
は
「
こ
れ
は
」
な
ど
で
始
ま
る

（『
玉
琴
』
に
よ
る
）
。

②
そ
の
内
容
が
物
語
本
文
の
内
容
と
重
な

っ
て
い
る
翁
玉
琴
』
に
よ
る
）
。

③
存
続
の
助
動
詞
「
た
り
Ｌ
り
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
（関

一
雄
に
よ
る
）
。

④
「絵
解
本
文
」
を
挿
む
前
後
の
物
語
本
文
と
の
間
に
、
文
脈
あ
る
い
は

内
容
上
の
翻
館
が
有
る

（筆
者

〈安
倍
素
子
〉
に
よ
る
）
。

こ
れ
に
よ
り
、
右
の
ゴ
。
の

〔絵
解
〕
は
、
③
以
外
は
該
当
し
な
い
の

で
、
「絵
解
本
文
」
で
は
な
く

「物
語
本
文
」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

２
　
に
つ
い
て
も
、
③
は
該
当
す
る
が
、
①
②
は
該
当
せ
ず
、
④
に
つ
い

て
は

「
ヨ
一条
殿
に
、
」
か
ら

「
ま
か
で
給

へ
り
。
」
ま
で
が
唐
突
な
感
じ
が

し
な
い
で
は
な
い
が
、
」
と
疑
点
を
添
え
た
上
で
、
「岨
師
は
な
い
」
と
し
て

「該
当
せ
ず
。
」
と
判
定
し
、
「物
語
本
文
」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
安
倍
説
に
よ
れ
ば
、
「
と
し
か
げ
」
巻
に
は

〔絵
解
〕
は
存

在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

筆
者
は
、
〔絵
解
〕
と
物
語
本
文
の
相
違
は
、
静
止
画
的
表
現
か
動
画
的

表
現
か
と
す
る
考
え
方
に
立
ち
、
そ
の
中
間
的
な
も
の
も
認
め
ら
れ
る
と
す

る
見
解
で
あ
る
の
で
、
安
倍
説
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
そ
こ
で
、
安
倍
説
で

は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
、
ゴ
．
の
従
来
の
物
語
本
文
か
ら

〔絵
解
〕
に
移
行

す
る
部
分
の
表
現
に
つ
い
て
、
注
意
さ
れ
る
こ
と
を
書
き
添
え
た
い
。

「御
木
丁
の
も
と
に
ふ
せ
給

へ
ど
は
じ
の
方
に
い
で
給
、
御
ま
へ
の
あ
り

さ
ま
を
み
る
。
」
の
従
来
の

「物
語
本
文
」
は
先
行
す
る

「
い
で
給
」
で
は
、

「子

（仲
忠
と

に
敬
語
が
付
せ
ら
れ
る
が
、
直
後
の

「
み
る
」
は
無
敬
語
表

現
で
あ
る
。
こ
の
相
違
を
重
視
す
れ
ば
、
〔絵
解
〕
部
分
は
仲
忠
の
視
点
か

ら
描
き
出
さ
れ
た
人
物
視
点
表
現
で
あ
り
、
情
景
描
写

（静
止
画
的
表
現
）

で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
２
．
の

〔絵
解
〕
の
冒

頭
部
分
が
安
倍
説
で

「
唐
突
な
感
じ
が
し
な
い
で
は
な
い
が
、
」
と
あ
る
の

も
、
こ
の
部
分
か
ら
、
情
景
描
写
に
移
行
す
る
た
め
で
も
あ
る
。

更
に
、
こ
こ
で
補

っ
て
お
き
た
い
の
は
、
物
語
本
文
で
は
、
傍
線
を
付
じ

た
よ
う
に
、
「
つ
る

（
つ
と

「
じ

（き
と

「
け
る

（け
り
と

な
ど
の
完
了

。

過
去
な
ど
の
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、

〔絵
解
〕
に
は
用
い
ら
れ

ず
、
存
続
の
助
動
詞
や

「
あ
り
」
「多
か
り
」
「
お
は
し
ま
す
」
な
ど
の
存
在

の
意
の
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
き
な
表
現
差
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―
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『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―

２
．
１
．
２

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
物
語
本
文
と

〔絵
解
〕
―

「藤
は
ら
の
君
」
巻

「藤
は
ら
の
君
」
巻
で
は
、
安
倍
説
が

「絵
解
本
文
」
と
認
定
さ
れ
る
部

分
が
１１
箇
所
存
す
る
が
、
こ
の
巻
の

「絵
解
」
と
物
語
本
文
の
表
現
差
に
つ

い
て
は
、
拙
著
に
述
べ
た
の
で
本
稿
で
は
次
の
１
例
に
限

っ
て
前
項
と
同
じ

く
、
先
行
す
る
物
語
本
文
を
必
要
部
分
か
ら
、
引
用
す
る
。

θ
．
又
、
か
く
て
、
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
あ
め
う
ち
ふ
り
た
る
こ
ろ
、
な
か
じ
ま

に
、
水
の
た
ま
り
に
、
に
ほ
と
い
ふ
と
り
の
、
こ
ゝ
ろ
す
ご
く
な
き
た

る
を
き
ゝ
給
て
、
侍
従
、
あ
て
宮
の
御
方
に
お
は
し
て
、
か
く
き
こ
え
給
。

「池
水
に
た
ま
も
し
づ
む
は
　
に
ほ
鳥
の
思
ひ
あ
ま
れ
る
な
み
だ
成

け
りと

は
御
ら
ん
ず
る
や
」
と
き
こ
え
給

へ
ば
、
あ
や
し
う
お
ぼ
し
て
、

い
ら

へ
き
こ
え
給
は
ず
。

こ
の
侍
従
も
、
あ
や
し
き
た
は
ぶ
れ
人
に

て
、
よ
ろ
づ
の
人
の
、
「
む
こ
に
な
り
給

へ
」
と
、
を
さ
ノ
ヽ
き
こ
え

給

へ
ど
も
、
さ
も
も
の
し
給
は
ず
、
こ
の
お
な
じ
は
ら
に
物
じ
給
あ
て

宮

に
き
こ
え

つ
か
む
と
お
ぼ
せ
ど
、

あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
、

た
ゞ
、
御
こ
と
を
な
ら
は
し
た
て
ま
つ
り
給

つ
い
で
に
、
あ
そ
び
な
ん

ど
じ
給
て
、
こ
な
た
に
の
み
な
ん
、　
つ
ね
に
物
じ
給
け
る
。

〔絵
解
〕

こ
ゝ
は
、
大
将
殿
の
宮
す
み
給
お
と
ゞ
ま
ち
。
い
け
ひ
ろ

く
、
せ
ん
ざ
い

。
う
ゑ
木
お
も
し
ろ
く
、
お
と
ゞ
も
、
ら
う
ど

も
お
ほ
か
り
。
ざ
う
し
ま
ち
、
し
も
や
ど
も
、
み
な
ひ
は
だ

也
。
し
ん
で
ん
に
は
、
あ
て
宮
〓
」
宮
た
ち
、
女
御
の
君
ば
ら

の
み
こ
た
ち
、
合
て
七
所
、
と
し
十
三
さ
い
よ
り
し
も
な
り
。

ご
た
ち
、
お
と
な
丹
ば
か
り
、
わ
ら
は
六
人
、
し
も
づ
か
へ
六

人
、
め
の
と
ゞ
も
な
ん
ど
あ
り
。
み
な
…
…
わ
ら
は
、
あ
て
宮

の
御
人
な
り
。

に
し
の
お
と
ゞ
、
女
御
す
み
給
。
し
も
づ
か

へ
ｏ
わ
ら
は

ｏ
お
と
な
、
お
な
じ
か
ず
也
。
う
ち
よ
り
御
ふ
み

あ
り
。
見
給
。
ひ
ん
が
し
の
た
い
に
は
、
女
御
の
御
は
ら
の
お

と
こ
み
こ
た
ち
、
い
と
あ
ま
た
お
は
す
な
り
。
み
な
ご
う
ち
な

ど
す
。
き
た
の
お
と
ゞ
は
、
宮

。
ち
ゝ
お
と
ゞ
す
み
給
。
お

と
ゞ
、
う
ち

へ
ま
ゐ
り
給
と
て
い
そ
ぐ
。

こ
れ
は
御
こ
ど
も
の
す
み
給
ま
ち
、
お
と
ゞ
む

つ
、
い
た
や

た
う
ま
り
に
、
く
ら
ど
も
あ
り
。
寝
殿
、
式
部
卿
宮
の
…
…
お

な
じ
は
ら
の
六
君
、
年
十
八
、
子
ふ
た
り
、
又
う
み
給
は
ん
と

す
る
と
、
い
と
お
ほ
く
い
き
ほ
ひ
た
り
。
右
の
お
と
ゞ
、
み
ぶ

き
や
う
の
と
の
ゝ
御
方
、
お
な
じ
御
は
ら
の
七
君
、
御
を
と

こ
、
左
の
大
い
ど
の
ゝ
太
郎
君
、
と
し
十
六
、
こ
う
み
給
は
ん

と
す
。
ひ
ん
が
し
の
お
と
ゞ
、
さ
衛
門
の
か
う
の
と
の
ゝ
御

方
、
…
…
と
し
十
五
。
き
た
の
た
い
ゝ
た
づ
ら
な
り
。
い
ま
お

ひ
い
で
給
が
れ
う
な
り
。
い
け
ひ
ろ
し
。
う
ゑ
木
あ
り
。
そ
り

は
じ

。
つ
り
ど
の
あ
り
。
（以
下
、
略
）

先
行
す
る
物
語
本
文
は
、
あ
て
宮
と
同
腹
の
侍
従
、
源
仲
澄
が
、
求
婚
し

よ
う
と
す
る
場
面
で

「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
、

求
婚
の
態
度
を
示
す

「
つ
ね
に
物
じ
（給
と

の
動
作
の
と
こ
ろ
に

「
け
る
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（け
り
と

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
に
は
、
あ
て
宮
に
求
婚
す
る
貴
公

子
た
ち
が
次
々
と
登
場
す
る
が
、
そ
の
動
作
に

「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
、
右

に
引
用
し
た

〔絵
解
〕
に
は

「
け
り
」
は
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
前
述
し
た

よ
う
な
相
違
が
あ
る
。

な
お
、
安
倍
説
は
①
②
③
④
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
し
、
「絵
解
本

文
」
と
認
定
す
る
。

安
倍
説
が
採
用
さ
れ
た
③
は
存
続
の
助
動
詞
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
が
、

右
の
絵
解
で
は
、
情
景
を
表
す
に
ふ
さ
わ
し
い
傍
線
を
付
し
た

「
あ
り
」
な

ど
の
存
在
動
詞
や
、
同
じ
く
属
性
形
容
詞
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
注

意
し
た
い
。

２
．
１
．
３

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
物
語
本
文
と

「絵
解
」
―

「
さ
が
の
ゐ
ん
」
巻

「
さ
が
の
ゐ
ん
」
巻
を
採
り
上
げ
る
の
は
、
「
と
し
か
げ
」
巻
の
巻
末
の

兼
雅
邸
で
の
相
撲
の
節
会
の
還
饗
の
こ
と
か
ら
語
り
出
す
こ
と
、
さ
ら
に
、

「藤
は
ら
の
君
」
巻
の
あ
て
宮
求
婚
諄
を
受
け
継
ぐ
か
ら
で
あ
る
。

冒
頭
句
は
次
の
よ
う
に

「
け
り
」
文
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。

か
く
て
、
右
大
将
殿
に
か
へ
り
あ
る
じ
ゝ
給
け
れ
ば
、
れ
い
の
ご
と
な

む
左
大
将
殿
も
お
は
じ
け
る
。

そ
し
て
、
ほ
ど
な
く
、
あ
て
宮
求
婚
諄
に
移

っ
て
い
く
。

ィ
　
源
宰
相
、
し
が
に
お
こ
な
ひ
し
に
ま
う
で
給

へ
り
け
り
。
そ
れ
よ

り
、
お
も
し
ろ
き
紅
葉
の
露
に
ぬ
れ
た
る
を
を
り
て
、
か
く
な
む
、

わ
が
恋
は
秋
の
山
べ
に
み
ち
ぬ
ら
む
　
袖
よ
り
ほ
か
に
ぬ
る
ゝ
紅
葉
ば

と
あ
れ
ど
、
御
か

へ
り
な
し
。

源
侍
従

あ
さ
ま
し
き
心
と
か

つ
は
お
も

へ
ど
も
　
い
と
か
く

つ
ら
き
君
も
あ

や
な
し

れ
い
の
、
御
い
ら
へ
も
し
給
は
ず
。

ゆ
き
ま
さ
、
斎
宮
の
ば
り
給
御
む
か
へ
に
い
き
て
、

つ
の
く
に
の
た
み

の
ゝ
し
ま
よ
り
、
か
く
き
こ
え
た
り
。

つ
の
く
に
の
た
み
の
ゝ
し
ま
は
わ
た
れ
ど
も
　
わ
が
な
が
め
に
は
ぬ

れ
ぬ
日
ぞ
な
き

〔絵
解
〕
あ
て
宮
の
御
ま

へ
に
、
人
い
と
お
ほ
か
り
。
こ
ゝ
か
し
こ
よ

り
、
と
り
つ
ゝ
ま
ゐ
ら
す
。

Ｊ
　
か
ゝ
る
ほ
ど
に
、
九
月
廿
日
ば
か
り
の
夜
、
風
い
と
は
る
か
に
き
こ

え
て
、
じ
ぐ
れ
な
ん
と
す
。
源
侍
従
の
君
、
よ
ひ
と
よ
、
物
が
た
り
な

ど
し
あ
か
し
て
、
あ
か
月
に
、
な
か
た
ゞ
、

色
そ
む
る
こ
の
は
ヽ
よ
き
て
　
捨
人
の
袖
に
し
ぐ
れ
の
ふ
る
が
わ
び

し
さ
と
う
ち
う
た
ふ
こ
ゑ
、
い
と
め
で
た
し
。
九
の
君
、
い
と
を
か
し

と
き
ゝ
給
ふ
。
い
と
人
げ
な
き
も
の
に
は
お
ぼ
さ
ず
な
ん
あ
り
け
る
。

〔絵
解
〕
左
大
将
ど
の
。
ざ
う
し
に
て
、
源
侍
従
、
物
語
し
た
ま
ふ
。

も
の
な
ど
ま
ゐ
れ
り
。
を
の
こ
ど
も
い
と
お
ほ
か
り
。

安
倍
説
で
は
、
ィ
　
の

〔絵
解
〕
に
つ
い
て
は
、
①
②
③
④
の
ど
の
項
目

に
も
該
当
し
な
い
の
で
、
「物
語
本
文
」
と
認
定
し
、
Ｊ
．
の

〔絵
解
〕
に

『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―
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『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ュ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―

つ
い
て
は
、
①
は
該
当
し
な
い
が
、
②
③
④
は
該
当
す
る
、
と
し
て

「絵
解

本
文
」
と
認
定
す
る
と
い
う
正
反
対
の
判
定
を
下
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
物
語
本
文
に
は

「
け
り
」
文
が
存
じ
物
語
が
時
の
流
れ
と
と
も

に
描
写
が
展
開
し
て
い
く
の
に
対
し
、
［絵
解
］
に
は
時
の
流
れ
を
止
め
て
、

「
お
ほ
か
り
」
な
ど
に
よ
る
静
止
し
た
場
面
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
点
で
、

ィ
．
５
．
の

〔絵
解
〕
に
相
違
を
見
出
し
に
く
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
安
倍
説
は
、
通
説
で

〔絵
解
〕
と
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
逐

一
検

討
し
そ
の
中
か
ら

「物
語
本
文
」
の
方

へ
と
、
判
定
し
、
認
定
さ
れ
て
い
く

過
程
に
は
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

３
．

『
枕
草

子

』

の
静

止

画
的
表

現

３
．
１
．
１

『
枕
草
子
』
の
静
止
画
的
表
現
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』

の

〔絵
解
〕
に
学
ん
だ
か
。

ま
ず
、
『
枕
草
子
』
の
作
者
が

『
う

つ
ほ
物
語
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を

左
の
章
段
で
、
確
認
し
て
お
く
。
（池
田
亀
鑑
校
訂

『
枕
草
子
』
〈岩
波
文

庫
〉
に
よ
る
。
）

Ｉ
．
（略
）
暮
れ
ぬ
れ
ば
ま
ゐ
り
ぬ
。
御
前
に
人
々
い
と
お
ほ
く
、
上
人
な

ど
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
物
語
の
よ
き
あ
し
き
、
に
く
き
所
な
ど
を
ぞ
定
め
、
い

ひ
そ
し
る
。
涼

。
仲
忠
な
ど
が
こ
と
、
御
前
に
も
、
お
と
り
ま
さ
り
た
る

ほ
ど
な
ど
仰
せ
ら
れ
け
る
。
（略
）
〔八
三
段
〕

Ⅱ
．
（略
）
た
ち
か
へ
り
、
「
い
み
じ
く
思

へ
る
な
る
仲
忠
が
お
も
て
ぶ
せ
な

る
事
は
、
い
か
で
啓
し
た
る
ぞ
。
（略
Ｌ

（略
）
〔八
六
段
〕

Ⅲ
。
（略
）
仲
忠
が
童
生
ひ
い
ひ
お
と
す
人
と
、
ほ
と
と
ぎ
す
鶯
に
お
と
る

と
い
ふ
人
こ
そ
、
い
と

つ
ら
う
に
く
け
れ
。
Ｔ
〓
一六
段
〕

Ⅳ
．
物
語
は
　
住
吉
。
う

つ
ほ
。
殿
う
っ
り
、
國
ゆ
づ
り
は
に
く
し
。
（略
）

〔二

一
二
段
〕

四
つ
の
章
段
に

『
う

つ
ほ
物
語
』
の
記
事
が
出
て
く
る
。
た
だ
し
Ⅳ
．
の

例
は
、
三
巻
本
系
統
以
外
の
伝
本

（能
因
本

。
前
田
本

・
堺
本
）
に

「
う

つ

ほ
の
る
い
」
と
あ

っ
て
疑
い
を
残
す
が
、
涼

・
仲
忠
な
ど
の
登
場
人
物
に
関

す
る
記
事
が
繰
り
返
し
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
『
枕
草
子
』
の
作
者
は
、
『
う

つ
ほ
物
語
』
の
愛
読
者
の

一
人
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
前
節
ま
で

に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
安
倍
説
で
の
、
「絵
解
本
文
」
と

「物
語
本
文
」

は
子
細
に
見
れ
ば
相
違
す
る
点
も
少
な
く
な
い
が
、
筆
者
も
多
少

コ
メ
ン
ト

を
付
し
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
判
然
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
『
枕
草

子
』
の
作
者
が

〔絵
解
〕
翁
絵
解
本
文
し

も
読
ん
で
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
も

の
も
あ

っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
十
分
可
能
性
の
あ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
か
。

３
．
１
．
２

『
枕
草
子
』
の
静
止
画
的
表
現

〈
ュ
ル
連
接
構
文
〉

は
随
想
的
章
段
。類
衆
的
章
段
に
比
較
的
多
く
見

ら
れ
る
。

随
想
的
章
段
の
例

０
二
月
三
日
は
、
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
に
照
り
た
る
。
桃
の
花
の
い
ま
さ
き

は
じ
む
る
。
柳
な
ど
の
を
か
し
き
こ
そ
さ
ら
な
れ
、
そ
れ
も
ま
だ
ま
ゆ
に
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こ
も
り
た
る
は
を
か
し
。
ひ
ろ
ご
り
た
る
は
う
た
て
ぞ
み
ゆ
る
。

お
も
し
ろ
く
さ
き
た
る
桜
を
な
が
く
折
り
て
、
お
ほ
ぎ
な
る
瓶
に
さ
し
た

引

こ
そ
を
か
し
け
れ
。
桜
の
直
衣
に
出
社
し
て
、
ま
ら
う
ど
に
も
あ
れ
、

御
せ
う
と
の
君
た
ち
に
て
も
、
そ
こ
ち
か
く
ゐ
て
も
の
な
ど
う
ち
い
ひ
た

る
、
い
と
を
か
し
。
〔四
段
〕

②
四
月
、
祭
の
頃
い
と
を
か
し
。
上
達
部

・
殿
上
人
も
、
う

へ
の
き
ぬ
の
こ

き
う
す
き
ば
か
り
の
け
じ
め
に
て
、
白
襲
ど
も
お
な
じ
さ
ま
に
、
す
ず
し

げ
に
を
か
し
。
木
々
の
木
の
葉
、
ま
だ
し
げ
う
は
あ
ら
で
、
わ
か
や
か
に

あ
を
み
わ
た
り
川
引
に
、
霞
も
霧
も

へ
だ
て
ぬ
空
の
け
し
き
の
、
な
に
と

な
く
す
ず
ろ
に
を
か
し
き
に
、
す
こ
し
く
も
り
た
る
夕

つ
か
た
、
よ
る
な

ど
、
し
の
び
た
る
郭
公
の
、
遠
く
そ
ら
ね
か
と
お
ぼ
ゆ
ば
か
り
、
た
ど
た

ど
し
き
を
き
き

つ
け
た
ら
ん
は
、
な
に
心
地
か
せ
ん
。
（以
下
、
略
）
〔五

段
〕

０
よ
き
家
の
中
門
あ
け
て
、
横
榔
毛
の
車
の
し
ろ
く
き
よ
げ
な
る
に
、
蘇
紡

の
下
簾
、
に
は
ひ
い
と
き
よ
ら
に
て
、
楊
に
う
ち
か
け
た
る
こ
そ
め
で
た

け
れ
。
五
位

。
六
位
な
ど
の
、
下
襲
の
裾
は
さ
み
て
、
笏
の
い
と
し
ろ
き

に
、
一扇
う
ち
お
き
な
ど
い
き
ち
が
ひ
、
ま
た
、
装
束
し
、
壷
胡
録
負
ひ
た

引
随
身
の
出
で
入
り
し
た
る
、
い
と

つ
き
づ
き
し
。
厨
女
の
き
よ
げ
な
る

が
、
さ
し
出
で
て
、
「
な
に
が
し
殿
の
人
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
な
ど
い
ふ
も
を

か
し
。
〔六
〇
段
〕

四
碁
を
、
や
む
ご
と
な
き
人
の
う
つ
と
て
、
紐
う
ち
解
き
、
な
い
が
し
ろ
な

る
け
し
き
に
拾
ひ
置
く
に
、
お
と
り
た
る
人
の
、
ゐ
ず
ま
ひ
も
か
し
こ
ま

り
川
引
け
し
き
に
て
、
碁
盤
よ
り
は
す
こ
し
遠
く
て
お
よ
び
て
、
袖
の
下

は
い
ま
片
手
し
て
ひ
か

へ
な
ど
し
て
、
う
ち
ゐ
た
る
も
を
か
し
。
宝

四

六
段
〕

り
十
八
九
ば
か
り
の
人
の
、
髪
い
と
う
る
は
し
く
て
た
け
ば
か
り
に
、
裾
い

と
ふ
さ
や
か
な
る
、
い
と
よ
う
肥
え
て
、
い
み
じ
う
色
し
ろ
う
、
顔
愛
敬

づ
き
、
よ
じ
と
見
ゆ
る
が
、
歯
を
い
み
じ
う
病
み
て
、
額
髪
も
し
と
ど
に

泣
き
ぬ
ら
し
、
み
だ
れ
か
か
る
も
知
ら
ず
、
お
も
て
も
い
と
あ
か
く
て
、

お
さ
え
て
ゐ
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
宝

八
九
段
〕

０
五
月
の
菖
蒲
の
秋
冬
す
ぐ
る
ま
で
あ
る
が
、
い
み
じ
う
し
ら
み
枯
れ
て
あ

や
し
き
を
、
ひ
き
折
り
あ
げ
た
る
に
、
そ
の
を
り
の
香
の
残
り
て
か
か
へ

た
る
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
Ｔ
〓
一〇
段
〕

随
想
的
章
段
の
静
止
画
的
表
現
は
、
「
を
か
し
」
な
ど
の
評
語
が
多
く
挿

入
さ
れ
て
い
る
点
で
、
『
う

つ
ほ
物
語
』
〔絵
解
〕
と
は
相
違
す
る
が
、
「
を

か
し
」
を
情
景
の
描
写
語
と
見
な
せ
ば
、

〔絵
解
〕
の
静
止
画
的
表
現
に
酷

似
す
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

類
衆
的
章
段
の
例

①
こ
こ
ろ
と
き
め
き
す
る
も
の
　
雀
の
子
飼
。
ち
ご
あ
そ
ば
す
る
所
の
ま

へ

わ
た
る
。
よ
き
た
き
物
た
き
て
ひ
と
り
ふ
し
た
る
。
唐
鏡
の
す
こ
し
く
ら

き
見
川
ｄ
ｄ

よ
き
男
の
車
と
ど
め
て
案
内
し
間
は
せ
た
る
。

か
し
ら
あ
ら
ひ
化
粧
じ
て
、
か
う
ば
し
う
し
み
た
る
き
ぬ
な
ど
き
た
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―
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『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―

こ
と
に
見
る
人
な
き
所
に
て
も
、
心
の
う
ち
は
な
ほ
い
と
を
か
し
。
待

つ

人
な
ど
の
あ
る
夜
、
雨
の
お
と
、
風
の
吹
き
ゆ
る
が
す
も
、
ふ
と
お
ど
ろ

か
る
。
Ｔ
一九
段
〕

②
こ
こ
ろ
ゆ
く
も
の
　
よ
く
か
い
た
る
女
絵
の
、
こ
と
ば
を
か
し
う

つ
け
て

お
ほ
か
る
。
物
見
の
か

へ
さ
に
、
乗
り
こ
ば
れ
て
、
を
の
こ
ど
も
い
と
お

ほ
く
、
牛
よ
く
や
る
者
の
車
は
じ
ら
せ
た
る
。
し
ろ
く
き
よ
げ
な
る
み
ち

の
く
紙
に
、
い
と
い
と
ほ
そ
う
、
か
く
べ
く
は
あ
ら
ぬ
筆
し
て
ふ
み
か
き

た
る
。
う
る
は
し
き
絲
の
ね
り
た
る
、
あ
は
せ
ぐ
り
た
る
。

て
う
ば
み

に
、
て
う
お
ほ
く
う
ち
い
で
た
る
。
物
よ
く
い
ふ
陰
陽
師
し
て
、
河
原
に

い
で
て
呪
誼
の
は
ら
へ
し
た
る
。
よ
る
寝
お
き
て
の
む
水
。
（以
下
、
略
）

〔三

一
段
〕

③
に
げ
な
き
も
の
　
下
衆
の
家
の
雪
の
降
り
た
る
。
ま
た
、
月
の
さ
し
入
り

た
る
も
く
ち
を
し
。
月
の
あ
か
き
に
、
屋
形
な
き
車
の
あ
ひ
た
る
。
ま

た
、
さ
る
車
に
あ
め
牛
か
け
た
る
。
ま
た
、
老
い
た
る
女
の
腹
た
か
く
て

あ
り
く
。
わ
か
き
を
と
こ
持
ち
た
る
だ
に
み
ぐ
る
し
き
に
、
こ
と
人
の
も

と

へ
い
き
た
る
と
て
は
ら
立

つ
よ
。

老
い
た
る
を
と
こ
の
寝
ま
ど
ひ
た
る
。
ま
た
さ
や
う
に
乗
が
ち
な
る
も
の

の
椎
摘
み
た
る
。
歯
も
な
き
女
の
梅
く
ひ
て
酸
が
り
た
る
。
下
衆
の
紅
の

袴
着
た
る
。
こ
の
頃
は
そ
れ
の
み
ぞ
あ
め
る
。
（以
下
、
略
）
〔四
五
段
〕

④
木
の
花
は
　
こ
き
も
う
す
き
も
紅
梅
。
桜
は
、
花
び
ら
お
ほ
き
に
、
葉
の

色
こ
き
が
、
枝
ほ
そ
く
て
咲
き
た
る
。
藤
の
花
は
、
し
な
ひ
な
が
く
、
色

こ
く
咲
き
た
る
、
め
で
た
し
。

四
月
の
つ
ご
も
り
、
五
月
の
つ
い
た
ち
の
頃
ほ
ひ
、
橘
の
葉
の
こ
く
あ
を

き
に
、
花
の
い
と
し
ろ
う
咲
き
た
る
が
、
あ
め
う
ち
ふ
り
た
る
つ
と
め
て

な
ど
は
、
世
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
に
を
か
し
。
花
の
な
か
よ
り
こ
が
ね
の

玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
に
見
え
た
る
な
ど
、
朝
露
に
ぬ
れ

た
る
あ
さ
ば
ら
げ
の
桜
に
お
と
ら
ず
。
（以
下
、
略
）
Ｔ
一七
段
〕

⑤
花
の
木
な
ら
ぬ
は
　
か
へ
で
。
か

つ
ら
。
五
葉
。

た
そ
ば
の
木
、
し
な
な
き
心
地
す
れ
ど
、
花
の
木
ど
も
ち
り
は
て
て
、
お

し
な
べ
て
み
ど
り
に
な
り
た
る
な
か
に
、
時
も
わ
か
ず
、
こ
き
も
み
ぢ
の

つ
や
め
き
て
、
思
ひ
も
か
け
ぬ
青
葉
の
中
よ
り
さ
し
出
で
た
る
、
め
づ
ら

し
。
（以
下
、
略
）
〔四
〇
段
〕

⑥
馬
は
　
い
と
く
ろ
き
が
、
た
だ
い
さ
さ
か
し
ろ
き
所
な
ど
あ
る
。
む
ら
さ

き
の
紋

つ
き
た
る
。
慮
毛
。
薄
紅
梅
の
毛
に
て
、
髪

ｏ
尾
な
ど
い
と
し
ろ

き
。
げ
に

「
ゆ
ふ
か
み
」
と
も
い
ひ
つ
べ
し
。
く
ろ
き
が
、
あ
し
四
つ
白

き
も
い
と
を
か
し
。
〔五
〇
段
〕

⑦
牛
は
　
額
は
い
と
ち
ひ
さ
く
、
し
ろ
み
た
る
が
、
腹
の
下
、
足
、
尾
の
筋

な
ど
は
、
や
が
て
し
ろ
き
。
〔五

一
段
〕

③
草
の
花
は
　
な
で
し
こ
、
唐
の
は
さ
ら
な
り
、
大
和
の
も
い
と
め
で
た

し
。
を
み
な
へ
じ
。
桔
梗
。
あ
さ
が
ほ
。
か
る
か
や
。
菊
。
壺
す
み
れ
。

龍
謄
は
、
枝
ざ
し
な
ど
も
む

つ
か
し
け
れ
ど
、
こ
と
花
ど
も
の
み
な
霜
枯

れ
た
る
に
、
い
と
は
な
や
か
な
る
色
あ
ひ
に
て
さ
し
出
で
た
る
、
い
と
を

か
し
。
ま
た
、
わ
ざ
と
と
り
た
て
て
人
め
か
す
べ
く
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
れ

ど
、
か
ま

つ
か
の
花
ら
う
た
げ
な
り
。
名
も
う
た
て
あ
な
る
。
雁
の
来
る

―-10-―



花
と
ぞ
文
字
に
は
書
き
た
る
。
か
に
ひ
の
花
、
色
は
濃
か
ら
ね
ど
、
藤
の

花
と
い
と
よ
く
似
て
、
春
秋
と
咲
く
が
を
か
し
き
な
り
。
（以
下
、
略
）

〔六
七
段
〕

類
衆
的
章
段
は
、
①
～
③
の

「～
も
の
」
、
④
～
③
の

「～
は
」
で
、
類

似
す
る
も
の
を
、
列
挙

（羅
列
）
す
る
表
現
で
あ
る
。
随
想
的
章
段
の
表
現

も
合
わ
せ
て
、
〈連
接
〉
と
い
う
に
は
、
い
さ
さ
か
違
和
感
が
あ
る
が
、
ゆ

る
や
か
な
連
接
と
考
え
て

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

４
．
１
．
１

『
枕
草
子
』
の
日
記
的
章
段
に
見
ら
れ
る

動
画
的
表
現

（連
接
構
文
）

ｏ
清
涼
殿
の
丑
寅
の
す
み
の
、　
　
　
　
　
　
　
　
（略
）

春
の
歌
、
花
の
心
な
ど
さ
い
ふ
い
ふ
も
、
上
臓
ふ
た
つ
み

つ
ば
か
り
書
き

て
、
「
」
れ
に
」
と
あ
る
に
、

年
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
み
れ
ば
も
の
思
ひ

も
な
し

と
い
ふ
こ
と
を
、
「
君
を
し
見
れ
ば
」
と
書
き
な
し
た
る
、
御
覧
じ
く
ら

べ
て
、
「
た
だ
こ
の
心
ど
も
の
ゆ
か
し
か
り

つ
る
ぞ
」
と
お
ほ
せ
ら
る
る

つ
い
で
に

「
園
融
院
の
御
時
に
、
『
草
子
に
歌
ひ
と

つ
書
け
』
と
殿
上
人

に
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
い
み
じ
う
書
き
に
く
う
、
す
ま
ひ
申
す
人
々
あ

り
け
る
に
、
『
さ
ら
に
た
だ
、
手
の
あ
し
さ
よ
さ
、
歌
の
を
り
に
あ
は
ざ

ら
ん
も
知
ら
じ
』
と
お
ほ
せ
ら
る
れ
ば
、
わ
び
て
み
な
書
き
け
る
中
に
、

た
だ
い
ま
の
関
白
殿
、
三
位
の
中
将
と
き
こ
え
け
る
時
、

じ
ほ
の
み
つ
い
つ
も
の
浦
の
い
つ
も
い
つ
も
君
を
ば
ふ
か
く
思
ふ
は
や

わ
が

と
い
ふ
歌
の
す
ゑ
を
、
『
た
の
む
は
や
わ
が
』
と
書
き
給

へ
り
け
る
を
な

ん
、
い
み
じ
う
め
で
さ
せ
給
ひ
け
る
」
な
ど
お
ほ
せ
ら
る
る
に
も
、
す
ず

ろ
に
汗
あ
ゆ
る
心
地
ぞ
す
る
。（略

）

「村
上
の
御
時
に
、
宣
耀
殿
の
女
御
と
聞
え
け
る
は
、
小

一
条
の
左
の
大

臣
殿
の
御
女
に
お
は
じ
け
る
と
、
た
れ
か
は
知
り
奉
ら
ざ
ら
ん
。
ま
だ
姫

君
と
き
こ
え
け
る
時
、
父
大
臣
の
を
し

へ
き
こ
え
給
ひ
け
る
こ
と
は
、

『
ひ
と

つ
に
は
御
手
を
な
ら
ひ
給

へ
。　
つ
ぎ
に
は
き
ん
の
御
琴
を
、
人
よ

り
こ
と
に
ひ
き
ま
さ
ら
ん
と
お
ぼ
せ
。
さ
て
は
古
今
の
歌
二
十
巻
き
を
み

な
う
か
べ
さ
せ
給
ふ
を
御
学
問
に
は
せ
さ
せ
給

へ
』
と
な
ん
聞
え
給
ひ
け

る
、
と
き
こ
じ
め
き
お
き
て
、
御
物
忌
な
り
け
る
日
、
古
今
を
も
て
わ
た

ら
せ
給
ひ
て
、
御
几
帳
を
引
き

へ
だ
て
て
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
女
御
、
例

な
ら
ず
あ
や
し
、
と
お
ぼ
し
け
る
に
、
草
子
を
ひ
ろ
げ
さ
せ
給
ひ
て
、

『
そ
の
月
、
な
に
の
を
り
、
そ
の
人
の
よ
み
た
る
歌
は
い
か
に
』
と
問
ひ

聞
え
さ
せ
給
ふ
を
、
か
う
な
り
け
り
、
と
心
得
給
ふ
も
を
か
し
き
も
の

の
、
ひ
が
お
ぼ
え
を
も
し
、
わ
す
れ
た
る
所
も
あ
ら
ば
い
み
じ
か
る
べ
き

こ
と
、
わ
り
な
う
お
ぼ
し
み
だ
れ
ぬ
べ
し
。
そ
の
か
た
に
お
ぼ
め
か
し
か

ら
ぬ
人
、
二
三
人
ば
か
り
召
し
い
で
て
、
碁
石
し
て
数
お
か
せ
給
と
て
、

強
ひ
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
ん
ほ
ど
な
ど
、
い
か
に
め
で
た
く
を
か
し
か
り
け

ん
。
（略
と

な
ど
か
た
り
い
で
さ
せ
給
ふ
を
、
う

へ
も
き
こ
じ
め
し
、
め

『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―



『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―

で
さ
せ
給
ふ
。
（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔二
三
段
〕

日
記
的
章
段
は
、
物
語
の
動
画
的
表
現
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、
特

に
右
の
章
段
で
は
、
登
場
人
物

（
こ
こ
で
は
、
定
子
中
宮
）
の
会
話
に
昔
話

が

「
け
り
」
文
で
表
現
さ
れ
る
。
昔
話
の
な
か
に
話
題
の
人
物
が
登
場
し
、

時
の
流
れ
、
情
景
の
変
化
と
と
も
に
人
物
が
入
れ
代
わ

っ
て
い
く
と
い
う
正

に
動
画
的
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。

４
．
１
．
２

『
枕
草
子
』
の
音
物
語
的
章
段
に
見
ら
れ
る

動
画
的
表
現

（連
接
構
文
）

蟻
通
の
明
神
、
貫
之
が
馬
の
わ
づ
ら
ひ
け
る
に
、
こ
の
明
神
の
病
ま
せ
給

ふ
と
て
、
歌
よ
み
て
た
て
ま

つ
り
け
ん
、
い
と
を
か
し
。

こ
の
蟻
通
と

つ
け
け
る
は
、
ま
こ
と
に
や
あ
り
け
ん
、
昔
お
は
し
ま
し
け

る
帝
の
、
た
だ
わ
か
き
人
を
の
み
お
ば
し
め
し
て
、
四
十
に
な
り
ぬ
る
を

ば
、
う
し
な
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
人
の
国
の
遠
き
に
行
き
か
く
れ
な
ど
し

て
、
さ
ら
に
都
の
う
ち
に
さ
る
者
の
な
か
り
け
る
に
、
中
将
な
り
け
る
人

の
、
い
み
じ
う
時
の
人
に
て
、
心
な
ど
も
か
し
こ
か
り
け
る
が
、
七
十
近

き
親
二
人
を
持
た
る
に
、
か
う
四
十
を
だ
に
制
す
る
こ
と
に
、
ま
い
て
お

そ
ろ
し
、
と
お
ぢ
さ
わ
ぐ
に
、
い
み
じ
く
孝
な
る
人
に
て
、
遠
き
と
こ
ろ

に
住
ま
せ
じ
、　
一
日
に

一
た
び
見
で
は
え
あ
る
ま
じ
と
て
、
み
そ
か
に
家

の
う
ち
の
地
を
掘
り
て
、
そ
の
う
ち
に
屋
を
た
て
て
、
こ
め
据
ゑ
て
、
い

き

つ
つ
見
る
。
な
ど
か
、
家
に
入
り
ゐ
た
ら
ん
ひ
と
を
ば
知
ら
で
も
お
は

せ
か
し
。
う
た
て
あ
り
け
る
世
に
こ
そ
。
こ
の
親
は
上
達
部
な
ど
に
は
あ

ら
ぬ
に
や
あ
り
け
ん
、
中
将
な
ど
を
子
に
て
持
た
り
け
る
は
。
心
い
と
か

し
こ
う
、
よ
ろ
づ
の
事
知
り
た
り
け
れ
ば
、
こ
の
中
将
も
わ
か
け
れ
ど
、

い
と
聞
え
あ
り
、

い
た
り
か
し
こ
く
し
て
、
時
の
人
に
お
ぼ
す
な
り
け

り
。
（以
下
、
略
）
Ｔ
一四
四
段
〕

『
枕
草
子
』
に
は
、
右
の
よ
う
な
章
段
も
含
ま
れ
、
実
に
多
彩
な
内
容

と
、
そ
れ
を
表
す
に
ふ
さ
わ
し
い
多
様
な
表
現
技
法
が
な
さ
れ
て
い
る
。

５
．

ま
と

め

本
稿
は
、
冒
頭
に
挙
げ
た
阪
倉
論
文
を
改
め
て
読
み
直
す
こ
と
か
ら
、
平

安
時
代
の
和
文
が
、
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
の
中
で
可
能
に
な

っ
た

「
開
か

れ
た
表
現
」
で
あ
る
こ
と
を
、
痛
感
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
小
松
説
の

「連

接
構
文
」
を
、
私
見
の

「動
画
的
表
現
」
「静
止
画
的
表
現
」
と
関
連
づ
け
て

述
べ
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
宮
廷
サ
ロ
ン
と
い
う
狭
い
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

な
か
で
通
じ
た

「
開
か
れ
た
表
現
」
は
、
現
代
の
我
々
に
は
理
解

（表
現
解

析
）
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

い
さ
さ
か
な
り
と
も
、
そ
の
世
界
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
、
当
時
の
読
者
が

理
解
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
、

マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
出
発

し
、
ミ
ク
ロ
な
分
析
を
試
み
て
み
る
の
も
、
あ
な
が
ち
無
駄
な
作
業
と
は
思

わ
れ
な
い
。

注（注
１
）
阪
倉
論
文
は
、
そ
の
後
、
『文
章
と
表
現
』
〈
一
九
七
五
年
〉
・
『論
集

―-12-―



日
本
語
研
究
１３
　
中
世
語
』
全

九
八
〇
年
〉
に
再
録
さ
れ
た
。

（注
２
）
佐
伯
梅
友

「
は
さ
み
こ
み
」
∩
国
語
国
文
」
全

九
五
二
年
と
。
そ
の

後
、
『
上
代
国
語
法
研
究
』
全

九
六
六
年
〉
・
コ
ｍ
集
日
本
語
学
研
究
１２

中
古
語
』
全

九
八
〇
年
〉
に
再
録
さ
れ
た
。

（注
３
）
拙
著

『
平
安
物
語
の
動
画
的
表
現
と
役
柄
語
』
全
一〇
〇
九
年
〉

（注
４
）
拙
稿

「Ｆ
一宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現
」
（山
口
大
学
文
学
会
志
第
四
八

巻

〈
一
九
九
七
年
〉。
Ｔ
一宝
絵
詞
』
の
絵
解
に
関
連
し
、
『
う
つ
ほ
物
語
』

の

〔絵
解
〕
の
表
現
に
つ
い
て
、
述
べ
た
と
こ
ろ
を
、
安
倍
説
で
採
用
さ

れ
た
。

（注
５
）
（注
３
）
と
同
じ
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
絵
解
と

『枕
草
子
』
に
見
る

〈
ユ
ル
連
接
構
文
〉
―
―

「静
止
画
的
表
現
」
に
つ
い
て
―
―
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