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一

雄

【
本
稿
の
要
点
】

 
1
．
「
詞
書
（
絵
詞
）
」
1
1
物
語
本
文
と
い
う
一
部
の
国
文
学
者
の
考
え
方
は
、

 
 
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
す
る
と
必
ず
し
も
精
確
と
は
言
え
な
い
。

 
2
．
「
詞
書
」
は
、
絵
を
中
心
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
物
の
言
動
（
会
話
・
仕

 
 
草
）
を
書
い
て
展
開
さ
れ
、
そ
こ
で
完
結
を
見
る
。

 
3
．
「
詞
書
」
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
期
の
日
常
的
用
語
に
影
響
を
受
け
、
物

 
 
語
本
文
の
用
語
を
さ
か
し
ら
に
改
め
る
一
面
を
も
つ
。

 
4
．
物
語
本
文
は
、
語
り
手
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
登
場
人
物
の
言
動
・

 
 
心
理
等
を
詳
細
か
つ
濃
密
に
描
き
上
げ
、
次
な
る
場
面
を
予
告
・
誘
導
す

 
 
る
。

 
5
．
物
語
本
文
は
、
絵
か
ら
独
立
し
、
物
語
映
像
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
。

〈
参
考
文
献
〉

 
ω
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
研
究
』
〈
源
氏
物
語
評
釈
別
巻
一
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
角
川
書
店
1
9
6
6
）

 
的
高
橋
亨
『
物
語
と
絵
の
遠
近
法
』
（
ぺ
り
か
ん
社
1
9
9
1
）
．

 
働
久
下
裕
利
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
』
（
笠
間
書
院
1
9
9
6
）

回
石
井
正
己
『
絵
と
語
り
か
ら
物
語
を
読
む
』
・
（
大
修
館
書
店
ユ
9
9
7
）

いり

O
谷
邦
明
二
二
田
村
雅
子
」
源
氏
物
語
絵
巻
の
謎
を
読
み
解
く
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
角
川
書
店
1
9
9
8
）

 
 
は
じ
め
に
 
i
「
詞
書
」
に
関
す
る
国
文
学
者
の
研
究
に
関
連
し
て
一

〈
参
考
文
献
〉
ω
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
隆
能
源
氏
絵
詞
「
蓬
生
」
鑑
賞
L
（
初

出
「
関
西
大
学
『
国
文
学
』
第
二
十
九
号
、
1
9
6
0
）
の
末
尾
に
「
絵
と
詞
書

と
を
見
合
わ
せ
る
と
、
物
語
の
本
文
に
あ
っ
て
詞
書
に
省
略
し
た
の
は
、
こ
の

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
あ
っ
て
の
こ
と
と
考
え
う
る
。
こ
の
考
え
は
、
は
た

し
て
、
当
た
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
、
さ
ら
に
検
討
を
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

と
あ
っ
て
、
「
詞
書
」
研
究
の
実
践
と
今
後
の
更
な
る
検
討
の
必
要
性
が
説
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
管
見
に
よ
る
限
り
、
多
く
の
国
文
学
者
（
特
に
、
源
氏
物

語
研
究
者
）
の
関
心
は
、
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
「
絵
」
の
方
に
は
向
か
っ
て
も
、

「
詞
書
」
の
方
に
は
玉
上
氏
の
期
待
し
た
程
に
は
、
向
か
っ
て
い
な
い
よ
う
で
，

あ
る
。
汗
牛
充
棟
と
い
っ
て
よ
い
程
の
源
氏
物
語
の
研
究
書
の
一
回
分
す
ら

も
見
て
い
る
と
は
言
え
な
い
聖
者
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
資
格
は
な
い

の
で
あ
る
が
、
物
語
と
絵
画
の
相
関
関
係
を
究
明
し
た
と
す
る
紛
で
は
「
詞
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書
し
は
ほ
と
ん
ど
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
書
の
最
初
の
方
（
P
1
9
～

2
3
）
に
絵
巻
の
「
東
屋
（
二
）
」
が
採
り
上
げ
ら
れ
、
物
語
本
文
が
引
用
さ
れ
て
論

が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
詞
書
」
に
つ
い
て
は
、
「
東
屋
（
二
）
の
絵
巻
の

詞
書
は
、
①
の
途
中
「
忍
び
や
か
に
」
か
ら
始
ま
り
、
本
文
の
異
同
は
さ
ほ
ど
大

き
く
な
く
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
し
と
し
て
、
「
絵
は
ほ
ぼ
忠
実
に
物
語
テ
ク
ス

ト
に
基
づ
く
が
、
…
」
と
い
う
記
述
が
続
い
て
い
く
。
ま
た
、
圃
で
は
、
P
l
に

「
物
語
映
像
は
絵
だ
け
に
よ
っ
て
実
感
さ
れ
得
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え

る
詞
書
が
常
に
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
あ
っ
て
、

そ
れ
に
は
同
感
な
の
だ
が
、
著
者
は
続
け
て
「
つ
ま
り
詞
書
（
1
1
物
語
本
文
）
な

く
し
て
引
目
鉤
鼻
の
手
法
も
拓
け
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
〈
傍
線
福
者
〉

と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
絵
巻
の
詞
書
イ
コ
ー
ル
物
語
本
文
と
い
う
説
明
と

見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
た
だ
疑
問
な
の
は
、
P
1
2
か
ら
始
ま
る
、
1
〈
蓬

生
V
図
を
読
む
1
末
摘
花
と
の
再
会
の
章
の
「
1
省
略
さ
れ
た
詞
書
本
文
」
の

項
で
は
、
前
述
の
玉
上
論
文
が
採
り
上
げ
ら
れ
、
「
詞
書
本
文
」
「
源
氏
物
語
本

文
」
と
の
相
違
が
、
著
者
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
前
掲
の
記
述
と
の

相
違
に
戸
惑
い
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
又
、
こ
れ
よ
り
前
、
「
夕
霧
」
巻
に
言
及

し
た
と
こ
ろ
で
は
物
語
本
文
と
絵
巻
「
詞
書
」
と
の
相
違
点
が
部
分
的
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
こ
の
書
で
実
質
的
に
問
題
に
す

べ
き
は
、
本
稿
で
「
夕
霧
」
巻
の
後
で
採
り
上
げ
よ
う
と
す
る
「
橋
姫
」
巻
に
関

す
る
論
述
部
分
で
、
「
詞
書
」
は
引
用
さ
れ
ず
、
源
氏
物
語
本
文
が
引
用
さ
れ
、

し
か
も
「
物
語
本
文
（
絵
巻
詞
書
も
ほ
ぼ
同
文
）
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
」
〈
傍
線
稿
者
〉
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
如
く
、

物
語
本
文
と
「
詞
書
」
と
は
、
「
ほ
ぼ
同
文
」
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
か
な
り
の
相

違
を
見
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
は
「
4
〈
宿
木
〉
第
三
図
を
読
む
一
琵

琶
相
伝
し
の
項
で
も
物
語
本
文
が
引
用
さ
れ
て
は
い
る
が
、
「
詞
書
」
と
の
細

部
に
わ
た
る
相
違
は
論
述
さ
れ
て
い
な
い
。

 
こ
の
点
で
飼
に
は
、
「
柏
木
（
一
）
」
の
「
詞
書
」
を
採
り
上
げ
、
そ
れ
の
現
代
語

訳
を
試
み
た
後
で
、
「
現
代
語
に
訳
す
と
い
う
、
基
本
的
な
こ
と
か
ら
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
を

分
析
し
た
り
紹
介
し
た
り
す
る
と
き
、
そ
こ
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
本
文

は
、
実
は
、
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
「
詞
書
」
で
は
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
の
本

文
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
源
氏
物
語
絵
巻
』

を
読
む
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
読
ん
で
い
る
の
が

実
情
な
の
だ
。
L
（
P
2
8
～
2
9
）
と
あ
る
指
摘
に
稿
者
は
同
意
し
た
い
。

 
次
に
6
り
に
は
、
絵
と
「
詞
書
」
と
源
氏
物
語
本
文
と
の
相
違
に
関
す
る
指
摘

が
何
箇
所
か
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
書
は
絵
の
解
析
（
謎
解
き
）
に
主
眼

が
置
か
れ
て
い
る
た
め
か
、
「
詞
書
」
と
物
語
本
文
の
微
細
な
相
違
に
は
具
体

的
な
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

 
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
国
文
学
者
の
研
究
の
現
状
を
一
応
踏
ま
え
た
上

で
、
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
詞
書
と
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
を
、
子
細
に
検
討

し
て
見
る
と
、
両
者
に
は
基
本
的
に
か
な
り
相
違
す
る
点
の
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
、
表
題
の
テ
ー
マ
に
迫
っ
て
見
た
い
。

 
 
一
夕
霧
巻
の
詞
書
と
物
語
本
文

 
詞
書
は
田
島
上
里
『
源
氏
物
語
絵
巻
詞
書
総
索
引
』
（
1
9
9
4
）
の
本
文

篇
に
よ
り
、
物
語
本
文
は
、
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。
掲
出
の
順
序
は
、

物
語
本
文
・
詞
書
（
［
］
内
に
示
す
）
と
し
、
双
方
の
い
ず
れ
か
に
無
い
部
分
・

相
違
す
る
語
句
に
傍
線
を
付
し
、
後
に
コ
メ
ン
ト
す
る
も
の
に
は
番
号
・
記
号

（84］



1

を
添
え
る
。

①
知
ら
ぬ
や
う
に
て
、
君
だ
ち
も
て
あ
そ
び
紛
ら
は
し
つ
＼
わ
が
昼
の
お
ま

 
し
に
（
夕
霧
ハ
）
臥
し
給
へ
り
。
宵
過
ぐ
る
ほ
ど
に
ぞ
、
こ
の
御
返
り
も
て
参

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
れ
る
を
、
 
か
く
例
に
も
あ
ら
ぬ
鳥
の
跡
の
や
う
な
れ
ば
、
と
み
に
も
見

 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 

 
解
き
給
は
で
、
 
大
と
な
ぶ
ら
ち
か
う
取
り
よ
せ
て
見
給
ふ
。
 
女
君
（
雲

 
 
 
ほ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 
 
 

 
居
雁
）
、
 
も
の
隔
て
た
る
や
う
な
れ
ど
、
い
と
疾
く
見
つ
け
 
給
う
て
、
は

 
ひ
よ
り
て
、
御
う
し
ろ
よ
り
と
り
給
う
つ
。

ひ
る
の
お
ま
し
に
う
ち
ふ
し
た
ま
へ
る
に
．
こ
の
御
か
へ
り
も
て

ま
い
れ
る
が
、
れ
い
に
も
あ
ら
ず
と
※
〈
と
〉
り
の
あ
と
の
や
う

な
れ
ば
、
と
み
に
も
え
み
と
き
た
ま
は
ぬ
に
、
へ
だ
て
た
る
や
う
な

れ
ど
、
い
と
・
く
み
つ
け
て
は
る
よ
り
て
、
う
し
ろ
よ
り
と
り
た
ま

ひ
つ
。

こ
じ
ろ
ひ
給
は
ね
ば
、

※〈・〉街か
・
③

 
 
 
 
 
 
ロ
 

み
た
ま
へ
、
 
け
さ
う
し
た
る
ふ
み
か
し
と
※
〈
・
〉

り
 

-
き
こ
え
て
「
さ
て
も
な
を
く
し
の
御
さ
ま
や
。
と
し

つ
き
に
そ
へ
て
い
た
ぐ
あ
な
づ
り
た
ま
ふ
よ
。
お
も
は
む

 
 
 
 
ロ
エ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
ヨ

こ
こ
ろ
を
 
は
ち
た
ま
へ
か
し
」
と
・
あ
は
め
ら
れ
て
、

 ※〈と〉術か

       り
       ①

 
 
 
ア

②
（
夕
霧
）
「
、
あ
さ
ま
し
う
。
こ
は
い
か
に
し
給
ふ
ぞ
。
あ
な
、
け
し
か
ら
ず
。
六
条

 
の
ひ
ん
が
し
の
う
へ
の
御
文
な
り
。
今
朝
、
風
お
こ
り
て
悩
ま
し
げ
に
し
給
へ

 
る
を
、
院
の
御
前
に
は
べ
り
て
、
出
で
つ
る
ほ
ど
、
又
も
ま
う
で
ず
な
り
ぬ
れ

 
ば
、
い
と
ほ
し
さ
に
、
『
今
の
ま
 
い
か
に
』
と
き
こ
え
た
り
つ
る
な
り
。

 
フ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
あ
さ
ま
し
く
て
、
「
こ
は
い
か
に
し
た
ま
へ
る
 
わ
ざ
ぞ
。
あ
な

け
し
か
ら
ず
。
六
条
の
ひ
む
が
し
の
う
へ
の
御
ふ
み
な
り
。
け
さ

か
ぜ
お
こ
り
て
な
や
ま
し
げ
に
し
た
ま
へ
る
を
、
院
の
お
ま
へ
に

は
べ
り
つ
る
ほ
ど
に
、
ま
た
も
か
へ
り
ま
い
ら
※
な
り
ぬ
る
い
と

を
し
さ
『
い
ま
の
ほ
ど
 
い
か
．
・
』
と
き
こ
え
つ
る
な
り
。

 
9

 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

④
（
雲
居
雁
ハ
）
-
さ
す
が
に
ふ
と
も
見
で
も
給
へ
り
。
-
「
年
月
に
添
ふ
る
あ
な
づ
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

 
は
し
さ
は
御
心
な
ら
ひ
な
べ
か
め
り
」
と
ば
か
り
、
 
か
く
う
る
は
し
だ
ち

給
へ
る
に
は
“
か
り
て
、
若
や
か
に
を
か
し
き
さ
ま
し
て
の
給
へ
ば
、
（
夕
霧
ハ
）

う
ち
笑
ひ
て
、
「
そ
は
と
も
か
く
も
あ
ら
む
。
（
後
略
）
」

・
④

コ
ロ
じ

一
「
と
し
月
に
そ
ふ
あ
な
づ
り
は
お
ほ
む
こ
・
う
な
ら
ひ
に
こ
そ
」

 
 
，
4

と
て
、
-
ふ
と
も
さ
す
が
に
み
た
ま
は
で
も
た
ま
へ
り
。

（
大
系
4
一
二
〇
～
一
二
一
ぺ
）

※くず〉脱  ・

      ＠

③
見
給
へ
よ
、
 
け
さ
う
び
た
る
文
の
さ
ま
か
。
さ
て
も
、
な
を
く
し
の
御
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

 
ま
や
。
年
月
に
添
へ
て
、
い
た
う
あ
な
づ
り
給
ふ
こ
そ
う
れ
た
け
れ
。
思
は

 
 
 
 
 
 
 
ユ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
む
所
を
む
げ
に
、
恥
ぢ
給
は
ぬ
よ
し
と
一
う
ち
う
め
き
て
、
惜
し
み
顔
に
も
ひ

【
参
考
】
 
竹
 
河
（
一
）
〈
一
部
分
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤
夕
つ
け
て
、
四
位
の
侍
従
薫
）
ま
み
り
 
給
へ
り
。
そ
こ
ら
大
人
し
き
若
き
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
だ
ち
も
あ
ま
た
さ
ま
ぐ
に
い
つ
れ
か
は
わ
ろ
び
 
た
り
つ
る
。

・
⑤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
み
の
じ
“
う
も
ま
い
り
 
た
ま
へ
り
。
そ
こ
ら
お
と
な
し
き
わ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
 

き
ん
だ
ち
も
あ
ま
た
さ
ま
ゐ
＼
い
つ
れ
か
わ
う
び
 
た
ま
へ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
（
中
略
）

⑥
お
前
近
き
若
木
の
梅
、
心
も
と
な
く
つ
ぼ
み
て
、
う
ぐ
ひ
す
の
初
声
も
い
と
お

 
ほ
ど
か
な
る
に
、
い
と
す
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
き
さ
ま
の
、
し
給
へ
れ

ば
、
人
々
は
か
な
き
事
を
い
ふ
に
、
事
少
な
に
心
に
く
き
程
な
る
を
ね
た
が
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
、
宰
相
の
君
と
聞
ゆ
る
上
面
の
よ
み
か
け
 
給
ふ
。

 
 
 
折
り
て
見
ば
い
と
“
匂
ひ
も
ま
さ
る
や
と
す
こ
し
色
め
け
梅
の
初
花
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・
⑥

お
ま
へ
ち
か
き
わ
か
ぎ
の
む
め
の
こ
・
う
も
と
な
く
つ
ぼ
み
て
、
う

ぐ
ひ
す
は
つ
ご
ゑ
い
と
お
ほ
ど
か
な
る
、
い
と
す
か
せ
た
て
ま
つ
ら

ま
ほ
し
き
さ
ま
の
し
た
ま
へ
れ
ば
、
中
将
の
き
み
と
き
こ
え
て
上
ら

 
 
 
 
 
 
・
B

う
の
よ
み
か
け
 
き
こ
ゆ
る

 
を
り
て
み
ば
い
と
“
に
ほ
ひ
も
ま
さ
る
や
と
す
こ
し
い
う
め
け
む

 
め
の
は
つ
は
な

（
大
系
4
二
五
七
～
二
五
九
ぺ
）

 
 
 
1

 
夕
霧
巻
の
物
語
本
文
①
の
傍
線
部
1
「
宵
過
ぐ
る
ほ
ど
に
ぞ
」
と
、
傍
線
部
3

「
大
と
な
ぶ
ら
近
う
取
り
よ
せ
て
見
給
ふ
。
」
は
、
「
詞
書
」
に
は
無
い
。
「
詞
書
」

・
①
で
は
「
ひ
る
の
お
ま
し
に
う
ち
ふ
し
た
ま
へ
る
に
、
」
か
ら
、
「
こ
の
御
か
へ

り
も
て
ま
い
れ
る
」
に
直
接
続
い
て
い
る
。

 
こ
の
場
面
は
物
語
本
文
で
は
、
夕
霧
は
、
落
葉
宮
の
返
事
を
待
っ
て
い
た
が
、

宮
の
返
事
は
無
く
、
母
御
息
所
か
ら
の
消
息
が
宵
を
過
ぎ
た
頃
に
夕
霧
の
も
と

に
届
い
た
の
で
、
傍
線
部
3
「
大
と
な
ぶ
ら
（
御
殿
油
）
ち
か
う
取
り
よ
せ
て
見
給

ふ
」
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
傍
線
部
2
の
「
か
く
」
は
、
こ
の
場
面
の
少
し
前
に
、
御

息
所
が
「
目
押
し
し
ぼ
り
て
」
（
病
で
衰
弱
し
切
っ
て
目
が
く
ら
む
の
を
拭
う
よ
う
に
す
る
動
作
）
消
息
を

書
い
た
こ
と
を
受
け
て
い
る
語
で
あ
る
。
「
詞
書
」
は
こ
の
場
面
の
み
を
切
り
放

し
、
昼
間
の
場
面
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
）
。
当
然
、
絵
に
は
「
大
と
な
ぶ
ら
」

は
描
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
絵
に
画
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
詞
書
」
の
｛
で
く

く
っ
た
部
分
で
あ
り
、
女
君
（
雲
居
雁
）
が
消
息
を
奪
い
取
る
直
前
の
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
で
物
語
本
文
で
は
、
傍
線
部
4
「
女
君
」
が
あ
る
が
、
「
詞
書
」
に
無
い
の

は
、
絵
を
見
れ
ば
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
両
者
の
相
違
は
、
物
語
本
文
で
は

女
君
の
「
見
つ
け
」
と
い
う
動
作
に
、
傍
線
部
6
「
給
（
う
）
ふ
」
と
い
う
尊
敬
語
を

つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
君
の
こ
の
動
作
が
こ
こ
で
一
旦
区
切
れ

る
効
果
を
果
し
て
い
る
。
「
給
ふ
」
の
な
い
「
詞
書
」
は
、
「
み
つ
け
て
は
ひ
よ
り
て
」

ま
で
を
、
区
切
れ
の
な
い
一
続
き
の
動
作
と
し
て
し
ま
い
、
絵
の
説
明
に
過
ぎ
な

い
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
物
語
本
文
の
傍
線
部
5
「
も

の
」
は
、
こ
の
場
面
に
微
妙
な
陰
影
を
施
す
語
と
解
し
た
い
。

 
（
注
）

 
 
石
井
正
己
「
描
か
れ
た
女
房
1
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
方
法
I
」
（
「
国
文
学

 
 
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
1
9
9
9
年
4
月
号
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ
き
、

 
 
 
「
こ
の
部
分
を
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
較
べ
る
と
、
「
宵
過
ぐ
る
ほ
ど
に
ぞ
」

 
 
や
「
御
殿
油
闘
う
取
り
寄
せ
て
み
た
ま
ふ
」
と
い
っ
た
記
述
が
な
い
。
こ
の

 
 
絵
巻
は
時
間
に
関
す
る
叙
述
を
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
も
そ
の

 
 
ケ
ー
ス
に
当
た
る
。
し
と
説
明
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
源
氏
物
語
』
本
文

 
 
と
同
じ
く
「
電
導
ぐ
る
ほ
ど
」
を
描
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で

 
 
あ
る
。
し
か
し
、
夜
中
の
場
面
を
描
い
た
「
横
笛
」
巻
の
絵
に
は
、
「
御
殿
油
」

 
 
が
画
面
の
中
央
よ
り
や
や
右
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
な

 
 
い
「
夕
霧
」
巻
の
場
面
は
、
昼
の
こ
と
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、

 
 
前
掲
の
参
考
文
献
㈲
に
は
、
「
物
語
本
文
の
時
刻
は
「
宵
繋
ぐ
る
ほ
ど
」
で
暗

 
 
い
か
ら
さ
ら
に
読
み
づ
ら
く
、
「
御
殿
油
遵
う
取
り
寄
せ
て
見
た
ま
ふ
」
と

 
 
あ
る
が
、
絵
巻
詞
書
は
そ
れ
ら
を
改
変
欠
脱
し
て
「
昼
の
御
座
」
で
の
こ
と

 
 
と
す
る
。
つ
ま
り
絵
巻
画
面
に
は
燈
火
が
描
か
れ
な
い
訳
で
あ
る
。
」
と
あ

 
 
る
。
宵
に
な
っ
て
も
、
「
昼
の
御
座
」
に
居
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い

 
 
が
、
「
横
笛
」
巻
と
の
相
違
を
重
視
し
て
、
「
昼
間
」
の
場
面
に
改
変
し
た
と
す

（86］



る
説
に
従
い
た
い
。

 
 
 
2

 
1
で
、
物
語
本
文
の
方
に
あ
っ
て
、
「
詞
書
」
に
無
い
語
句
に
つ
い
て
述
べ
た

が
、
こ
こ
で
は
「
詞
書
」
に
あ
っ
て
、
物
語
本
文
に
無
い
語
を
中
心
に
述
べ
る
。
ま

ず
、
「
詞
書
」
・
②
傍
線
部
・
8
「
わ
ざ
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
物
語

本
文
②
に
は
こ
の
語
が
無
い
。
「
わ
ざ
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
東
辻
保
和
氏
が

「
こ
と
」
「
も
の
」
と
対
比
し
て
、
詳
細
に
論
じ
て
い
る
（
注
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ

の
「
わ
ざ
」
は
、
そ
の
用
法
の
2
1
「
見
当
の
つ
か
ぬ
事
態
の
現
出
」
に
相
当
す
る
も

の
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、
夕
霧
が
女
君
に
対
し
て
言
う
会
話
で
あ
っ

て
、
「
わ
ざ
」
を
用
い
な
い
物
語
本
文
の
会
話
よ
り
も
強
い
口
調
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
そ
れ
に
先
行
す
る
「
詞
書
」
・
②
の
傍
線
部
・
7
「
あ
さ
ま
し
く
て
」
、
物

語
本
文
②
の
傍
線
部
「
7
あ
さ
ま
し
う
」
は
、
「
詞
書
」
が
地
の
文
、
物
語
本
文
が
夕

霧
の
会
話
文
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
詞
書
」
は
語
り
手
が
そ
の
ノ
ー
マ
ル

な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
定
位
置
）
か
ら
夕
霧
の
気
持
ち
を
解
説
し
て
い
る
の
に
対
し
、

物
語
本
文
の
会
話
「
あ
さ
ま
し
う
」
は
、
夕
霧
の
慨
嘆
の
口
吻
を
直
叙
す
る
表
現

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
物
語
本
文
③
の
傍
線
部
9
「
け
さ
う
び
」

は
状
態
性
の
動
詞
で
あ
り
、
「
詞
書
」
・
③
の
傍
線
部
・
9
「
け
さ
う
し
」
が
動
作

性
の
動
詞
で
あ
る
こ
と
、
物
語
本
文
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
傍
線
部
1
0
「
う
れ

た
け
れ
」
と
合
わ
せ
る
と
、
物
語
本
文
の
夕
霧
の
会
話
の
方
が
、
感
情
的
で
あ
り
、

か
つ
、
傍
線
部
1
1
「
恥
ぢ
給
は
ぬ
よ
」
と
「
詞
書
」
の
傍
線
部
・
1
1
の
「
は
ち
た
ま

へ
か
し
」
を
対
比
す
る
と
、
打
ち
消
し
表
現
を
用
い
た
物
語
本
文
の
言
い
方
の

方
が
、
迂
遠
的
で
、
陰
湿
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
更
に
、
物
語
本

文
に
は
傍
線
部
1
3
「
う
ち
う
め
き
て
、
惜
し
み
顔
に
ひ
こ
じ
ろ
ひ
給
は
ね
ば
」
と

い
う
語
り
手
に
よ
る
夕
霧
の
動
作
が
描
出
さ
れ
る
。
一
方
、
「
詞
書
」
の
傍
線
部

・
1
3
「
あ
は
め
ら
れ
て
」
は
、
女
君
の
動
作
で
あ
る
。
地
の
文
に
お
い
て
も
、
「
詞

書
」
は
、
物
語
本
文
と
は
対
照
的
に
、
直
戴
的
で
単
純
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
詞
書
」
の
傍
線
部
・
1
2
「
き
こ
え
て
」
は
、
夕
霧
の
会

話
を
一
旦
そ
の
前
で
切
り
、
そ
し
て
次
の
文
句
を
引
き
出
す
と
い
う
少
し
手
の

込
ん
だ
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
夕
霧
の
「
言
ふ
」
動
作
を
、
謙
譲
語

の
み
の
「
き
こ
え
（
て
）
」
と
す
る
の
は
敬
語
の
面
か
ら
し
て
不
適
切
で
あ
る
。

 
（
注
）

 
 
「
源
氏
物
語
の
「
わ
ざ
」
1
「
こ
と
」
「
も
の
」
と
の
関
係
l
L
（
『
源
氏
物
語
の
探

 
 
求
』
第
三
輯
風
間
書
房
1
9
7
7
）

 
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
二
河
巻
に
参
考
に
な
る
例
が
あ
る
。
竹
河
巻
に
は
、

二
つ
の
「
詞
書
」
が
あ
る
が
、
そ
の
（
一
）
の
終
わ
り
の
近
く
に
用
い
ら
れ
る
・
⑥

傍
線
部
・
B
の
「
き
こ
ゆ
る
」
は
、
「
上
ら
う
の
よ
み
か
け
き
こ
ゆ
る
」
と
あ
る
通

り
、
上
滑
女
房
の
動
作
で
あ
り
、
物
語
本
文
の
「
よ
み
か
け
給
ふ
」
の
傍
線
部
B

「
謂
ふ
」
に
よ
る
尊
敬
表
現
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
物
語
本
文
で
は
、
そ

の
上
膓
女
房
は
「
宰
相
の
君
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
詞
書
」
に
は
無
い
傍
線
部
「
人
々

は
か
な
き
事
を
い
ふ
に
～
ね
た
が
り
て
」
と
い
う
女
房
達
の
動
作
と
こ
こ
に
四

位
の
侍
従
と
し
て
登
場
し
て
来
る
「
薫
」
の
様
子
と
が
描
か
れ
て
お
り
、
よ
り
細

密
な
場
面
描
写
と
な
っ
て
い
る
。

 
ち
な
み
に
、
こ
の
部
分
の
「
詞
書
」
の
冒
頭
部
分
に
も
敬
語
の
用
い
方
に
物
語

本
文
と
は
異
な
る
例
が
あ
る
の
で
、
触
れ
て
お
く
。
「
詞
書
」
・
⑤
「
わ
ろ
び
た
ま

へ
る
」
の
傍
線
部
・
A
「
た
ま
へ
」
は
、
物
語
本
文
⑤
で
は
、
「
わ
ろ
び
た
り
つ
る
」

の
傍
線
部
A
「
た
り
」
で
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
物
語
本
文

『
源
氏
物
語
絵
巻
』
詞
書
の
用
語
と
表
現
 
1
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
の
対
比
に
よ
る
国
語
学
的
考
察
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で
「
若
き
ん
だ
ち
」
に
尊
敬
語
を
用
い
な
い
の
は
、
「
四
位
の
侍
従
（
薫
）
」
に
同
じ

箇
所
⑤
の
傍
線
部
a
「
給
へ
り
」
と
「
給
ふ
」
を
用
い
た
の
と
対
照
的
な
関
係
で
捉

え
ら
れ
る
と
思
う
。
（
「
詞
書
」
の
対
応
箇
所
も
同
じ
）
。
即
ち
、
薫
は
他
の
「
わ
か

き
ん
だ
ち
」
と
は
違
う
一
段
上
の
貴
公
子
と
し
て
こ
の
場
面
に
登
場
し
て
来
る

の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
『
校
異
源
氏
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
別
本
の
大
島
本
・
国

冬
本
で
は
、
青
表
紙
本
・
河
内
本
の
「
た
り
つ
る
」
が
、
「
た
ま
へ
る
」
と
な
っ
て
お

り
、
「
詞
書
」
と
一
致
す
る
。
絵
巻
の
「
詞
書
」
が
『
源
氏
物
語
』
の
諸
本
の
何
に
よ
っ

た
の
か
、
と
い
う
別
種
の
問
題
も
も
と
よ
り
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
。

 
こ
こ
で
は
、
夕
霧
巻
・
③
の
「
詞
書
」
に
の
み
用
い
ら
れ
る
傍
線
部
・
1
2
の

「
き
こ
え
て
」
の
不
適
切
な
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
「
き
こ
ゆ
」
が
『
源
氏

物
語
』
の
成
立
し
た
頃
に
は
謙
譲
語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
『
源
氏
物
語
絵
巻
』

の
成
立
し
た
と
さ
れ
る
＝
一
世
紀
の
前
半
の
日
常
的
用
語
で
は
、
謙
譲
語
と
し

て
は
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
敬
語
の
研
究
者
に
よ

れ
ば
、
謙
譲
語
と
し
て
の
「
き
こ
ゆ
」
の
終
焉
は
、
一
一
一
〇
年
か
ら
一
一
六
〇
年

の
問
頃
で
あ
ろ
う
と
、
推
測
さ
れ
て
い
る
（
注
）
。
絵
巻
の
「
詞
書
」
の
執
筆
者
は
、

夕
霧
の
・
1
2
、
竹
河
の
・
B
の
よ
う
な
「
き
こ
ゆ
」
を
、
「
詞
書
」
に
あ
る
種
の
古

風
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
一
そ
の
よ
う
な
語
と
し
て
用
い
た
の
で
は
な
い
か

と
、
考
え
た
い
。

 
（
注
）

 
 
田
村
忠
士
「
思
量
に
お
け
る
「
聞
こ
ゆ
」
の
用
法
に
つ
い
て
L
（
山
口
県
立
安

 
 
下
庄
高
校
研
究
学
報
〈
1
9
7
5
＞
）

 
 
櫻
井
光
昭
『
敬
語
論
集
-
古
代
と
現
代
一
』
（
明
治
書
院
1
9
8
3
）
の

 
 
第
四
章
『
撰
集
抄
』
の
敬
語

 
 
泉
 
基
博
『
十
訓
抄
の
敬
語
表
現
に
つ
い
て
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
1
9

9
8
）
の
第
三
章
謙
譲
表
現
に
つ
い
て

 
 
 
3

 
夕
霧
の
「
詞
書
」
の
・
④
部
分
に
戻
っ
て
述
べ
る
。
こ
の
部
分
の
傍
線
部

・
1
5
は
、
女
君
（
雲
居
雁
）
の
会
話
で
あ
り
、
物
語
本
文
の
傍
線
部
1
5
と
は
小
異

が
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
注
意
を
引
く
の
は
、
こ
の
会
話
部
が
「
詞
書
」
で
は
傍
線

部
・
1
4
よ
り
先
に
来
る
の
に
対
し
、
物
語
本
文
で
は
傍
線
部
1
4
の
後
に
来
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
、
「
詞
書
」
と
物
語
本
文
の
相
違
を
端
的
に
表
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
詞
書
」
で
は
・
1
5
の
会
話
を
発
し
た
後
、
そ
う
は
言
っ
て
み
た

も
の
の
、
夕
霧
の
厳
し
い
口
吻
に
た
じ
く
と
し
て
消
息
を
見
な
い
で
い
る
雲

居
雁
の
動
作
・
1
4
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
物
語
本
文
は
、
消
息
を
見

な
い
で
い
る
動
作
の
後
に
雲
居
雁
の
会
話
が
あ
っ
て
、
そ
の
会
話
の
コ
メ
ン
ト

が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
、
傍
線
部
1
6
「
か
く
う
る
は
し
だ

ち
給
へ
る
に
～
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
分
で
は
夕
霧
の
泰
然
と
し
て
慌
て
な
い
様

子
に
、
一
度
は
嫉
妬
の
鬼
に
な
っ
た
雲
居
雁
は
、
か
わ
い
い
女
に
戻
っ
て
し
ま

い
、
そ
れ
を
見
た
夕
霧
は
「
う
ち
笑
ひ
」
な
が
ら
、
妻
を
な
だ
め
る
言
葉
を
述
べ
て

行
く
の
で
あ
る
。
物
語
本
文
は
常
に
次
な
る
場
面
を
予
想
（
予
告
）
し
て
作
ら
れ

て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
夕
霧
巻
の
「
詞
書
」
の
終
わ
り
は
、
物
語
本
文
の
語

句
の
順
序
を
意
図
的
に
入
れ
替
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
場
面
（
画
面
）
の

話
の
ま
と
め
を
つ
け
、
完
結
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
二
 
橋
姫
巻
の
詞
書
と
物
語
本
文

①
あ
な
た
に
通
ふ
べ
か
め
る
透
垣
 
の
戸
を
、
す
こ
し
押
し
あ
け
て
（
薫
ガ
）
見
給

［88）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

へ
ば
、
月
、
を
か
し
き
ほ
ど
に
霧
り
わ
た
れ
る
を
な
が
め
て
、
簾
を
 
み
じ
か

く
巻
き
上
げ
て
、
人
々
居
た
り
。
賓
の
子
に
、
い
と
急
げ
に
、
身
細
く
な
え
ば
め

る
童
ひ
と
り
、
お
な
じ
さ
ま
な
る
大
人
な
ど
居
た
り
。
う
ち
な
る
人
ひ
と
り

は
、
柱
に
す
こ
し
ゐ
隠
れ
て
、
琵
琶
を
前
に
お
き
て
、
擬
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し

つ
・
み
た
る
に
、
雲
隠
れ
た
り
つ
る
月
の
、
に
は
か
に
、
い
と
明
か
く
さ
し
出

で
た
れ
ば
、
（
中
君
）
「
扇
な
ら
で
、
こ
れ
し
て
も
月
は
招
き
つ
べ
か
り
け
り
」
と

 
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る

て
、
さ
し
の
ぞ
き
 
た
る
顔
、
い
み
じ
く
 
ら
う
た
げ
に
に
ほ
ひ
や
か
な
る
べ

》

あ
な
た
に
か
よ
ふ
べ
か
め
る
す
い
が
い
を
、
す
こ
し
を
し
あ
け
て
み

た
ま
へ
ば
、
つ
き
の
、
を
か
し
き
ほ
ど
に
き
り
わ
た
れ
る
を
な
が
め

 
 
 
 
 
 

て
、
す
だ
れ
 
す
こ
し
ま
き
あ
げ
て
、
人
“
み
た
り
。
す
の
こ
に
、
な

え
ば
み
た
る
わ
ら
は
、
お
な
じ
さ
ま
な
る
お
と
な
み
た
り
。
う
へ
な
る

ひ
と
、
一
人
は
し
ら
に
す
こ
し
み
か
く
れ
て
、
び
は
を
ま
へ
に
お
き

て
、
ば
ち
を
て
ま
さ
ぐ
り
に
し
て
は
、
か
く
れ
た
り
つ
る
づ
き
の
、
に

は
か
に
い
と
あ
か
く
さ
し
い
で
た
れ
ば
、
「
あ
ふ
ぎ
な
ら
で
、
こ
れ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

て
も
つ
き
は
ま
ね
き
つ
べ
か
り
け
り
」
と
て
、
さ
し
の
ぞ
き
 
た
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

へ
る
か
ほ
っ
き
、
い
み
じ
う
 
う
つ
く
し
げ
な
り
。

 
一
b

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひ
た
ま
へ
る
お
ほ
む
こ
・
う
か
な
し
と
う
ち
わ
ら
ひ
 
た
ま
へ
る
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
ノ

い
ま
す
こ
し
お
も
り
か
に
あ
い
行
づ
き
 
た
ま
へ
り
・
・

Φ

①
そ
ひ
臥
し
 
た
る
人
は
、
琴
の
上
に
、
か
た
ぶ
き
か
・
り
て
、
（
大
君
）
「
入
る
日
を

 
返
す
撲
こ
そ
あ
り
け
れ
。
さ
ま
異
に
も
、
思
ひ
お
よ
び
給
ふ
御
心
か
な
」
と
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
う
ち
笑
ひ
 
た
る
 
け
は
ひ
、
い
ま
す
こ
し
重
り
か
に
よ
し
づ
き
 
た
り
。

 
 
 
 
ら

そ
ひ
ふ
し
 
た
ま
へ
る
ひ
と
は
、
こ
と
の
う
へ
に
か
た
ぶ
き
か
・
り

て
、
「
い
る
ひ
を
か
へ
す
ば
ち
こ
そ
あ
り
け
れ
、
さ
ま
こ
と
に
も
か
よ

（
中
君
）
「
お
よ
ば
ず
と
も
、
こ
れ
も
月
に
離
る
・
物
か
ば
」
な
ど
、
は
か
な
き
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
、
う
ち
解
け
 
の
給
ひ
か
は
し
た
る
け
は
ひ
ど
も
、
さ
ら
に
、
よ
そ
に
 
思
ひ

や
り
し
に
は
似
ず
、
い
と
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
う
を
か
し
。
「
昔
物
語
な
ど
に
か

た
り
伝
へ
て
、
若
き
女
房
な
ど
の
よ
む
を
も
聞
く
に
、
か
な
ら
ず
、
か
や
う
の
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
を
言
ひ
た
る
、
さ
し
も
あ
ら
ざ
り
け
む
」
と
、
に
く
・
推
し
量
ら
る
・
を
、

「
げ
に
ハ
あ
は
れ
な
る
、
物
の
隈
あ
り
ぬ
べ
き
世
な
り
け
り
」
と
、
心
移
り
ぬ
べ

し
。
霧
の
深
け
れ
ば
、
さ
や
か
に
見
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
「
又
、
月
さ
し
出
で
な
む
」

 
ね

と
、
お
ぼ
す
程
に
、
奥
の
か
た
よ
り
、
（
女
房
）
「
人
、
お
は
す
」
と
、
つ
げ
聞
ゆ
る
人
や

あ
ら
む
、
簾
お
ろ
し
て
、
み
な
入
り
ぬ
。
（
大
系
4
三
一
四
～
三
一
五
ぺ
）

・
②

 
橋
姫
巻
の
物
語
本
文
①
の
傍
線
部
-
「
の
戸
」
は
、
「
詞
書
」
に
は
無
い
。
脱
落
で

あ
ろ
う
。
2
「
み
じ
か
く
」
は
、
「
詞
書
」
に
・
2
「
す
こ
し
」
と
あ
る
。
簾
を
「
み
じ

か
く
」
巻
き
上
げ
る
と
い
う
例
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
こ
の
一
例
で
、
注
釈
書
は

〈
少
シ
〉
と
訳
す
も
の
と
く
高
ク
〉
と
訳
す
も
の
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ

は
、
青
表
紙
本
・
河
内
本
に
は
異
同
は
無
く
、
別
本
の
横
山
家
本
・
保
坂
本
に

「
す
こ
し
」
と
あ
る
。
こ
の
例
の
「
み
じ
か
く
」
は
、
後
世
の
「
ひ
く
く
（
低
く
）
」
「
ひ

き
く
（
低
く
）
」
の
意
を
表
す
用
法
と
認
め
ら
れ
る
（
注
-
）
。
「
詞
書
」
の
「
す
こ
し
」
は

別
本
に
よ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
確
定
で
き
な
い
が
、
当
時
の
言
葉
と
し
て
理

解
し
や
す
い
「
す
こ
し
」
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
文
3
「
（
さ
し
の
ぞ
き
）
た

る
」
は
、
無
敬
語
で
あ
る
が
、
「
詞
書
」
で
は
・
3
「
（
さ
し
の
ぞ
き
）
た
ま
へ
る
」
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
次
の
本
文
4
「
ら
う
た
げ
に
に
ほ
ひ
や
か
な
る
べ
し
」
と

い
う
推
量
の
表
現
と
「
詞
書
」
・
4
「
う
つ
く
し
げ
な
ゆ
」
と
い
う
情
況
描
写
の

『
源
氏
物
語
絵
巻
』
詞
書
の
用
語
と
表
現
 
1
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
の
対
比
に
よ
る
国
語
学
的
考
察
一

（89）



相
違
と
に
関
連
し
て
い
る
。
3
・
4
の
表
現
は
、
薫
の
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ

る
。 

こ
の
場
面
は
、
八
軒
の
と
こ
ろ
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
薫
が
、
そ
の
留
守
に
八

宮
邸
を
訪
れ
、
二
人
の
姫
君
を
垣
間
見
す
る
の
で
あ
る
が
、
薫
に
と
っ
て
は
じ
め

の
う
ち
は
、
「
さ
し
の
ぞ
き
た
る
顔
」
が
姫
君
の
一
人
の
も
の
で
あ
る
か
が
定
か

で
な
い
。
そ
れ
が
、
無
敬
語
表
現
を
採
り
、
「
べ
し
」
で
終
わ
る
推
量
表
現
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
詞
書
」
・
3
・
・
4
の
表
現
で
は
、
董
…
の
視
点
は
無
視
さ

れ
絵
の
単
な
る
説
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
薫
が
画
面
の
右
側
に
描
か
れ

て
い
る
が
、
「
詞
書
」
の
表
現
か
ら
は
「
視
点
人
物
」
（
注
2
）
に
な
っ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

 
物
語
本
文
②
の
5
「
（
そ
ひ
臥
し
）
た
る
」
、
6
「
（
う
ち
笑
ひ
）
た
る
」
、
7
「
（
よ
し

づ
き
）
た
り
」
も
無
敬
語
表
現
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
一
方
「
詞
書
」
の
，
②
，
5

「
（
そ
ひ
ふ
し
）
た
ま
へ
る
」
、
・
6
「
（
う
ち
わ
ら
ひ
）
た
ま
へ
る
」
、
・
7
「
（
あ
い

行
づ
き
）
た
ま
へ
り
」
は
、
対
照
的
に
敬
語
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
詞
書
」
は
、

・
7
の
箇
所
で
終
わ
る
が
、
物
語
本
文
の
続
き
を
見
て
行
く
。

 
8
「
（
う
ち
解
け
）
の
給
ひ
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
物
語
本
文
は
、
姫
君
達
に
敬
語

を
付
け
る
。
こ
こ
は
、
ま
だ
董
…
の
視
点
表
現
が
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
薫
が
、
姫

君
達
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
行
部
分
の
大

君
の
詞
「
思
ひ
お
よ
び
給
ふ
御
心
か
な
」
と
い
う
貴
族
の
姫
君
に
ふ
さ
わ
し
い
言

葉
遣
い
に
よ
る
薫
の
気
づ
き
を
示
し
て
い
る
。
9
「
思
ひ
や
り
（
し
に
は
）
」
、
1
0

「
推
し
量
ら
る
・
」
、
1
1
「
心
移
り
（
ぬ
べ
し
）
」
と
無
敬
語
表
現
が
続
き
、
薫
の
視
点

か
ら
の
描
写
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
1
2
「
お
ぼ
す
（
程
に
）
」
で
、
語
り
手
は
薫

か
ら
離
れ
、
そ
の
定
位
置
に
戻
っ
て
い
・
る
。

 
こ
の
部
分
の
物
語
本
文
は
、
最
初
の
方
で
は
、
薫
の
視
点
か
ら
二
人
の
姫
君
に

敬
語
を
付
け
ず
、
薫
が
、
姫
君
だ
と
分
か
っ
た
時
点
で
、
姫
君
に
敬
語
を
つ
け
、
薫

の
動
作
を
無
敬
語
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薫
の
視
点
が
連
続
し
て
い
る
こ
と

を
読
者
に
発
信
し
、
場
面
の
終
わ
り
で
語
り
手
の
定
位
置
に
戻
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
語
り
に
一
段
落
を
つ
け
る
と
い
う
手
法
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
（
注
）

 
 
1
、
・
北
原
保
雄
「
形
容
詞
「
ヒ
キ
シ
」
孜
-
形
容
動
詞
「
ヒ
キ
ナ
リ
」
の
確
認

 
 
 
l
L
（
「
国
語
国
文
」
第
三
七
巻
第
五
号
〈
！
9
6
8
＞
）

 
 
2
、
〈
参
考
文
献
〉
↑
ゆ
で
は
、
画
面
の
右
側
に
描
か
れ
て
垣
間
見
す
る
人

 
 
 
物
を
「
視
点
人
物
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
橋
姫
巻
で
の
説
明
は
「
鑑
賞
者

 
 
 
は
、
あ
た
か
も
垣
間
見
し
て
い
る
薫
の
眼
に
な
っ
て
こ
の
情
景
を
眺
め

 
 
 
て
い
る
錯
覚
に
陥
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
薫
は
客
体
と
し
て
描
写
さ
れ

 
 
 
て
お
り
、
こ
こ
で
も
同
化
的
描
写
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
観
（
察
）
者
の
眼
 
 
0
〕

 
 
 
は
、
薫
の
ま
な
ざ
し
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
物
 
 
ゆ

 
 
 
語
本
文
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
こ
う
も
言
え
そ
う
だ
が
、
「
詞
書
」
の
表
現
ど

 
 
 
は
乖
離
し
光
説
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
 
宿
木
巻
の
詞
書
と
物
語
本
文
 
（
「
詞
書
」
の
宿
木
（
三
）
の
部
分
）

（
匂
宮
ハ
）
な
つ
か
し
き
程
の
御
衣
ど
も
に
、
直
衣
ば
か
り
着
給
ひ
て
、
琵
琶
を
弾

き
ゐ
給
へ
り
。
黄
鐘
調
の
掻
き
合
は
せ
を
、
い
と
あ
は
れ
に
弾
き
な
し
給
へ
ば
、

女
君
（
中
身
）
も
、
※
心
に
入
り
 
給
へ
る
事
に
て
、
物
怨
じ
も
え
し
果
て
給
は
ず
、
小

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

さ
き
御
几
帳
の
つ
ま
よ
り
、
脇
息
に
寄
り
か
・
り
、
 
ほ
の
か
に
さ
し
出
で
給
へ

る
、
い
と
見
ま
ほ
し
く
ら
う
た
げ
な
り
。

 
 
（
中
君
）
「
秋
は
つ
る
野
辺
の
気
色
も
啓
す
・
き
ほ
の
め
く
風
に
つ
け
て
こ
そ

 
 
知
れ



我
が
身
ひ
と
つ
の
し
と
て
、
な
み
だ
ぐ
ま
る
・
が
、
さ
す
が
に
恥
つ
か
し
け
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
り

扇
を
紛
ら
は
し
て
お
は
す
る
を
、
心
の
う
ち
の
、
ら
う
た
く
 
推
し
量
ら
る
れ

ど
、
（
匂
宮
心
中
）
「
か
・
る
に
こ
そ
人
（
薫
）
も
え
思
ひ
放
た
ざ
ら
め
」
と
う
た
が
は
し
き

 
 
 
 
 
 
 
 

が
、
た
ぐ
な
ら
で
、
恨
め
し
き
な
め
り
。

心
に
い
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

つ
ま
よ
り
、
け
う
そ
く
に
よ
り
か
か
り
て
、

た
る
こ
と
に
て
、
え
ゑ
じ
は
て
ず
、
ち
か
き
み
き
丁
の

 
 
 
 
 
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
や
み
た
る
さ
ま
し

て
さ
し
い
で
た
ま
へ
る
、
い
と
み
ま
ほ
し
く
ら
う
た
げ
な
り
。

「
あ
き
は
つ
る
の
べ
の
け
し
き
も
し
の
す
・
き
ほ
の
め
く
か
ぜ
に
つ

は
な
れ
ざ
ら
め
と
う
た
が
は
し
き
か
た
み
＼
お
ぼ
え
て

た
ま
ふ
な
め
り
。

け
て
こ
そ
み
れ

 
わ
が
み
ひ
と
つ
の
し
と
て
な
み
だ
ぐ
ま
る
・
が
、
さ
す
が
に
は
っ
か

し
け
れ
ば
、
あ
ふ
ぎ
を
ま
ぎ
ら
は
し
て
お
は
す
る
こ
・
ろ
の
う
ち
も
、

 
 
 
 
ヨ

ら
う
た
く
 
お
ぼ
し
や
ら
る
れ
ど
、
か
・
る
に
こ
そ
ひ
と
も
お
も
ひ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ら
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
大
系
5
一
〇
三
～
一
〇
四
ぺ
）

 
「
詞
書
」
は
、
物
語
本
文
の
女
君
（
中
子
）
の
※
「
心
」
の
部
分
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

物
語
本
文
は
こ
の
箇
所
傍
線
部
1
「
ぐ
心
に
入
り
）
給
へ
る
」
と
敬
語
を
つ
け
る

が
、
「
詞
書
」
は
傍
線
部
・
1
「
心
に
い
り
た
る
」
と
無
敬
語
で
あ
る
。
こ
こ
は
人
物

視
点
表
現
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
く
、
「
詞
書
」
は
敬
語
を
脱
落
し
て
い
る
。
傍
線
部

2
「
ほ
の
か
に
」
が
「
詞
書
」
で
は
傍
線
部
・
2
「
な
や
み
た
る
さ
ま
に
て
」
と
あ
っ

て
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
「
詞
書
」
の
こ
の
説
明
は
身
重
で
苦
し
げ
で
あ
る
こ

と
を
言
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
様
子
は
絵
で
は
描
き
出
せ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
物
語
本
文
の
方
は
、
前
か
ら
の
続
き
で
読
者
に
ば
分
か
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
の
で
「
ほ
の
か
に
」
と
い
う
動
作
を
修
飾
し
補
う
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ

る
。

 
傍
線
部
3
「
推
し
量
ら
る
れ
（
ど
）
」
、
4
「
恨
め
し
き
（
な
め
り
）
」
は
、
三
宮
の
視

点
表
現
で
あ
り
、
無
敬
語
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
「
詞
書
」
の
方
は
傍
線
部
・
3

「
お
ぼ
し
や
ら
る
れ
（
ど
）
」
、
・
4
「
う
ら
み
た
ま
ふ
（
な
め
り
）
」
と
敬
語
を
付
し

て
い
る
。
こ
の
部
分
の
絵
に
は
視
点
人
物
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
橋
姫
巻
の
よ
う

な
問
題
点
は
無
い
が
、
上
述
の
如
く
、
「
詞
書
」
は
、
あ
く
ま
で
絵
の
説
明
と
補
足

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

 
 
終
わ
り
に
 
一
「
詞
書
」
は
説
明
し
、
物
語
本
文
は
描
写
す
る
1

 
聖
者
は
、
以
前
に
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
柏
木
（
二
）
・
（
三
）
の
「
詞
書
」
と
を

対
比
し
て
、
そ
の
相
違
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
注
〉
。
そ
の
拙
論
で
は
、
『
う
つ

ほ
物
語
』
の
絵
解
の
用
語
と
表
現
の
特
性
と
、
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
詞
書
の

そ
れ
を
一
応
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
も
の
と
仮
定
し
て
論
じ
、
ま
た
論
文
の

テ
ー
マ
自
体
が
大
き
す
ぎ
た
た
め
に
、
明
確
な
結
論
を
導
く
こ
と
に
成
功
し
な

か
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
稿
で
も
繰
り
返
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
柏
木
（
二
）
」
の

部
分
に
対
応
す
る
『
源
氏
物
語
』
本
文
で
、
柏
木
．
が
夕
霧
に
向
か
っ
て
嘆
き
訴

え
る
会
話
の
中
に
用
い
ら
れ
た
自
己
卑
下
の
「
給
ふ
（
下
二
段
）
」
四
例
が
、
詞
書
の
方

で
は
、
こ
と
ご
と
く
「
侍
り
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
②
こ
れ
は
、
「
詞

書
」
が
書
か
れ
た
時
期
に
「
給
ふ
（
下
二
段
）
」
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
た
た
め
で

あ
ろ
う
と
、
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
「
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と

は
、
謙
譲
語
の
一
種
と
し
て
は
、
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
実

際
、
現
存
す
る
「
詞
書
」
に
は
、
「
竹
河
（
二
）
」
に
三
例
あ
っ
て
、
こ
の
方
は
、
本
文
を

そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
「
柏
木
断
簡
（
二
）
」
の
「
給
ふ

『
源
氏
物
語
絵
巻
』
詞
書
の
用
語
と
表
現
 
一
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
の
対
比
に
よ
る
国
語
学
的
考
察
1

'

（91）



（
下
二
段
v
L
は
、
本
文
に
は
「
侍
り
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
の
本
文
は
、
青
表
紙

本
・
河
内
本
に
は
異
同
が
な
く
、
別
本
の
国
冬
本
に
「
侍
り
」
と
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
「
夕
霧
」
の
項
で
付
記
し
た
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
多
少
の
補
い
を
す
れ
ば
、
本
稿
の
「
橋
姫
」
「
宿
木

（
三
）
」
の
項
で
採
り
上
げ
た
よ
う
な
人
物
視
点
か
ら
す
る
と
こ
ろ
の
無
敬
語
表

現
の
よ
う
な
も
の
も
含
め
、
敬
語
こ
と
に
自
己
卑
下
を
含
め
た
謙
譲
語
の
特
性

の
考
察
は
、
平
安
時
代
の
物
語
の
表
現
の
究
明
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
尽
く

さ
れ
て
来
て
い
る
よ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
な
お
か
つ
登
場
人
物
の
心
中
を
描
き

上
げ
て
い
く
物
語
用
語
と
し
て
見
過
ご
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
絵
巻
「
詞

書
」
の
検
討
を
通
し
て
実
感
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
（
注
）

 
 
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
本
文
と
『
源
氏
物
語
』
本
文
-
絵
解
と
絵
巻
詞
書
と
の

 
 
対
比
を
通
し
て
l
」
（
「
山
口
国
文
」
第
二
一
号
1
9
9
8
）

（92）


