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一

 
『
源
氏
物
語
』
の
書
写
を
続
け
る
隠
士
螢
雪
の
夢
に
柿
本
高
邑
が
現
れ
、
物

語
が
発
生
し
た
歴
史
的
背
景
を
語
り
、
『
飛
語
』
は
教
戒
の
書
で
は
な
い
と
説
く
。

こ
れ
が
上
田
秋
成
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
内
容
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
。
こ
の
作
品
は
秋
成
の
物
語
観
を
知
る
上
で
大
変
重
要
な
た
め
、
し
ば
し

ば
論
及
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
国
学
上
の
論
敵
本
居
宣
長
の
『
玉
の
小

櫛
』
に
比
べ
る
と
、
評
価
は
低
い
が
、
『
虚
語
』
研
究
史
に
お
い
て
も
無
視
で

き
な
い
作
品
で
あ
る
。
そ
ん
な
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
研
究
史
的
意
義
に
関
し

て
は
、
勝
倉
壽
一
氏
が
『
上
田
秋
成
の
古
典
学
と
文
芸
に
関
す
る
研
究
』
（
風

間
書
房
 
平
成
六
年
）
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
贅
言
を
要
し
な
い
。
た
だ
、
こ

れ
か
ら
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
を
論
じ
て
い
く
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
に
見
え
る
物

語
論
を
私
な
り
に
要
約
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
と
め
て
み
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

1
、
物
語
と
は
、
世
情
に
悲
憤
慷
慨
し
た
作
者
が
、
時
勢
を
揮
り
な
が
ら
、
自

 
分
の
思
う
所
を
寓
意
の
形
で
表
し
つ
つ
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

2
、
よ
っ
て
物
語
は
勧
善
懲
悪
の
方
便
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
作
者
の
思
い

 
は
お
ぼ
ろ
げ
に
ぽ
か
さ
れ
て
い
る
の
で
、
教
訓
書
と
し
て
の
意
義
を
積
極
的

 
に
見
い
だ
せ
な
い
。

3
、
『
卑
語
』
は
女
々
し
い
心
で
書
か
れ
た
「
何
ば
か
り
の
益
な
き
い
た
づ
ら
言
」

 
で
あ
る
が
、
叙
述
の
巧
み
さ
、
修
辞
の
華
麗
さ
に
お
い
て
抜
き
ん
出
て
い
る

 
の
で
、
定
家
い
う
と
こ
ろ
の
「
詩
花
言
葉
を
弄
ぶ
」
の
が
適
当
な
鑑
賞
態
度

 
で
あ
る
。

4
、
『
源
語
』
の
登
場
人
物
は
い
ず
れ
も
善
悪
混
在
し
て
お
り
、
倫
理
的
に
模

 
範
と
な
る
人
は
い
な
い
。
し
か
し
彼
ら
を
反
面
教
師
と
し
て
己
を
慎
む
と
い

 
う
意
味
で
教
訓
は
得
ら
れ
る
。
ま
た
「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
は
、
世
の
様
々

 
な
タ
イ
プ
の
女
性
が
鋭
く
描
き
出
さ
れ
る
の
で
、
女
性
に
と
っ
て
は
教
訓
の

 
た
ね
と
な
る
。

5
、
し
か
し
『
源
語
』
は
あ
く
ま
で
「
い
た
づ
ら
言
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に

 
強
い
て
勧
懲
の
意
を
読
み
取
り
、
春
秋
や
仏
典
の
よ
う
に
有
難
が
る
の
は
読

・
者
の
さ
か
し
ら
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
の
論
か
ら
す
る
と
、
『
源
語
』
に
は
作
者
紫
式
部
の
託
し
た
寓
意
が
あ
る

は
ず
だ
が
、
お
ぼ
ろ
げ
に
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
正
し
く
読
者
に
伝
わ
る
回
路

は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
寓
意
は
あ
く
ま
で
読
者
の
読
み
と
っ
た

も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
作
者
の
意
図
と
し
た
も
の
と
同
じ
だ
と
い
う
保
証
は
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な
い
。
そ
こ
で
『
源
語
』
を
教
訓
書
と
み
な
す
の
を
読
者
の
さ
か
し
ら
と
し
て

排
斥
し
、
詩
花
言
葉
を
弄
ん
で
足
れ
り
と
い
う
の
だ
が
、
か
と
い
っ
て
物
語
の

教
訓
性
自
体
を
完
全
否
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
最
後
の
点
を
指
し
て
、
評
者
た

ち
は
論
が
不
徹
底
な
も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
意

見
は
全
く
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
、
従
来
こ
の
問
題
に
ば
か
り
関
心
が
向
け
ら

れ
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
別
の
問
題
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が

あ
る
。
そ
れ
は
何
あ
ろ
う
、
無
腸
隠
士
す
な
わ
ち
秋
成
が
添
え
た
序
、
「
う
は
書
」

に
ま
つ
わ
る
問
題
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
序
に
は
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
。

安
永
八
年
の
秋
、
城
崎
温
泉
で
湯
治
の
折
、
秋
成
の
隣
部
屋
に
宿
る
客
が
一
冊

の
書
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
宗
椿
と
い
う
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

言
誤
は
堺
の
人
で
牡
丹
濃
墨
柏
の
門
人
、
『
造
語
』
を
死
ぬ
ま
で
に
二
四
部
も

写
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
残
し
て
い
る
。
秋
成
は
持
ち
主
に
請
わ
れ
る
ま

ま
、
こ
の
宗
椿
の
著
作
に
傍
注
を
加
え
、
序
を
草
し
て
、
本
文
冒
頭
の
言
葉
に

ち
な
み
、
題
を
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
と
名
付
け
た
と
い
う
。

 
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
は
出
版
の
予
定
が
あ
っ
て
、
『
享
保
以
降
大
坂
出
版
書
籍

目
録
』
に

 
 
 
源
氏
野
真
玉
の
巻

 
 
 
作
者
 
泉
州
堺
細
首

 
 
 
版
元
 
南
久
宝
寺
町
五
丁
目
河
内
屋
久
兵
衛

 
 
 
出
願
 
天
明
元
年
十
一
月

 
 
 
許
可
 
天
明
元
年
十
二
月
十
四
日

 
と
あ
る
こ
と
が
早
く
か
ら
判
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
著
者
は
寒
椿
と
あ
る

の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
偽
り
で
、
実
の
作
者
は
秋
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
人
の

我
々
に
は
自
明
の
こ
と
だ
が
、
宗
椿
著
が
仮
託
で
あ
る
こ
と
な
ら
、
当
時
の
読

者
で
も
、
そ
れ
な
り
の
知
識
を
持
っ
て
お
れ
ば
わ
か
る
。
以
下
、
ど
の
よ
う
な

点
か
ら
仮
託
が
露
見
す
る
か
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

 
第
一
、
肖
柏
門
人
の
宗
椿
は
室
町
後
期
の
人
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
著

 
 
 
 
書
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
物
語
論
が
近
世
の
学
者
の
説
の
影
響
下
に

 
 
 
 
あ
る
点
。

 
既
に
重
松
信
弘
氏
が
『
新
孜
源
氏
物
語
研
究
史
』
（
風
間
書
房
 
昭
和
三
六
年
）

で
指
摘
し
て
い
る
が
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
『
源
語
』
論
に
は
契
沖
の
『
源

注
拾
遺
』
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
源
語
』
の
登
場
人
物
の
う
ち
、

光
、
夕
霧
、
薫
、
匂
宮
の
性
情
を
批
判
す
る
文
言
が
『
拾
遺
』
に
あ
る
が
、
『
ぬ

ば
た
ま
の
巻
』
に
も
そ
の
四
人
を
お
と
し
め
る
部
分
が
あ
る
。
光
と
夕
霧
の
部

分
を
対
比
さ
せ
て
み
よ
う
。
（
『
拾
遺
』
は
岩
波
書
店
版
『
契
沖
全
集
』
に
よ
る
。

『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
は
中
央
公
論
再
版
『
上
田
秋
成
全
集
』
所
載
の
『
ぬ
ば
た

ま
の
巻
』
に
よ
る
）

光
『
拾
遺
』
「
源
氏
の
薄
雲
に
こ
と
あ
り
し
は
父
子
に
付
て
い
は
虻

 
 
 
 
 
 
 
 
何
の
道
ぞ
。
君
臣
に
付
て
い
は
f
悪
霊
の
道
ぞ
」

 
 
 
『
ぬ
ば
た
ま
』
・
「
（
光
源
氏
は
）
し
た
に
、
し
う
ね
く
、
ね
ぢ
け
た
る

 
 
 
 
 
 
 
 
と
こ
ろ
あ
る
君
也
け
り
。
薄
雲
の
御
事
は
、
よ
む
人
ご

 
 
 
 
 
 
 
 
と
に
罪
お
も
し
と
こ
そ
見
れ
」

夕
霧
 
 
『
拾
遺
』
 
 
 
「
夕
霧
薫
の
ふ
た
り
は
共
に
ま
め
人
に
似
た
れ
ど
、
夕

 
 
 
 
 
 
 
 
霧
は
落
葉
宮
に
お
し
た
ち
て
、
柏
木
の
霊
に
信
な
く
」

 
 
 
『
ぬ
ば
た
ま
』
 
「
大
学
の
君
い
み
じ
き
有
職
に
て
、
ま
め
人
の
名
を
と
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り
給
ふ
と
書
な
す
か
と
見
れ
ば
、
小
野
の
夕
霧
わ
け
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
ふ
は
（
傍
注
…
柏
木
ノ
妻
ノ
落
葉
君
也
）
友
が
き
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
信
な
し
L

 
そ
の
他
、
重
松
氏
は
①
定
家
の
言
を
引
き
、
詞
花
言
葉
を
弄
ぶ
べ
し
と
し
た

点
、
②
各
人
物
の
性
情
に
善
悪
が
混
じ
っ
て
い
る
と
し
た
点
、
③
紫
式
部
の
本

意
と
し
て
教
訓
性
を
嫌
っ
て
い
る
と
し
た
点
で
、
両
三
が
共
通
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
④
女
の
筆
に
な
る
の
で
内
容
は
無
益
な
こ
と
が
多

い
と
い
う
点
（
「
其
身
女
に
て
一
部
始
終
好
色
に
付
て
か
け
る
に
損
せ
ら
る
人

も
あ
る
べ
し
」
）
も
加
え
ら
れ
る
。

 
ま
た
物
語
一
般
論
に
つ
い
て
は
、
秋
成
校
訂
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
賀
茂
真
淵

『
伊
勢
物
語
古
意
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
刊
本
の
本
文
を
引
く
の
で
、
傍
点

の
部
分
に
注
意
し
て
、
後
の
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
と
対
比
さ
れ
た
い
。
（
『
古
意
』

『
新
釈
』
は
続
群
書
類
従
完
成
会
版
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
に
よ
る
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
コ
ト

 
 
 
『
古
意
』
 
①
「
か
・
る
ふ
み
を
物
語
と
名
づ
け
た
る
事
は
、
実
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
こ
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
録
の
ご
と
く
は
あ
ら
で
、
世
の
人
の
か
た
り
伝
へ
来

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
コ
ト
 
 
ソ
ラ
ゴ
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
事
を
、
真
言
・
寓
言
を
も
問
ず
、
其
か
た
る
ま
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
書
集
た
る
て
ふ
意
に
て
、
今
酌
む
か
し
く
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
例
な
し
物
が
た
り
に
同
じ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
②
「
此
伊
勢
物
語
と
源
氏
物
語
は
、
こ
・
に
有
し
事
を
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
ぬ
さ
ま
に
書
な
し
た
れ
ば
即
そ
ら
言
下
」

 
 
 
 
 
 
 
 
③
「
源
氏
は
作
れ
る
人
の
在
る
世
の
事
を
憶
ひ
て
書
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
テ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
、
猶
其
人
の
あ
り
さ
ま
を
定
か
に
も
擬
ず
さ
ま
み
＼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
書
た
り
。
且
む
か
し
の
み
か
ど
の
御
名
を
挙
な
ど
撃
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
罪
を
逃
れ
た
る
も
の
ぞ
。
然
れ
ば
是
は
た
も
と
よ
り
そ

上
田
秋
成
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
再
検
討

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
言
也
L

 
 
 
 
 
 
 
 
④
「
む
か
し
物
が
た
り
の
そ
ら
言
も
、
は
た
時
を
も
人
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
指
ま
じ
き
こ
と
わ
り
」

 
 
 
『
ぬ
ば
た
ま
』
 
「
（
物
語
は
）
ひ
た
す
ら
そ
ら
ご
と
（
寓
言
）
を
も
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
と
め
と
し
、
専
ら
其
実
な
し
と
い
へ
ど
も
、
必
よ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
作
者
の
お
も
ひ
よ
す
る
と
こ
ろ
、
或
は
世
の
さ
ま
の
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
め
く
を
悲
し
び
、
或
は
国
の
つ
い
え
を
な
げ
く
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
時
の
い
き
ほ
ひ
の
お
す
べ
か
ら
ぬ
を
思
ひ
、
く
ら
み
高

 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
人
の
悪
み
を
お
そ
れ
て
、
い
に
し
へ
の
事
に
と
り
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
、
今
の
う
つ
・
（
現
在
）
を
打
か
す
め
つ
・
、
お
ぼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ろ
げ
に
書
出
た
る
物
な
り
け
り
」

 
引
用
を
比
較
し
て
み
る
と
、
『
古
意
』
の
③
が
、
ち
ょ
う
ど
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』

と
同
様
の
物
語
論
を
『
源
語
』
を
具
体
例
に
説
明
し
た
よ
う
で
特
に
注
目
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
ソ
ラ
ゴ
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ
ラ
ゴ
ト

る
。
ま
た
①
中
の
「
寓
言
」
は
吉
川
弘
文
館
の
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
で
は
「
虚
言
」
、

『
校
本
賀
茂
真
淵
全
集
』
で
用
い
ら
れ
た
底
本
で
は
「
そ
ら
言
」
と
な
っ
て
い
る
。

真
淵
は
こ
こ
で
「
そ
ら
ご
と
」
を
「
真
言
」
「
実
の
録
」
に
対
す
る
意
味
で
使
う
。

ち
な
み
に
彼
の
『
源
氏
物
語
新
釈
』
を
見
る
と
、
①
と
同
じ
こ
と
を
説
い
て
、

「
物
語
と
は
実
録
な
ら
で
人
の
口
つ
か
ら
伝
へ
た
る
事
を
誠
に
ま
れ
偽
に
ま
れ

人
の
か
た
ら
れ
ん
ま
・
に
書
付
た
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
そ
ら
ご
と
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
虚
構
の
謂
で
あ
る
。
対
し
て
秋
成
の
い
う
「
そ
ら
ご
と
」

は
「
寓
言
」
と
当
て
ら
れ
る
通
り
、
単
な
る
虚
構
で
は
な
く
、
寓
意
の
存
在
が

強
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
こ
め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
秋
成
は
真
淵
の
い
う
「
そ

ら
ご
と
」
も
自
分
の
考
え
る
も
の
に
同
じ
と
考
え
、
『
古
意
』
本
文
に
も
寓
言

の
字
を
当
て
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
③
を
読
む
と
作
者
の
思
い
を
託
す
と
い
う
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ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
。
『
新
釈
』
で
は
、
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
一
層
明

ら
か
で
あ
る
。
（
注
1
）

 
し
か
し
『
新
釈
』
よ
り
も
『
古
意
』
の
影
響
が
濃
厚
で
、
次
の
よ
う
に
表
現

ま
で
似
た
部
分
が
指
摘
で
き
る
。

 
 
 
『
古
意
』
 
⑤
「
大
和
今
昔
の
二
物
が
た
り
は
、
み
つ
か
ら
巧
め
る
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
あ
ら
で
、
人
の
か
た
る
を
聞
ま
・
に
書
つ
れ
ば
、
実

 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
虚
ご
と
も
又
い
と
異
様
な
る
も
交
れ
り
」

 
 
 
『
ぬ
ば
た
ま
』
 
「
（
今
昔
物
語
は
）
た
し
か
な
ら
ぬ
事
も
、
正
し
き
事
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
つ
も
の
に
、
聞
が
ま
・
を
書
あ
つ
め
し
、
世
が
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
ぶ
な
み
れ
ば
也
」

 
こ
の
よ
う
に
物
語
を
説
く
キ
ー
ワ
ー
ド
「
そ
ら
ご
と
」
に
ま
つ
わ
る
部
分
で

は
、
真
淵
の
影
響
大
と
い
え
よ
う
。

 
次
に
『
源
語
』
の
代
筆
説
を
否
定
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
一
応
、
安
藤
為

章
の
『
主
家
七
論
』
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
（
『
七
論
』
は
岩
波
書
店
『
日
本

思
想
体
系
3
9
 
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』
に
よ
る
）

 
 
 
『
七
論
』
其
七
里
伝
記
説
「
才
徳
兼
美
と
、
七
事
共
に
備
り
た
る
を
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ふ
に
、
ち
・
が
ち
か
ら
を
か
ら
ず
と
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
此
も
の
が
た
り
は
た
や
す
く
出
来
な
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
」

 
 
 
 
 
 
 
其
六
一
部
大
事
「
も
の
い
ひ
ぶ
り
の
や
す
ら
か
に
、
は
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
え
ん
に
や
さ
し
く
書
な
す
事
、
女
の
筆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
し
て
、
し
か
も
上
手
の
し
わ
ざ
な
る
物

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
り
」

 
 
 
『
ぬ
ば
た
ま
』
 
「
か
・
る
ま
め
傷
い
か
で
女
わ
ざ
な
ら
ん
。
父
の
為
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
筆
加
へ
し
と
云
。
た
と
へ
人
の
た
す
け
な
せ
り
と
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
み
の
こ
・
ろ
の
め
・
し
さ
を
お
も
は
“
、
さ
る
論
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
し
き
こ
と
の
益
な
く
お
も
ふ
の
み
L

 
た
だ
し
女
の
筆
に
な
る
こ
と
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
『
唖
聾
』
に
対
し
、
『
ぬ

ば
た
ま
の
巻
』
は
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
「
こ
・
ろ

の
め
・
し
さ
」
云
々
は
、
む
し
ろ
先
に
④
と
し
て
引
い
た
『
源
注
拾
遺
』
の
一

条
が
影
響
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

 
雨
夜
の
品
定
め
を
賞
揚
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
同
じ
『
詩
論
』
、
さ
ら
に

秋
成
の
師
加
藤
宇
万
伎
の
『
雨
夜
も
の
か
た
り
た
み
こ
と
は
』
と
同
様
で
あ
る
。

 
 
 
『
七
論
』
其
五
作
者
本
意
「
帯
木
の
巻
の
品
定
は
、
一
篇
の
女
戒
な
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
、
女
と
い
ふ
女
に
よ
み
な
ら
は
せ
た
く
ゴ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
そ
」

 
 
 
『
た
み
こ
と
は
』
 
「
そ
の
人
（
筆
者
注
 
再
婚
の
こ
と
）
い
へ
ら
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天
の
下
の
女
た
ら
ん
も
の
は
な
べ
て
よ
ま
せ
ま
ほ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
。
さ
れ
ど
な
べ
て
よ
み
う
べ
き
に
あ
ら
ず
。
雨
夜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
の
が
た
り
の
品
さ
だ
め
ば
か
り
は
、
せ
め
て
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
ら
ま
し
と
」

 
 
（
参
考
）
『
源
氏
物
語
新
釈
』
 
「
人
の
心
の
く
ま
く
女
の
用
意
な
ど
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
ま
で
つ
く
す
事
男
に
て
は
猶
い
た
る
ま
じ
き
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
也
。
為
章
が
い
ひ
た
る
、
誠
に
よ
く
心
を
得
た
る
物

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
也
。
さ
れ
ば
式
部
が
作
と
定
む
べ
し
」

 
 
 
『
ぬ
ば
た
ま
』
 
 
「
一
部
の
大
む
ね
を
も
と
む
れ
ば
、
雨
夜
の
物
が
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
に
世
の
あ
る
女
の
う
へ
を
、
さ
ま
か
た
ち
、
心
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
を
ま
で
、
も
ら
さ
じ
と
か
い
あ
ら
は
し
た
る
ほ
ど
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に
、
筆
の
す
さ
み
の
ゆ
く
に
ま
か
せ
て
、
そ
こ
は
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
な
く
書
ひ
ろ
め
た
る
物
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
さ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
女
に
て
見
ば
、
い
と
あ
り
が
た
き
教
へ
の
ふ
み
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
云
べ
し
L

 
登
場
人
物
を
反
面
教
師
と
し
て
教
訓
を
得
ら
れ
る
と
い
う
説
は
、
こ
れ
も
『
七

論
』
に
あ
る
。

 
 
 
『
七
論
』
其
四
文
章
無
双
「
此
も
の
が
た
り
を
よ
み
て
、
其
旨
を
得
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
は
、
其
身
の
風
儀
用
意
を
か
へ
り
み
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
の
こ
も
女
も
お
の
が
じ
・
一
箇
の
好
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
な
る
べ
し
」

 
 
 
 
 
 
 
其
五
作
者
本
意
「
此
物
が
た
り
、
専
ら
人
情
世
態
を
煽
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上
中
下
の
風
儀
用
意
を
し
め
し
、
事
を
好

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
色
に
よ
せ
て
、
美
事
を
詞
に
あ
ら
は
さ
ず
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
見
る
人
を
し
て
善
悪
を
定
め
し
む
。
大
旨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
婦
人
の
た
め
に
調
喩
す
と
い
へ
ど
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
の
つ
か
ら
を
の
こ
の
い
ま
し
め
と
な
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
お
ほ
し
。
（
こ
の
後
人
物
の
欠
点
を
挙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
て
い
く
）
」

『
ぬ
ば
た
ま
』

「
し
ひ
て
是
よ
ま
ん
心
し
ら
び
を
も
と
め
ば
、
男
も

女
も
、
世
に
あ
る
う
へ
を
か
た
り
出
た
る
が
、
お
ほ

よ
そ
隠
る
・
く
ま
な
く
あ
な
ぐ
り
出
し
か
ば
、
よ
む

人
、
お
の
れ
く
が
き
た
な
き
心
ね
を
書
あ
ら
は
さ

れ
て
、
今
よ
り
を
つ
・
し
む
べ
き
い
ま
し
め
と
も
な

り
な
ま
し
を
」

上
田
秋
成
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
再
検
討

 
最
後
に
、
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
教
訓
を
得
ら
れ
る
と
い
う
意
見
は
、
先
の
『
七

号
』
か
ら
の
引
用
に
も
あ
っ
た
が
、
秋
成
の
師
五
井
蘭
洲
の
『
源
語
提
要
』
凡

例
第
五
条
に
「
古
来
此
も
の
が
た
り
に
、
褒
既
の
こ
と
を
い
へ
り
。
作
者
の
こ

こ
ろ
は
、
た
．
・
あ
り
の
ま
・
に
か
き
て
、
褒
既
は
よ
む
人
の
心
に
あ
る
べ
し
し

と
見
え
る
の
に
も
同
じ
で
あ
る
。

 
以
上
、
比
較
し
な
が
ら
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
説
は
、

お
お
か
た
秋
成
以
前
の
国
学
者
の
説
に
見
い
だ
せ
る
。
中
に
は
表
現
ま
で
先
人

の
説
に
似
た
も
の
す
ら
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
光
以
下
の
人
物
の
行
儀
を
批
判
す

る
下
り
で
も
、
順
番
が
違
う
と
は
い
え
、
『
源
注
拾
遺
』
を
読
ん
だ
も
の
な
ら
、

そ
れ
に
拠
っ
た
こ
と
を
疑
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
読
ん
で
い
け
ば
、
他
に
も

『
拾
遺
』
と
共
通
す
る
説
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
耳
茸
の
説
を
踏
襲
し
た

と
思
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
。
真
淵
や
為
章
も
同
様
で
あ
る
。
こ
と
に
真
淵
に
関

し
て
い
え
ば
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
人
望
は
、
真
淵
の
『
国
意
考
』
『
歌
意
考
』

『
に
ひ
ま
な
び
』
な
ど
で
説
か
れ
る
の
と
同
じ
歴
史
観
を
披
渥
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
儒
仏
の
倫
理
こ
そ
が
、
天
地
自
然
の
理
に
の
っ
と
っ
て
い
た
古
代
人
の

心
性
を
歪
曲
し
、
世
を
乱
す
も
と
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

 
 
 
 
 
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
り

な
文
脈
で
「
異
の
国
に
立
た
る
法
ど
も
を
う
ら
や
み
て
、
と
り
も
ち
ひ
さ
せ

し
か
ば
、
お
の
つ
か
ら
な
る
や
ま
と
魂
は
、
物
学
ば
ぬ
人
の
み
に
と
“
ま
り
て
」

と
言
っ
た
場
合
、
そ
こ
に
あ
る
「
や
ま
と
魂
」
の
語
は
、
真
淵
が
い
う
「
高
く

直
き
や
ま
と
魂
」
（
『
に
ひ
ま
な
び
』
）
を
彷
彿
と
さ
せ
な
い
で
は
お
か
な
い
。

だ
か
ら
『
源
語
』
注
釈
書
に
詳
し
く
な
い
者
で
も
、
真
淵
的
歴
史
観
を
語
る
こ

と
に
気
づ
け
ば
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
が
宗
椿
の
著
な
ら
ぬ
こ
と
が
わ
か
る
。

 
第
二
、
こ
の
書
が
宗
鼻
下
と
す
る
と
、
巷
間
に
伝
わ
る
彼
の
伝
記
と
矛
盾
す

 
 
 
 
る
点
。
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宗
椿
伝
に
つ
い
て
は
美
山
靖
氏
が
「
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
に
つ
い
て
」
（
『
秋

成
の
歴
史
小
説
と
そ
の
周
辺
』
所
載
 
清
文
堂
 
平
成
六
年
）
で
考
察
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
肖
柏
の
『
春
夢
草
』
に
、
宗
椿
が
病
で
空
し
く
な
る
き

わ
ま
で
『
源
語
』
を
写
し
て
お
り
、
「
朝
顔
」
の
巻
で
筆
を
お
い
た
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
見
え
る
。
ま
た
『
明
翰
抄
』
に
は
「
源
氏
朝
顔
ノ
巻
書
ナ
カ
ラ
死
」

と
あ
る
。
さ
ら
に
美
山
氏
に
よ
れ
ば
秋
成
が
直
接
拠
っ
た
か
と
い
う
『
本
朝
語

漏
』
に
は
「
橦
巻
ニ
テ
亭
々
ナ
ガ
ラ
空
ク
ナ
ル
」
と
あ
り
、
『
醒
酔
笑
』
に
は
「
廿

四
部
目
の
橦
の
巻
に
て
む
な
し
く
な
り
ぬ
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
宗
椿
は
死
ぬ
直

前
ま
で
『
伊
語
』
を
お
し
い
た
だ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
ぬ
ば
た

ま
の
巻
』
で
は
人
為
に
諭
さ
れ
て
、
「
な
か
ば
書
さ
し
た
る
物
を
見
る
に
も
、

い
と
う
た
て
く
な
り
、
打
な
が
め
ら
れ
て
」
と
あ
る
。
彼
は
『
丁
重
』
を
も
は

や
あ
り
が
た
い
も
の
と
は
思
わ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
諸
書
に
伝
わ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
読
者
は
こ
こ
で
も
疑
問
を
お
ぼ
え

ざ
る
を
え
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
中
世
の
人
間
で
あ
る
手
絡
が
近
世
の
学
者
と
同
じ
説
を
記
し
、
伝
記
で
は
『
源

語
』
マ
ニ
ア
の
ま
ま
死
ん
だ
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
内
容
を
書
い
て

い
る
。
こ
の
二
つ
に
気
づ
い
た
読
者
は
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
が
宗
椿
の
作
で

あ
る
こ
と
を
疑
う
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
序
を
書
き
傍
注
を
記
し
た
無

腸
隠
士
が
宗
椿
の
名
を
借
り
て
本
書
を
作
っ
た
こ
と
に
自
然
と
思
い
至
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
書
が
秋
成
の
手
に
な
る
も
の
と
最
初
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た

な
ら
、
伝
説
的
『
源
語
』
マ
ニ
ア
を
改
俊
さ
せ
る
趣
向
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
楽
し
ん
で
お
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
著
者
は
宗
椿
だ
と
公
言
す
る
以
上
、
読
者

は
そ
れ
を
信
じ
て
か
か
る
。
一
方
の
作
者
は
そ
の
言
が
偽
り
だ
と
知
れ
な
い
よ

う
に
す
る
の
が
普
通
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
秋
成
は
全
く
周
到
さ
を
欠
い
て

い
る
。
彼
が
契
沖
や
真
淵
の
説
に
共
鳴
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
と
気
づ
か
れ
ぬ

書
き
方
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
表
現
ま
で
似
せ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。

そ
れ
に
な
ぜ
、
人
麿
と
意
見
の
食
い
違
っ
た
ま
ま
宗
椿
が
『
源
語
』
を
書
写
し

続
け
た
と
い
う
結
末
に
し
な
か
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
も
宗
椿

作
と
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
ま
だ
ご
ま
か
し
が
き
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
結
局

偽
書
で
あ
る
こ
と
は
、
序
に
宗
椿
と
あ
る
こ
と
が
き
っ
か
け
で
明
ら
か
に
な
っ

て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
そ
も
そ
も
仮
託
す
る
人
物
は
宗
椿
以
外
に
適
当
な
人
が

い
な
か
っ
た
の
か
。
い
っ
そ
著
者
不
明
と
し
て
も
よ
か
っ
た
で
は
な
い
か
。

 
こ
の
よ
う
に
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
は
偽
書
に
し
て
は
手
抜
か
り
が
多
い
。
し

か
し
、
そ
れ
が
秋
成
の
無
神
経
さ
に
よ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
彼
は
宗

面
縛
が
仮
託
だ
と
わ
か
る
よ
う
に
わ
ざ
と
仕
向
け
た
の
で
は
な
い
か
。
で
は
そ

の
理
由
は
何
な
の
か
。
結
局
「
う
は
書
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
問
題
は
、
『
ぬ

ば
た
ま
の
巻
』
が
他
人
の
名
を
借
り
て
書
か
れ
た
こ
と
の
意
味
は
何
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
ま
ず
考
え
つ
く
解
答
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
雨

月
物
語
』
の
「
貧
福
論
」
や
『
春
雨
物
語
』
の
「
海
賊
」
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
な
ど
、

秋
成
が
作
中
人
物
に
自
分
の
見
解
を
語
ら
せ
て
い
る
作
品
が
他
に
も
あ
る
。
そ

こ
で
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
も
そ
れ
ら
と
同
様
に
、
作
中
人
物
の
宗
椿
に
己
の
物

語
論
を
語
ら
せ
て
い
る
と
見
れ
ば
よ
い
。
ま
た
伝
記
や
史
書
の
記
述
を
意
識
的

に
改
変
し
て
物
語
を
創
り
出
す
手
法
は
、
『
春
雨
』
の
「
血
か
た
び
ら
」
な
ど

に
共
通
し
、
秋
成
に
は
常
套
的
な
制
作
方
法
に
す
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
問
題

は
秋
成
の
作
家
的
資
質
、
制
作
方
法
に
帰
着
さ
せ
れ
ば
説
明
が
つ
く
。
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こ
う
い
つ
た
風
に
考
え
る
の
は
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
が
、
な
ぜ
秋
成
が
序

で
わ
ざ
わ
ざ
宗
下
作
と
う
た
っ
た
か
ま
で
は
説
明
で
き
な
い
。
『
雨
月
』
も
『
春

雨
』
も
、
た
と
え
ば
岡
左
内
作
と
か
文
室
秋
津
作
と
は
う
た
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
か
ら
。

 
で
は
内
容
が
出
版
規
制
に
ひ
っ
か
か
り
そ
う
だ
か
ら
、
実
作
者
で
あ
る
こ
と

を
隠
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
考
え
に
く
い
。
そ
の
よ
う
な
懸
念
が
あ
っ

た
な
ら
、
出
版
計
画
な
ど
出
ま
い
し
、
許
可
も
お
り
ま
い
。
そ
れ
に
序
に
無
考

隠
士
と
記
す
こ
と
す
ら
悼
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
（
注
2
）

 
そ
こ
で
私
が
考
え
る
の
は
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
が
仮
託
の
書
で
あ
る
こ
と

自
体
に
、
何
ら
か
の
趣
向
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
北
村
季
吟
の
『
湖
月
抄
』
と
、
先
に
も
触

れ
た
賀
茂
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』
で
あ
る
。

 
『
湖
月
抄
』
発
端
の
「
文
法
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
 
「
明
星
抄
云
。
先
此
物
語
の
大
綱
荘
子
が
寓
言
に
も
と
づ
け
り
。
寓
言

 
 
 
と
い
ふ
は
己
が
言
を
以
て
他
人
の
名
を
借
て
以
て
い
へ
り
と
也
。
荘
子

 
 
 
が
文
法
は
名
を
作
り
出
し
て
わ
が
い
ひ
た
き
事
を
い
は
せ
た
り
。
其
云

 
 
 
庭
は
こ
と
ご
と
く
実
の
実
也
。
今
此
物
語
に
云
庭
の
源
氏
も
、
其
真
実

 
 
 
を
尋
ぬ
れ
ば
そ
の
人
な
し
。
書
顕
す
所
は
実
也
。
さ
れ
ば
荘
子
が
筆
を

 
 
 
ま
の
あ
た
り
う
つ
せ
り
」

 
ま
た
「
物
語
ノ
準
拠
骨
導
」
に

 
 
 
「
凡
物
語
に
は
か
や
う
に
彼
是
の
古
事
の
例
を
以
て
書
の
故
に
、
最
初

 
 
 
の
詞
に
も
い
つ
れ
の
御
時
に
か
と
い
ひ
て
た
し
か
に
時
代
を
さ
さ
ざ
る

 
 
 
也
。
挙
世
の
解
止
を
ま
ぬ
が
れ
ん
た
め
、
寓
言
の
筆
法
也
。
」

 
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
他
人
に
仮
託
し
て
己
の
所
懐
を
述
べ
る
こ
と
、

上
田
秋
成
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
再
検
討

虚
の
う
ち
に
作
者
の
実
を
も
る
こ
と
、
ま
た
世
の
そ
し
り
を
渾
っ
て
時
代
設
定

を
曖
昧
に
す
る
こ
と
が
寓
言
、
ひ
い
て
は
『
聖
心
』
の
特
色
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
と
す
れ
ば
、
秋
成
が
万
燈
の
名
を
借
り
た
の
は
ま
さ
に
寓
言
の
筆
法
と
い

え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
『
湖
月
抄
』
に
引
か
れ
る
寓
言
論
は
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』

で
人
里
が
開
陳
す
る
説
と
重
要
な
点
で
相
違
す
る
。
つ
ま
り
『
湖
月
抄
』
に
い

う
寓
言
は
、
他
人
の
口
を
借
り
る
と
い
う
『
荘
子
』
に
見
え
る
原
義
的
な
意
味

で
使
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
云
庭
は
こ
と
ご
と
く
実
の
事
」
と
あ
る
通
り
、

文
脈
的
に
『
源
語
』
に
お
け
る
教
訓
性
を
指
摘
す
る
こ
と
へ
と
結
び
付
く
。
よ
っ

て
大
意
に
「
或
抄
云
、
お
ほ
む
ね
荘
子
力
寓
言
を
模
し
て
作
物
語
と
い
へ
ど
も

 
一
事
と
し
て
先
縦
本
説
な
き
事
を
の
せ
ず
…
凡
て
仁
義
礼
智
の
大
綱
よ
り
、
仏

果
菩
提
の
本
源
に
い
た
る
ま
で
、
此
物
語
を
は
な
れ
て
何
の
指
南
を
か
求
め
ん
」

と
い
う
記
述
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
人
麿
は
「
ひ
た
す
ら
そ
ら
ご
と
（
寓

言
）
を
も
て
つ
と
め
と
し
、
専
ら
其
実
な
し
」
と
言
っ
て
い
る
。
人
言
は
物
語

の
教
訓
性
を
積
極
的
に
は
認
め
て
お
ら
ず
、
「
そ
ら
ご
と
（
寓
言
）
」
に
関
し
て

 
「
あ
だ
物
」
「
い
た
づ
ら
言
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
調
す
る
。
こ
こ
で

い
う
寓
言
は
、
作
中
人
物
の
口
を
借
り
て
作
者
の
思
い
を
語
る
と
い
う
意
味
に

対
し
、
う
そ
、
つ
く
り
ご
と
と
し
て
の
「
そ
ら
ご
と
」
の
意
味
を
も
重
ね
て
い

る
の
で
あ
る
。
（
注
3
）

 
『
湖
月
抄
』
所
引
の
寓
言
論
に
従
っ
て
作
者
を
他
人
に
仮
託
し
な
が
ら
、
そ

れ
と
は
異
な
る
寓
言
論
を
人
麿
に
語
ら
せ
る
の
は
不
自
然
と
も
い
え
る
。
そ
こ

で
真
淵
『
伊
勢
物
語
古
意
』
に
説
く
物
語
論
を
も
同
時
に
考
慮
に
入
れ
た
方
が

適
当
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
物
語
1
1
そ
ら
ご
と
論
が
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
に
与
え

．
た
影
響
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
見
え

る
。
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①
「
記
者
の
名
を
題
と
せ
し
物
を
見
ず
。
其
う
へ
か
・
る
ふ
み
は
記
者
の

 
 
 
名
を
あ
ら
は
す
ま
じ
き
を
や
」
（
「
伊
勢
の
御
の
書
た
ら
ぬ
は
」
の
条
）

 
 
②
「
す
べ
て
物
語
ぶ
み
に
は
記
者
の
名
を
か
く
せ
り
。
男
の
作
れ
る
も
、

 
 
 
か
く
戯
れ
く
つ
が
へ
る
事
を
撃
て
丈
夫
の
名
を
な
の
る
べ
か
ら
ず
」

 
 
 
（
「
古
し
へ
の
本
今
の
三
又
作
者
は
」
の
条
）

 
 
③
「
た
ま
一
此
朝
臣
の
官
位
な
ど
を
黙
る
所
に
、
其
文
と
歌
と
を
合
せ

 
 
 
て
見
れ
ば
、
時
に
か
な
は
ぬ
官
位
を
し
る
し
、
或
は
其
歌
を
全
く
出
せ

 
 
 
る
は
詞
書
を
異
に
し
な
ど
、
さ
だ
か
に
そ
れ
な
ら
ぬ
さ
ま
に
の
み
書
な

 
 
 
し
た
り
。
よ
り
て
物
が
た
り
の
物
が
た
り
な
る
事
を
意
得
て
後
に
、
業

 
 
 
平
の
な
り
平
な
ら
ぬ
を
知
べ
き
也
」
（
「
昔
お
と
こ
て
ふ
は
」
の
条
）

 
 
④
「
さ
て
男
は
業
平
朝
臣
な
ら
ぬ
業
平
を
云
と
意
得
べ
し
。
皆
そ
ら
言
な

 
 
 
れ
ば
也
」
（
巻
一
「
む
か
し
お
と
こ
う
ひ
か
う
む
り
し
て
」
の
注
）

 
①
と
②
は
物
語
が
実
作
者
の
名
を
出
さ
な
い
も
の
だ
と
い
う
説
で
、
秋
成
が

『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
を
宗
椿
に
仮
託
し
た
の
は
、
寓
言
の
原
義
と
共
に
こ
の
説

を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
真
淵
に
よ
る
と
物
語
は
「
そ
ら
ご
と
」

で
あ
っ
た
。
彼
の
言
う
「
そ
ら
ご
と
」
に
寓
言
の
漢
字
を
当
て
る
秋
成
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
も
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
近
世
の
説
を
語
る
宗
椿
、
伝
記
と

違
う
宗
椿
像
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
③
の
則
を
想
起
す
れ
ば
「
さ
だ
か
に
そ

れ
な
ら
ぬ
さ
ま
に
の
み
書
な
し
た
」
の
だ
と
理
解
で
き
よ
う
。
宗
単
作
が
仮
託

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
読
者
は
、
「
宗
椿
」
の
「
宗
椿
」
な
ら
ぬ
を
知

り
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
真
淵
『
古
意
』
の
物
語
論
を
思
い
出
せ
ば
、

『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
が
「
物
が
た
り
な
る
事
を
意
得
」
る
こ
と
が
で
き
る
。
作

者
仮
託
は
本
書
が
物
語
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
趣
向
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四

 
現
在
で
は
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
を
物
語
と
と
ら
え
る
見
方
は
常
識
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
自
明
的
に
こ
れ
を
物
語
、
ま
た
は
物
語
的
評
論
と
し
て
き
た
。
（
注
4
）

対
し
て
私
は
作
者
の
仮
託
の
問
題
か
ら
、
本
書
が
物
語
1
1
そ
ら
ご
と
で
あ
る
こ

と
を
帰
納
し
て
き
た
が
、
そ
ん
な
繁
雑
な
手
続
き
を
経
な
く
と
も
、
わ
か
り
き
っ

た
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
手
続
き
自

体
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
、
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

 
そ
も
そ
も
こ
の
物
語
で
説
か
れ
る
『
源
語
』
論
は
、
秋
成
の
先
学
の
説
の
エ

ピ
ゴ
ー
ネ
ン
で
し
か
な
い
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
切
り
張
り
の
よ
う
で
、
新

味
が
な
い
。
勝
倉
氏
は
「
秋
成
の
論
説
は
、
中
世
以
来
の
物
語
論
が
『
源
氏
物

語
』
（
『
伊
勢
物
語
』
を
含
む
こ
と
も
あ
る
）
と
い
う
特
定
の
作
品
に
対
す
る
解

釈
論
と
し
て
そ
の
意
義
を
論
ず
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
を
物
語
一

般
の
属
性
に
拡
大
・
敷
指
し
て
そ
の
存
在
意
義
の
究
明
を
は
か
っ
た
と
こ
ろ
に

研
究
史
的
な
位
置
を
有
す
る
」
と
述
べ
る
が
（
『
上
田
秋
成
の
古
典
学
と
文
芸

に
関
す
る
研
究
』
P
鮒
）
、
秋
成
は
結
局
『
源
語
』
以
外
の
作
品
に
即
し
て
旦
ハ

体
的
に
は
論
じ
て
い
な
炉
の
で
あ
る
。
そ
ら
ご
と
1
1
寓
言
論
を
物
語
一
般
に
敷

坐
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
実
際
他
の
物
語
作
品
に
も
当
て
は
ま
る
か
否
か
を

立
証
し
て
い
な
け
れ
ば
、
高
い
評
価
は
下
せ
な
い
。

 
『
ぬ
ば
玉
の
巻
』
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
当
時
の
読
者
が
読
ん

だ
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
例
え
ば
真
淵
の
『
に
ひ
ま
な
び
』
や
『
国
意

考
』
が
刊
行
さ
れ
る
の
は
、
『
ぬ
ば
玉
の
巻
』
出
版
許
可
が
出
さ
れ
て
後
の
こ

と
だ
か
ら
（
『
国
意
考
』
が
寛
政
元
年
、
『
に
ひ
ま
な
び
』
『
歌
意
考
』
が
寛
政

十
二
年
に
刊
行
さ
れ
る
）
、
真
淵
の
思
想
を
早
く
世
間
一
般
に
伝
え
る
役
割
は

果
た
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
初
め
か
ら
そ
う
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
た

（68］



の
な
ら
、
真
淵
以
前
の
契
沖
・
為
章
の
説
を
も
ち
だ
さ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。

そ
れ
に
後
で
『
古
意
』
を
刊
行
す
る
よ
う
に
真
淵
の
著
作
そ
の
も
の
を
世
に
送
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
傍
注
を
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
秋
成
は
『
源
語
』

入
門
を
欲
す
る
初
学
者
を
対
象
に
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
も
す
る
が
、
果
た
し

て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
秋
成
に
啓
蒙
的
精
神
が
あ
っ
た
な
ら
、
錯
雑
し
て
一
貫
性

の
な
い
論
の
展
開
は
も
う
少
し
整
理
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
し
、
ま
と
も
な
評
論

の
形
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
（
注
5
）
。
し
か
し
入
門
書
の
体
裁
を
装
い
な
が
ら
、

彼
が
本
当
に
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、
契
沖
や
真
淵
を
熱
心
に
読
み
込
ん
で
い

る
よ
う
な
読
者
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
い
う
人
が
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
を
ま

と
も
に
読
ん
で
も
、
『
夜
語
』
論
に
関
し
て
は
、
先
人
の
説
の
切
り
張
り
の
よ

う
だ
か
ら
つ
ま
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
感
じ
る
く
ら
い
の
人

な
ら
、
宗
椿
著
が
仮
託
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
、
本
書
が
ま
と
も
な
評
論
書
で

な
い
こ
と
も
見
抜
け
よ
う
。
さ
ら
に
本
書
が
「
そ
ら
ご
と
」
す
な
わ
ち
物
語
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
け
ば
本
物
の
玄
人
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
は
そ
ら
ご
と
の
形
で
そ
ら
ご
と
を
語
る
の
で
あ
る
。
中

身
で
い
う
そ
ら
ご
と
と
は
、
実
の
な
い
「
あ
だ
物
」
「
い
た
づ
ら
言
」
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
語
る
そ
ら
ご
と
と
し
て
の
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
も
実
の
な

い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
ら
ご
と
の
中
で
語
ら
れ
る
そ
ら
ご

と
論
そ
の
も
の
が
、
そ
ら
ご
と
だ
と
な
っ
て
く
る
と
、
こ
の
作
品
は
全
く
つ
か

み
ど
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
か
く
も
奇
妙
な
構
造
の
作
品
を
作
っ
た
と
こ
ろ
に
秋

成
独
特
の
忍
冬
の
姿
勢
を
見
い
だ
す
の
も
可
で
あ
る
。
し
か
し
秋
成
は
『
ぬ
ば

た
ま
の
巻
』
の
内
容
を
ど
こ
ま
で
ま
と
も
に
受
け
取
っ
て
も
ら
お
う
と
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
。
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
を
読
む
運
算
味
は
、
内
容
に
啓
発
さ
れ

る
こ
と
と
同
時
に
、
そ
の
虚
構
性
を
楽
し
む
こ
と
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

上
田
秋
成
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
再
検
討

虚
構
性
を
楽
し
む
こ
と
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
作
品
が
そ
ら
ご
と
1
1
物
語
で
あ
る

こ
と
を
見
抜
く
一
連
の
知
的
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
が
と
っ
て
き
た
繁
雑

な
手
続
き
は
ま
さ
に
そ
の
作
業
で
あ
っ
た
。
我
々
は
こ
れ
ま
で
『
ぬ
ば
た
ま
の

巻
』
が
物
語
だ
と
気
づ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
真
面
目
に
受
け
と
り
す
ぎ
て
い

た
気
が
す
る
。
重
松
氏
の
研
究
以
来
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
『
源
語
』
論
、

物
語
論
の
分
折
と
位
置
づ
け
が
連
綿
と
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
野
帳
以
下

の
学
者
の
説
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
本
書
の
そ
ら
ご
と
と
し
て
の

性
格
を
論
じ
る
作
業
に
つ
な
げ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

 
私
は
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
が
そ
ら
ご
と
で
あ
る
故
に
、
そ
こ
に
見
え
る
物
語

論
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
秋
成
の
持
論
と
み
な
す
こ
と
は
危
険
と
考
え
た
い
。
た

だ
し
、
中
に
は
秋
成
が
他
の
著
書
で
も
繰
り
返
す
意
見
が
見
え
局
の
で
、
全
部

が
秋
成
の
持
論
と
は
別
に
こ
し
ら
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
物
語
が
 
 
9
〕

作
者
の
憤
り
か
ら
な
る
と
い
う
論
は
以
下
の
如
く
『
豫
之
也
安
志
夜
』
に
も
見
 
 
鴎

ら
れ
る
。

 
 
 
「
そ
れ
作
り
出
る
人
の
心
は
、
身
幸
ひ
な
き
を
歎
く
よ
り
、
世
を
も
い

 
 
 
き
ど
ほ
り
て
は
、
昔
を
恋
し
の
び
、
或
は
今
の
世
の
中
さ
く
花
の
に
ほ

 
 
 
ふ
が
如
く
栄
ゆ
く
を
見
て
は
、
や
・
う
つ
ろ
ひ
な
ん
事
を
お
も
ひ
…

 
 
 
た
f
今
の
世
の
聞
え
を
は
“
か
り
て
、
む
か
し
く
の
跡
な
し
言
に
、

 
 
 
何
の
罪
な
げ
な
る
物
が
た
り
し
て
書
つ
“
く
る
な
ん
、
か
・
る
ふ
み
の

 
 
 
心
し
ら
び
な
り
け
る
」

 
『
即
位
也
安
志
夜
』
は
そ
の
性
質
か
ら
し
て
、
秋
成
の
意
見
を
ス
ト
レ
ー
ト

に
述
べ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
こ
れ
と
共
通
す
る
論
を

彼
の
持
論
と
認
め
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
こ
れ
が
真
淵
の
説
か
ら
導
か
れ

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
共
鳴
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。



し
か
し
『
源
語
』
論
の
部
分
は
、
ば
ら
ば
ら
に
す
る
と
真
淵
を
含
む
複
数
の
国

学
者
の
説
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
と
、
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
内
容

も
契
沖
、
真
淵
、
蘭
洲
と
い
っ
た
人
の
説
に
還
元
で
き
る
で
は
な
い
か
と
い
う

批
判
が
出
よ
う
。
と
こ
ろ
が
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
で
は
主
意
の
上
で
対
立
し
た

説
の
折
衷
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
秋
成
が
諸
説
の
総
合
か
ら
自
己
の

『
点
語
』
観
を
形
成
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
折
衷
は
安
易
に
過
ぎ

な
い
か
。
こ
こ
に
は
後
述
の
通
り
、
む
し
ろ
作
為
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
に
『
豫
半
玉
安
志
夜
』
と
違
っ
て
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
は
「
そ
ら
ご
と
」

で
あ
っ
た
。

 
秋
成
は
物
語
の
趣
向
の
一
と
し
て
、
宗
椿
に
中
世
的
な
『
源
語
』
論
（
『
源
語
』

は
教
戒
の
書
な
り
）
を
説
か
せ
た
の
に
対
し
、
江
戸
時
代
か
ら
の
『
源
語
』
論
、

つ
ま
り
国
学
的
な
『
源
語
』
論
の
モ
デ
ル
を
諸
説
の
切
り
張
り
に
よ
っ
て
作
り
、

そ
れ
を
人
麿
に
配
し
た
も
の
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
、

『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
を
「
そ
ら
ご
と
」
，
だ
と
知
ら
す
た
め
に
作
ら
れ
た
仕
掛
け

で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
観
点
に
立
っ
た
上
で
注
目
し
た
い
の
が
、
佐
藤
深
雪
氏

の
意
見
で
あ
る
。
氏
は
『
綾
足
と
秋
成
と
 
十
八
世
紀
国
学
へ
の
批
判
』
（
平

成
五
年
名
古
屋
大
学
出
版
会
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

 
 
 
「
宣
長
は
以
外
に
保
守
的
な
伝
統
主
義
者
で
あ
り
、
む
し
ろ
真
淵
の
方

 
 
 
が
直
感
に
も
と
づ
い
た
冒
険
を
し
て
い
る
ゆ
真
淵
学
徒
た
る
秋
成
が
、

 
 
 
こ
の
よ
う
な
宣
長
の
傾
向
を
意
地
悪
く
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
、
宗
椿
の
中

 
 
 
世
的
な
源
氏
注
釈
学
に
託
し
た
と
い
う
の
は
、
あ
り
え
る
こ
と
で
あ
る
」

 
さ
ら
に
氏
は
人
麿
の
論
に
つ
い
て
「
真
淵
学
徒
た
る
秋
成
が
よ
っ
て
立
つ
と

こ
ろ
の
上
古
主
義
の
物
語
論
を
対
置
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と

言
う
。
氏
は
宗
椿
の
論
に
秋
成
の
こ
と
さ
ら
な
作
為
を
読
み
な
が
ら
、
人
麿
の

論
は
従
来
通
り
秋
成
の
持
論
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
私
は
人
麿
の
論

に
も
や
は
り
作
為
的
な
も
の
を
読
み
と
っ
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
。
作
為
と
は

具
体
的
に
は
『
鷺
苔
』
論
の
切
り
張
り
を
指
す
の
だ
が
、
た
と
え
ば
ど
の
説
を

ど
う
利
用
す
る
か
に
も
秋
成
は
意
を
用
い
て
い
る
と
見
た
い
。

 
近
世
に
お
い
て
『
源
語
』
観
は
一
つ
で
は
な
か
っ
た
。
詞
花
言
葉
を
玩
弄
す

べ
し
と
い
う
態
度
を
と
る
契
沖
に
対
し
、
為
章
や
真
淵
は
教
戒
性
を
認
め
る
。

『
紫
家
七
四
』
に
「
物
が
た
り
を
す
べ
て
作
り
事
と
の
み
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
み

な
人
世
に
あ
り
し
人
の
う
へ
を
述
て
、
勧
善
懲
悪
を
ふ
く
み
た
り
…
又
詞
花
言

葉
を
の
み
も
て
あ
そ
ぶ
人
は
、
剣
の
利
鈍
を
い
は
ず
し
て
、
た
“
柄
室
の
茂
り

を
論
ず
る
ご
と
し
」
と
あ
り
、
『
源
氏
物
語
新
釈
』
総
考
に
「
文
華
逸
興
を
も

て
論
せ
む
は
絵
を
見
て
心
を
慰
む
る
が
ご
と
し
」
と
か
「
是
は
い
と
く
大
き

に
ふ
か
く
た
く
み
か
つ
は
教
成
べ
き
所
々
も
侍
る
は
お
ほ
む
ね
異
朝
の
書
な
ど

に
な
ら
へ
る
も
の
也
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
主
意
に
お
い
て
対
立
す

る
人
の
説
を
ど
う
切
り
張
り
す
る
か
に
面
白
さ
が
あ
る
。
論
理
が
破
綻
す
る
恐

れ
の
な
い
よ
う
に
、
契
沖
な
り
真
淵
な
り
の
説
を
一
つ
選
ん
で
ア
レ
ン
ジ
す
る

よ
り
は
手
が
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
．
の
結
果
が
う
ま
く
い
っ
た

か
ど
う
か
は
判
断
に
迷
う
。
秋
成
の
説
が
『
重
語
』
を
教
戒
の
書
と
見
る
か
見

な
い
か
に
お
い
て
不
徹
底
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
の
は
、
対
立
す
る
説
の
接
合
が

・
不
自
然
に
繋
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
秋
成
が
物
語
の
趣
向
と

し
て
国
学
的
な
『
源
語
』
論
の
モ
デ
ル
を
作
っ
た
ま
で
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
が

切
り
張
り
だ
と
わ
か
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
論
理
の
破
綻
は
あ
ま
り
気
に
す

る
必
要
が
な
い
。

 
従
来
通
り
人
麿
の
『
源
語
』
論
を
秋
成
の
持
論
と
し
て
と
ら
え
る
の
も
決
し

て
無
効
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
秋
成
の
『
源
語
』
観
が
相
当
反
映
し
て
い
た
は
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ず
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
に
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
は
確
か
に
評
論
的
な
読
み
方
も

で
き
る
。
特
に
そ
ら
ご
と
と
直
接
関
係
の
な
い
歌
論
の
部
分
は
、
『
源
語
』
論

と
同
日
の
談
で
は
な
い
。
（
注
6
）
し
か
し
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
は
「
そ
ら
ご
と
」

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
内
容
の
全
て
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
ま
と
も
に
受
け

と
っ
た
ら
、
秋
成
の
術
数
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ

て
美
山
靖
氏
は
、
『
春
雨
物
語
』
に
史
実
の
切
り
継
ぎ
に
よ
る
再
構
成
の
跡
を

見
出
し
た
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
春
雨
物
語
 
書
初
機
嫌
海
』
解
説
な
ど
参

照
）
。
一
方
私
は
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
に
『
源
語
』
論
の
切
り
継
ぎ
を
見
出
し

た
わ
け
で
あ
る
。

 
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
は
宗
椿
著
と
銘
打
ち
な
が
ら
、
近
世
の
学
者
の
『
源
語
』

論
が
切
り
張
り
さ
れ
、
揚
幕
の
伝
記
と
矛
盾
す
る
点
も
あ
る
。
読
者
は
そ
れ
ら

を
ヒ
ン
ト
に
、
こ
の
作
品
が
そ
ら
ご
と
1
1
物
語
で
あ
る
こ
と
を
解
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
知
的
作
業
に
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
を
読
む
面
白
さ
の
一
つ
が
あ
る
。

『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
は
物
語
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
評
論
書
の
よ
う
に
ま
と
も
に

受
け
取
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
ら
ご
と
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た

上
で
本
書
の
も
う
一
つ
の
読
み
方
を
提
示
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
評

論
書
的
な
読
み
方
と
そ
れ
の
二
様
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
こ
こ
か
ら

さ
ら
に
、
同
じ
『
源
語
』
論
が
の
る
『
秋
山
記
』
の
問
題
、
さ
ら
に
な
ぜ
秋
成

が
物
語
の
形
で
し
か
『
源
語
』
を
語
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む

つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

上
田
秋
成
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
再
検
討

（
注
1
）

（
注
2
）

（
注
3
）

（
注
4
）

「
此
源
氏
も
先
は
昔
物
語
と
し
て
昔
延
喜
の
御
下
よ
り
の
事
の
様
に

書
た
れ
共
、
実
は
式
部
の
あ
る
時
に
見
聞
こ
と
を
専
ら
と
し
て
近
き

代
々
の
事
を
も
か
ね
て
書
る
物
と
見
ゆ
。
朱
雀
院
冷
泉
院
な
ど
御
名

を
あ
ら
は
し
た
る
は
唐
詩
に
漢
帝
を
も
て
時
を
亘
れ
る
が
如
く
也
。

さ
れ
ど
も
ま
こ
と
延
喜
な
ど
の
御
事
な
ら
ね
ば
前
後
紛
々
と
し
て
い

つ
れ
と
も
か
た
よ
ら
ず
、
作
り
事
の
さ
ま
を
見
せ
た
り
」
と
あ
る
。

『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
が
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
偽

書
公
刊
に
対
し
て
後
々
の
影
響
を
揮
っ
た
た
め
だ
ろ
う
と
す
る
若
木

太
一
氏
の
考
え
が
あ
る
。
『
江
戸
時
代
文
学
誌
』
2
（
昭
和
五
六
年

十
二
月
）
を
参
照

中
村
博
保
氏
は
「
秋
成
の
物
語
論
」
に
お
い
て
、
「
秋
成
は
当
時
の
「
寓

言
（
う
そ
・
つ
く
り
ご
と
）
」
の
用
法
か
ら
「
そ
ら
ご
と
」
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
得
、
こ
れ
を
伝
統
的
な
も
の
に
拡
大
し
て
考
え
る
と
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ナ
ロ
ジ
 

に
、
他
方
寓
言
を
原
義
に
近
い
類
推
表
現
の
意
味
、
つ
ま
り
他
を
も
っ

て
自
己
を
語
る
と
い
う
意
味
に
近
づ
け
て
、
こ
の
二
つ
の
両
極
端
の

意
味
を
一
つ
の
こ
と
ば
の
中
に
結
び
つ
け
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
し
と
し
て
い
る
。
当
論
文
は
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
「
秋
成
」

（
昭
和
四
七
年
 
有
精
堂
刊
）
所
収
。
初
出
は
昭
和
三
九
年
。

古
く
は
藤
井
乙
男
氏
が
『
秋
成
遺
文
』
で
「
小
説
の
体
栽
を
し
た
源

氏
物
語
の
評
論
」
と
述
べ
る
。
美
山
靖
氏
は
「
「
ぬ
ば
た
ま
の
巻
」

に
つ
い
て
L
（
初
出
は
昭
和
四
九
年
。
平
成
六
年
 
清
文
堂
刊
『
秋

成
の
歴
史
小
説
と
そ
の
周
辺
』
所
収
）
で
、
こ
れ
を
「
『
源
氏
物
語
』

評
論
の
書
」
と
し
な
が
ら
「
物
語
で
も
あ
っ
た
」
と
す
る
。
ま
た
風

間
誠
史
氏
は
「
秋
成
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
論
理
」
（
「
研
究
と
資
料
」
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（
注
5
）

（
注
6
）

12

ｺ
和
五
九
年
十
二
月
）
に
「
物
語
仕
立
て
の
文
学
論
」
と
す
る
。

注
4
に
引
い
た
風
間
氏
の
論
文
に
「
整
理
作
業
と
余
説
若
干
」
と
い

う
副
題
が
つ
い
て
い
る
よ
う
に
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
論
理
構
成
は

複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
。
物
語
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
と
思
え

ば
、
真
淵
的
な
歴
史
観
を
論
じ
出
し
、
話
題
は
和
歌
に
移
っ
て
い
く

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

歌
論
の
部
分
に
は
真
淵
の
影
響
が
指
摘
で
き
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、

こ
こ
に
切
り
張
り
の
跡
は
見
出
し
え
て
い
な
い
。
顕
宗
天
皇
の
歌
を

仁
賢
天
皇
と
し
た
り
、
日
本
記
歌
謡
の
訓
が
誤
っ
た
り
と
、
秋
成
が

う
ろ
覚
え
の
記
憶
で
書
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
記
憶
に
頼
っ
た

ば
っ
か
り
に
犯
し
た
手
抜
か
り
は
「
朝
顔
」
巻
の
内
容
に
触
れ
た
部

分
の
傍
注
に
も
指
適
さ
れ
て
い
る
（
森
山
重
雄
『
上
田
秋
成
の
古
典

感
覚
』
三
一
書
房
平
成
八
年
）
。
こ
れ
は
『
源
語
』
論
を
切
り
張
り

で
作
っ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
手
元
に

文
献
を
置
い
た
上
で
行
う
単
純
な
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
で
は
、
趣
向
が
あ

か
ら
さ
ま
で
工
夫
に
欠
け
る
。
秋
成
は
そ
う
い
う
方
法
論
で
は
な
く
、

頭
の
中
で
諸
説
を
組
み
合
わ
せ
、
一
つ
の
モ
デ
ル
を
つ
く
り
あ
げ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
秋
成
は
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
に
近
接
し

て
柿
本
人
麿
に
関
す
る
考
証
『
歌
聖
伝
』
を
書
き
、
晩
年
に
か
け
て

万
葉
研
究
の
成
果
を
『
金
砂
』
『
楢
の
杣
』
と
い
っ
た
著
に
ま
と
め

て
ゆ
く
。
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
の
歌
論
の
部
分
に
は
そ
う
し
た
研
究

も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
『
ぬ
ば
た
ま
の
巻
』
に
従
来
通
り
評

論
と
し
て
読
ん
で
い
い
部
分
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
本
稿
は
そ

の
よ
う
な
読
み
方
を
完
全
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
ら
ご
と
と
し

て
の
別
な
読
み
方
が
出
来
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。
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