
光
源
氏
の
須
磨
退
居
に
つ
い
て

須
磨
の
巻
の
叙
法
の
浮
情
性
と
そ
の
問
題
点

武

原

弘

 
 
 
 
 
 
 
隔

 
光
源
氏
の
須
磨
退
居
の
原
因
が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
古
来
い
ろ
い
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註
1
）

う
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
特
に
多
屋
頼
俊
氏
の
一
連
の
論
，
文
が
あ
り
、
そ
れ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
）

対
す
る
批
判
を
含
め
て
緻
密
な
考
証
を
さ
れ
た
阿
部
秋
生
氏
の
研
究
に
よ
っ

て
、
問
題
の
焦
点
は
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
他
に
む
し
ゃ
こ
う
じ
・

み
の
る
氏
、
清
水
好
子
氏
、
中
村
良
作
氏
ら
に
よ
っ
て
注
目
す
べ
き
独
自
の
視

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
3
）

点
か
ら
の
考
察
が
加
え
ら
れ
た
て
と
も
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
は
極
め
て
示
唆
深

い
研
究
が
た
く
さ
ん
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
光
源
氏
の
須
磨
行
き
が
自
発
的
起
居
で
あ
っ
た
の
か
配
流
で
あ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
源
氏
は
そ
の
時
除
名
処
分
を
受
け
て
い
た
の
か
ど
う

か
、
な
ど
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
解
決
が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ

の
テ
ー
マ
に
関
す
る
研
究
で
は
当
面
の
課
題
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
従
来
の
諸

説
を
大
局
的
に
み
る
と
、
退
出
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
に
お
い
て
、
一

応
の
了
解
点
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
る
で
あ
る
。
例
え
ば
、
 
「

 
 
 
 
 
 
（
註
4
）

源
氏
物
語
必
携
」
に
は
「
朧
月
夜
と
の
密
通
を
そ
の
現
わ
れ
と
し
て
、
謀
叛
の

意
あ
り
と
弾
劾
さ
れ
、
春
宮
に
累
の
及
ぶ
の
を
お
そ
れ
た
源
氏
が
み
ず
か
ら
須

磨
へ
身
を
退
い
た
、
お
り
が
お
り
だ
け
に
、
人
々
は
流
罪
同
様
に
み
た
」
と
述

べ
、
こ
れ
を
コ
応
妥
当
な
見
解
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
か
っ
て
多

屋
氏
が
「
源
氏
が
須
磨
え
引
退
せ
ら
れ
た
の
わ
決
し
て
婦
人
問
題
の
た
め
で
わ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
弘
徽
殿
の
大
后
等
が
、
源
氏
に
わ
皇
位
お
左
右
し
よ
う
と

す
る
野
心
が
あ
る
、
と
ゆ
う
理
由
で
、
先
ず
源
氏
お
流
罪
に
し
、
次
に
春
宮
お

廃
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
源
氏
わ
先
手
を
打
っ
て
、
流
罪
の
事
が
決
し
な
い
先

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
5
）

に
引
退
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
基
本
的
に
は
同
じ
立

場
に
立
っ
て
お
り
、
現
今
に
お
い
て
こ
れ
を
定
説
と
は
し
難
く
な
お
多
く
の
異

説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
な
り
一
般
的
な
見
解
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
場
合
、
光
源
百
々
居
の
原
因
は
あ
く
ま
で
も
政
治
的
の

問
題
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
し
ば
し
ば
論
点
に
な
る
朧
月
夜
尚
侍
事
件

や
藤
壼
事
件
ま
で
も
が
、
そ
の
政
治
的
問
題
の
中
に
包
摂
さ
れ
た
も
の
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
事
件
の
も
つ
倫
理
上
の
問
題
性
を
退
去
の
原
因
と
結

び
つ
け
る
立
場
は
背
後
に
押
し
や
ら
れ
し
ま
っ
て
い
る
。

 
光
源
氏
退
京
の
い
わ
ゆ
る
政
治
的
原
因
説
は
、
本
文
に
即
し
て
検
討
し
て
み

て
極
め
て
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
。
作
者
は
、
早
く
か
ら
須
磨
の
巻
に
お
け
る
源

氏
隠
居
の
事
件
を
構
想
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
花
塗
の
巻
か
ら
そ
れ
を

作
晶
内
部
に
伏
線
化
し
、
特
に
き
わ
だ
っ
て
そ
れ
が
顕
著
に
な
る
の
は
題
画
の

巻
か
ら
で
あ
る
。

 
桐
壼
院
の
崩
御
を
機
と
し
て
、
左
大
臣
方
の
政
治
権
力
は
急
速
に
失
墜
し
始

め
、
右
大
臣
や
弘
徽
殿
女
御
方
が
優
位
を
占
め
始
め
て
、
源
氏
の
身
辺
に
は
不

（39）

、
光
源
氏
の
須
磨
退
居
に
つ
い
て



都
合
な
事
ば
か
り
重
な
る
よ
う
に
な
る
。
弘
徽
殿
方
か
ら
は
「
白
虹
日
を
貫
け

り
。
太
子
曜
ぢ
た
り
」
と
邪
推
さ
れ
た
り
し
て
源
氏
は
情
勢
の
険
悪
化
を
悟
る

が
、
そ
う
い
う
情
勢
下
で
源
氏
と
右
大
臣
の
娘
朧
月
夜
尚
侍
と
の
秘
密
が
発

覚
し
、
源
氏
失
墜
を
謀
る
弘
徽
殿
女
御
に
と
つ
℃
は
絶
好
の
口
実
が
得
ら
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
が
、
馬
木
の
巻
で
非
常
に
精
確
で
リ
ア
ル
な
視

点
と
描
写
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
須
磨
の
巻
は
こ
れ
を
受
け
て
源
氏

の
退
居
を
描
く
わ
け
で
、
そ
の
原
因
が
右
の
よ
う
な
源
氏
を
と
り
ま
く
現
実
的

政
治
的
情
勢
の
中
に
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
政
治
的
原
因
説
が
そ
れ
な
り
の
貴
重
な
成
果
を
も
た
ら
す
一

方
で
、
同
時
に
新
た
な
問
題
点
も
は
ら
ん
で
き
て
い
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
例
え
ば
、
藤
壷
事
件
や
朧
月
夜
事
件
に
は
政
治
的
問
題
の
追
求
だ
け
で

は
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
残
る
と
か
、
須
磨
の
巻
で
特
に
顕
著
な
感
情
昧
豊
か

な
文
芸
性
浪
漫
性
が
、
右
の
よ
う
な
写
実
的
手
法
に
よ
る
源
氏
退
居
ま
で
の
描

写
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
、
な
ど
の
諸
点
で
あ
る
。
私
は
い

ま
、
後
者
の
問
題
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
の
だ
が
、
素
朴
な
感
想
か
ら
述
べ
て

み
て
も
、
須
磨
の
巻
は
著
し
く
「
あ
は
れ
」
の
情
趣
が
豊
か
で
あ
る
。
こ
の
巻

は
古
来
名
文
の
ほ
ま
れ
高
い
も
の
で
あ
り
、
無
名
草
子
に
「
須
磨
、
哀
れ
に
い

み
じ
き
巻
な
り
。
京
を
出
で
給
ふ
程
の
事
ど
も
、
旅
の
す
ま
ひ
の
程
い
と
哀
れ

に
こ
そ
侍
れ
」
と
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
巻
の
し
み
じ
み
と
し
た
悲
愁
の
情
感
に

つ
い
て
の
研
究
や
鑑
賞
も
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
重
松
信
弘
氏
は
、

「
泣
く
」
と
か
コ
課
」
と
か
「
月
」
と
か
の
用
語
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
巻
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
6
）

お
け
る
豊
か
な
し
か
も
独
特
の
悲
愁
の
情
調
を
分
析
し
、
論
証
さ
れ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
一
方
で
光
源
氏
の
須
磨
退
居
の
事
件
は
非
常
に
写
実
的
現
実
的
な

背
景
を
有
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
原
因
が
政
治
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
の
究

明
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
を
構
想
し
た
作
者
の
意
識
に
は
、
過
去
の
ま
た
は
当
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
7
）

の
史
実
が
モ
デ
ル
と
し
て
在
っ
た
と
の
立
場
か
ら
、
古
来
、
準
拠
の
問
題
と
し

て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
阿
部
氏
の
よ
う
に
「
非
常
に
恩
情
的

な
も
の
の
や
う
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
非
常
に
緊
密
に
現
実
的
な
条
件
を

踏
ま
へ
た
写
実
的
な
描
写
で
あ
る
」
と
か
、
む
し
ゃ
こ
う
じ
氏
の
よ
う
に
「
光

源
氏
の
須
磨
う
つ
り
は
（
申
略
）
当
時
の
読
者
渥
1
1
っ
た
ら
、
そ
の
す
さ
ま
じ
さ

が
ピ
ン
と
く
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
、
写
実
的
な
政
治
情
勢
の
反
映
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
詫
9
）

う
え
に
く
み
た
て
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
か
説
い
て
、
こ
の
巻
の
写
実
性
を
強
調

す
る
人
が
多
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
野
情
的
浪
漫
的
描
写
態
度
と
現
実
的
写
実
的
描
写
態
度
と
は
、

互
に
相
反
す
る
側
面
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
で
、
む
し
ろ
相
互
依
存
的
な
機

能
を
発
．
揮
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
例
え
ば
、
い
ま
問
題
に
し
て

い
る
光
源
氏
の
須
磨
退
居
に
即
し
て
魂
．
 
口
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
事
象
を
形

象
化
す
る
た
め
の
叙
法
が
ど
の
よ
う
に
桜
煮
的
描
写
法
に
な
り
、
な
ぜ
そ
う
つ

う
叙
法
が
川
い
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
、
ま
．
た
は
、
春
宮
の
停
廃
に
も
絡
ん
で
く

る
当
時
の
重
大
な
政
治
問
題
を
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
描
写
で
、
こ
の
よ
う
な
構
想

で
拙
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
検
討
に
値
す
る
重
要
な
問

題
で
あ
る
。
村
井
順
氏
は
、
一
通
り
源
氏
講
居
の
理
由
を
考
察
さ
れ
た
あ
と
、
右

に
述
べ
た
二
側
面
を
指
摘
し
て
「
創
作
態
度
に
お
け
る
情
趣
主
義
と
現
実
主
義

と
の
相
剋
」
と
評
し
、
な
お
か
つ
「
読
者
を
偽
灯
す
る
創
作
態
度
」
と
さ
れ
て

」雛

垂
ｩ
、
と
も
あ
れ
、
光
源
氏
退
居
の
原
因
が
政
治
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る

だ
け
、
そ
れ
を
畳
み
こ
み
包
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た
将
情
的
描
写
手
法
に
つ
い
て

は
、
単
に
手
法
ヒ
の
聞
題
の
み
な
ら
ず
、
須
磨
の
巻
明
石
の
巻
を
含
め
て
の
、

源
氏
物
語
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
考
え
た
い
。

rs 4G ）



 
改
め
て
思
う
に
、
光
源
氏
ほ
ど
の
人
物
が
洛
外
に
退
去
す
る
大
事
件
に
つ
い

て
、
そ
の
原
因
究
明
が
今
日
も
な
お
諸
説
を
生
ん
で
い
る
事
実
を
は
じ
め
、
須

磨
の
巻
に
入
る
と
退
居
の
原
因
が
俄
然
ぼ
や
け
て
き
て
「
必
ず
し
も
明
ら
か
に

 
 
 
 
 
 
（
註
1
1
）

語
ら
れ
て
い
な
い
」
と
か
、
「
表
現
は
間
接
的
で
曖
昧
で
す
か
ら
、
そ
の
語
句
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
2
）

ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
と
り
あ
げ
て
い
く
の
で
は
、
論
議
の
解
決
は
の
ぞ
め
」
な
い

と
か
言
わ
れ
る
こ
と
自
体
が
実
は
大
き
な
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
端
的
に
言

っ
て
、
光
源
氏
の
須
磨
退
居
の
原
因
は
な
ぜ
わ
か
り
に
く
い
の
か
、
と
い
う
問

題
に
な
る
。
そ
の
わ
か
り
に
く
さ
の
由
来
を
追
求
し
て
、
原
因
論
の
根
拠
を
再

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
が
須
磨
の
巻
で
意
図
し
た
主
題
が
何
で
あ
る

か
を
明
ら
か
に
し
、
作
者
は
な
ぜ
須
磨
事
件
を
書
い
た
か
、
そ
の
本
質
を
知
り

た
い
の
で
あ
る
。

 
私
は
、
本
交
に
密
着
し
て
微
視
的
な
立
場
か
ら
須
磨
の
巻
の
叙
法
の
特
質
と

問
題
点
を
考
察
し
て
み
た
い
。

二

 
ま
ず
須
磨
の
巻
の
冒
頭
文
の
解
釈
か
ら
入
ろ
う
。

 
世
の
唱
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
、
は
し
た
な
き
事
の
み
ま
さ
れ
ば
、
せ
め
て
知

 
ら
ず
顔
に
あ
り
経
て
も
、
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
事
も
や
と
思
し
な
り
ぬ
。

こ
れ
は
、
 
一
応
源
氏
の
退
京
の
決
意
及
び
そ
の
理
由
を
表
現
し
た
叙
述
で
あ

る
。
 
「
世
の
旧
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
、
は
し
た
な
き
事
の
み
ま
さ
る
」
と
い
う

の
が
、
概
し
て
面
木
の
巻
の
内
容
1
一
溶
血
殿
女
御
の
光
源
氏
に
対
す
る
政
治

上
の
陰
謀
や
圧
迫
（
既
述
）
1
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
、
物
語
の
筋
の
展
開

か
ら
み
て
ほ
ぼ
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
「
わ
づ
ら
は
し
」
 
「
は
し
た
な
し
」

と
い
よ
う
な
心
情
語
表
現
は
、
事
件
の
経
緯
を
現
わ
す
に
は
不
適
当
で
あ
り
、

光
源
氏
の
須
磨
退
居
に
つ
い
て

意
味
と
し
て
も
非
常
に
抽
象
的
観
念
的
で
あ
る
。
こ
う
い
う
語
に
・
、
甑
っ
て
、
賢

木
の
巻
の
内
容
を
な
し
た
政
治
的
条
件
を
謡
え
た
写
実
の
世
界
が
、
果
し
て
ど

れ
ほ
ど
正
確
に
表
わ
し
得
る
か
。
読
者
は
、
こ
の
冒
頭
の
一
交
で
光
源
氏
の
退

京
の
理
由
を
ど
の
程
度
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

 
さ
ら
に
厳
密
に
み
る
と
、
こ
の
「
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
、
は
し
た
な
き
事
」

が
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
事
柄
を
内
容
と
し
て
い
る
叙
述
か
、
諸
説
と
も
必

ず
し
も
一
致
し
て
は
い
な
い
。
大
別
し
て
次
の
三
つ
の
解
釈
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。（

1
）
葵
の
上
の
父
左
大
臣
と
の
会
話
の
中
に
「
さ
し
て
か
く
官
爵
を
取
ら
れ

ず
、
浅
は
か
な
る
事
に
か
か
づ
ら
ひ
て
だ
に
、
公
の
か
し
こ
ま
り
な
る
人
の
、

現
ぎ
ま
に
て
世
の
中
に
あ
り
経
る
は
、
答
重
き
わ
ぎ
に
他
の
国
に
も
し
侍
る
な

る
を
」
と
あ
り
、
紫
の
上
と
の
会
話
の
巾
に
「
公
に
か
し
こ
ま
り
聞
ゆ
る
人
は
、

明
ら
か
な
る
月
日
の
影
を
だ
に
見
ず
、
安
ら
か
に
身
を
ふ
る
ま
ふ
こ
と
も
、

'い

ﾆ
罪
重
か
な
り
」
と
か
、
源
氏
の
弟
螢
兵
部
卿
宮
・
三
位
中
将
が
訪
れ
た

と
き
「
位
な
き
人
は
と
て
、
'
無
紋
の
直
衣
、
な
か
な
か
い
と
な
つ
か
し
き
を
著

給
ひ
て
う
ち
や
つ
れ
へ
給
る
」
と
も
あ
り
、
須
磨
に
前
言
後
源
氏
の
こ
と
を
歎

き
溶
し
む
人
々
が
多
い
に
つ
け
て
、
各
種
殿
女
御
は
「
公
の
勘
事
な
る
人
は
、

心
に
任
せ
て
こ
の
世
の
あ
ぢ
は
ひ
を
だ
に
知
る
こ
と
乞
う
こ
そ
あ
な
れ
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
考
察
し
て
、
こ
の
「
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
、
は
し
た
な
き
」

と
い
う
部
分
は
、
宮
位
を
剥
奪
さ
れ
た
り
（
異
説
も
あ
る
が
）
、
遠
流
の
噂
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
3
）

立
っ
た
り
し
た
当
時
の
政
情
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
亜
）
こ
の
部
分
は
、
賢
木
の
巻
に
書
か
れ
て
い
る
駈
歩
殿
女
御
の
源
氏
に
対

す
る
い
や
が
ら
せ
一
「
院
の
お
は
し
ま
し
つ
る
世
こ
そ
煽
り
給
ひ
つ
れ
、
后

の
御
心
い
ち
は
や
く
て
、
か
た
が
た
思
し
つ
め
た
る
事
ど
も
の
報
い
せ
む
と
思

（41）



す
べ
か
め
り
。
事
に
触
れ
て
は
し
た
な
き
事
の
み
出
で
来
れ
ば
、
か
か
る
べ
き

事
と
は
思
し
し
か
ど
、
見
知
り
給
は
ぬ
世
の
憂
さ
に
、
立
ち
ま
ふ
べ
く
も
思
さ

れ
ず
。
左
の
大
殿
も
、
す
さ
ま
じ
き
心
地
し
給
ひ
て
、
こ
と
に
内
裏
に
も
参
り

給
は
ず
。
故
姫
君
を
、
引
き
よ
ぎ
て
こ
の
大
将
の
君
に
聞
え
つ
け
給
ひ
し
御
心

を
㌔
后
は
思
し
お
き
て
、
よ
ろ
し
う
も
思
ひ
聞
え
給
は
ず
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、

帝
と
源
氏
が
春
宮
の
こ
と
に
つ
け
て
話
を
交
わ
し
て
退
出
し
よ
う
と
す
る
と
き

弘
徽
殿
女
御
の
兄
藤
大
納
言
の
子
頭
の
弁
に
、
 
「
白
虹
日
を
貫
け
り
。
太
子
曜

ぢ
た
り
」
と
上
せ
ら
れ
た
り
、
朧
月
夜
尚
侍
に
密
通
し
た
こ
と
が
露
見
し
た
折

弘
徽
殿
女
御
は
「
い
と
ど
い
み
じ
う
め
ぎ
ま
し
く
、
こ
の
つ
い
で
に
さ
る
べ
き

こ
と
ど
も
構
へ
出
で
む
に
、
よ
き
便
り
な
り
、
と
思
し
め
ぐ
ら
す
べ
し
」
と
い

う
、
そ
う
い
う
政
情
で
あ
っ
た
一
な
ど
を
指
す
と
考
え
る
。

（
皿
）
桐
壼
院
崩
御
以
来
弘
徽
殿
の
源
氏
に
対
す
る
圧
迫
を
描
い
た
賢
木
の
巻

か
ら
須
磨
の
巻
の
冒
頭
に
入
る
ま
で
の
約
九
か
月
の
閥
（
院
崩
御
後
第
四
年
目

の
除
目
、
司
召
の
時
の
描
写
が
省
か
れ
て
い
る
）
に
起
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
5
）

れ
る
事
情
（
冷
遇
）
を
さ
す
と
考
え
る
。

（
1
）
の
除
名
処
分
も
（
皿
）
に
述
べ
た
事
由
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

こ
れ
は
一
説
に
統
合
で
き
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
須
磨
の
巻
の
冒
頭
の

部
分
で
は
（
1
）
の
内
容
は
読
者
に
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

（
皿
）
と
区
別
し
て
考
え
た
い
。
 
（
皿
）
は
、
 
一
応
穏
当
な
解
釈
に
も
思
え

る
が
、
し
か
し
、
賢
木
の
巻
の
末
尾
の
叙
述
（
前
出
）
や
、
こ
の
冒
頭
交
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

「
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
、
は
し
た
な
き
事
の
み
ま
さ
れ
ば
」
（
傍
点
聾
者
以
下

同
じ
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
賢
木
の
巻
の
内
容
だ
け
か
ら
源
氏
の
退
京
と
い
う

大
事
件
が
起
っ
た
と
考
え
さ
せ
る
に
は
無
理
な
点
も
あ
る
。
 
（
皿
）
 
や
（
皿

）
は
、
い
ず
れ
も
事
情
を
読
者
に
推
測
さ
せ
る
（
ま
た
は
後
に
な
っ
て
か
ら
明

ら
か
に
す
る
が
い
ま
は
漠
然
と
し
か
描
写
し
な
い
）
筆
法
だ
が
、
こ
れ
で
は
源

氏
退
京
の
理
由
 
（
原
因
）
 
は
具
体
的
に
は
少
し
も
解
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

玉
上
琢
弥
氏
は
「
右
大
臣
が
政
．
治
的
優
位
を
占
め
、
そ
れ
と
は
逆
に
左
大
臣
方

が
失
墜
し
て
行
く
様
子
を
見
て
き
た
読
者
、
さ
ら
に
は
朧
月
夜
尚
侍
と
の
一
件

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

が
発
覚
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た
こ
と
を
見
て
来
た
読
者
は
、
す
み
や
か
に
事
の

・
・
・
・
・
…
 
 
 
 
 
 
．
 
（
註
総
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
…

内
容
を
察
知
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
ど
れ
だ
け
具
体
的
に
事
の
内
容
が
わ

か
っ
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
大
い
に
疑
問
が
残
る
。
要
す
る
に
、
光
源
氏
退
京

の
原
因
と
し
て
賢
木
の
巻
の
内
容
そ
れ
自
体
の
み
を
考
え
る
こ
と
は
疑
問
だ

し
、
言
言
の
巻
以
後
須
磨
の
巻
冒
頭
の
部
分
ま
で
の
期
間
に
起
っ
た
こ
と
（
本

文
に
は
省
い
て
あ
る
が
、
源
氏
の
除
名
処
分
が
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
）
を
想
定

す
れ
ば
、
多
屋
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
大
事
が
本
文
に
省
か
れ

る
は
ず
は
な
い
し
、
仮
に
除
名
処
分
で
は
な
く
単
な
る
冷
酷
な
取
扱
い
と
解
す

る
と
し
た
場
合
で
も
、
源
氏
が
退
京
し
て
須
磨
へ
下
向
す
る
理
由
と
し
て
は
、

読
者
に
そ
れ
と
は
っ
き
り
わ
か
る
具
休
的
な
理
由
の
叙
述
が
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
蓋
し
こ
の
冒
頭
の
部
分
で
は
そ
の
理
由
が
明
ら
か
に
読
者
に
わ
か
っ
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
叙
法
に
本
文
は
書
か
れ
て
い
る
。
と
言
う
の
は
、

こ
の
冒
頭
文
に
続
い
て
、

 
か
の
須
磨
は
、
昔
こ
そ
人
の
住
処
な
ど
も
あ
り
け
れ
、
今
は
、
い
と
里
離
れ

 
心
す
ご
く
て
、
海
上
の
家
だ
に
ま
れ
に
な
ど
聞
き
給
へ
ど
…
…
（
以
下
略
）

と
、
早
く
も
行
く
先
の
選
択
の
場
面
で
あ
り
、
続
く
描
写
は
、
紫
の
上
を
は
じ

め
親
し
か
っ
た
人
々
と
の
訣
別
を
惜
し
む
心
情
が
中
心
で
、
 
さ
ら
に
続
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

は
、 

三
月
廿
日
あ
ま
り
の
程
に
な
む
、
都
離
れ
給
ひ
け
る
。
人
に
今
と
し
も
知
ら

 
せ
給
は
ず
、
た
だ
い
と
近
う
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
た
る
か
ぎ
り
、
七
八
人
ば
か
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り
御
供
に
て
、
い
と
か
す
か
に
出
で
立
ち
給
ふ
。

と
あ
っ
て
、
源
氏
は
い
よ
い
よ
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
で
源
氏

の
退
京
の
理
由
が
明
瞭
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
叙
法
は
著
し
く
飛
躍
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
る
ま
・
い
。

 
要
す
る
に
冒
頭
の
部
分
で
作
者
は
光
源
氏
退
京
の
理
由
を
一
応
は
叙
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
が
、
具
体
的
な
内
容
は
少
し
も
語
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
右
に
引
い
た
源
氏
の
出
発
の
場
面
の
描
写
は
、
伊
勢
物
語
東
下
り
の

 
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
と
て
行
き
け
り
。
も

 
と
よ
り
友
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
い
き
け
り
。

の
描
写
に
非
常
に
似
た
趣
き
で
あ
り
、
先
に
須
磨
の
名
を
あ
げ
て
「
昔
こ
そ
人

の
住
処
な
ど
も
あ
り
け
れ
」
と
あ
っ
て
、
在
原
行
平
の
故
事
を
連
想
さ
せ
る
と

こ
ろ
と
相
ま
っ
て
、
全
体
に
文
芸
的
発
想
の
型
式
を
踏
ん
だ
と
み
ら
れ
る
。
冒

頭
の
段
で
こ
の
よ
う
な
文
芸
息
綱
情
的
発
想
型
式
を
用
い
た
こ
と
は
、
お
そ
ら

く
こ
の
巻
全
体
の
特
質
を
決
定
的
な
ら
し
め
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
賢
妻
の
巻
に
顕
著
だ
っ
た
写
実
的
手
法
と
は
極
め
て
対
照
的
で

あ
り
、
作
者
の
文
芸
意
識
に
お
い
て
も
、
賢
木
の
巻
花
散
財
の
巻
か
ら
須
磨
の

巻
に
入
る
過
程
の
中
で
大
き
な
転
換
（
断
絶
と
い
っ
て
も
よ
い
）
が
あ
っ
た
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
言
え
ば
、
賢
母
の
巻
の
政
治
的
世
界
を
「
わ
づ

ら
は
し
く
、
は
し
た
な
き
事
」
と
い
う
心
情
語
で
把
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

象
徴
さ
れ
る
転
換
で
あ
り
変
化
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
作
者
は
写
実
的
世
界
の
申

の
光
源
背
甲
を
物
語
的
浪
漫
的
将
情
の
世
界
の
光
源
氏
像
へ
と
再
創
造
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
以
後
に
展
開
さ
れ
る
叙
述
態
度
に

い
っ
そ
う
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
須
磨
退
居
に
つ
い
て

三

 
と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
須
磨
の
巻
の
冒
頭
文
は
あ
ま
り
に
心
情

語
表
現
法
に
過
ぎ
て
お
り
、
抽
象
的
観
念
的
で
さ
え
あ
る
た
め
、
光
源
氏
の
退

京
の
理
由
を
語
る
に
、
そ
の
具
体
的
内
容
が
わ
か
り
に
く
い
表
現
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
よ
う
な
叙
法
が
物
語
叙
法
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
ど
う
い
う
事
情
に
よ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
し
て
私
は
本
文
の
具
体

的
叙
述
か
ら
次
の
三
つ
の
場
合
を
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
第
一
の
仮
定
は
、
源
氏
の
退
京
の
理
由
は
前
の
歳
木
の
巻
な
ど
か
ら
既
に
十

分
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
だ
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
、
本

交
を
細
か
く
み
る
と
誤
り
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
本
文
は
源
氏
が
退
京
を
決
意
す

る
ま
で
、
撞
木
の
巻
の
内
容
の
他
に
も
っ
と
重
大
な
何
か
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
前
述
（
皿
）
参
照
）
。

 
第
二
の
仮
定
は
、
こ
の
冒
頭
文
で
事
の
内
容
が
全
て
理
解
で
き
な
い
と
し
て

も
、
作
者
は
後
で
徐
々
に
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
読
者
が
期
待
し

て
い
た
と
す
る
考
え
。
そ
の
申
で
、
源
氏
の
退
京
の
原
因
も
は
っ
き
り
す
る
で
あ

ろ
う
と
予
想
さ
れ
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
事
情
を
大
ま
か
に
叙
し

終
っ
て
、
後
で
再
び
も
と
に
戻
っ
て
そ
れ
を
細
か
く
詳
し
く
叙
し
て
い
く
と
い

う
手
法
は
、
こ
の
作
者
の
よ
く
用
い
る
叙
法
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
場
合
も
そ
う

な
っ
て
い
る
。
-
後
の
叙
述
か
ら
、
源
氏
が
除
名
処
分
を
受
け
て
い
た
こ
と
（
前

述
）
、
遠
流
に
処
せ
ら
れ
る
よ
う
決
定
し
て
い
た
こ
と
な
ど
含
め
て
、
源
氏
の
出

発
前
の
様
子
が
再
度
細
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
細
叙
に
よ
っ
て
冒
頭
の
部
分

の
意
昧
内
容
が
徐
々
に
解
明
さ
れ
、
源
氏
退
去
の
理
由
が
判
明
す
る
と
い
う
わ

け
で
あ
る
（
前
述
（
1
）
参
照
）
。
は
じ
め
に
事
情
を
大
ま
か
に
説
明
し
終
わ
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り
、
再
び
も
と
に
戻
っ
て
そ
の
こ
と
を
細
か
く
詳
し
く
叙
し
て
ゆ
く
と
こ
い
う

こ
の
手
法
を
、
玉
上
氏
が
物
語
音
読
論
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
示
唆
深

い
と
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
手
法
に
よ
っ
て
果
し
て
退
去
の

理
由
が
具
体
化
し
現
実
的
背
景
を
も
つ
も
の
と
し
て
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
源
氏
と
左
大
臣
と
の
会
話
に
「
さ
し
て
か
く
官
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

爵
を
取
ら
れ
ず
（
下
略
）
」
（
前
出
）
と
か
「
遠
く
放
ち
遺
は
す
べ
き
定
め
な
ど

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

も
侍
る
な
る
は
、
さ
ま
異
な
る
罪
に
当
る
べ
き
に
こ
そ
侍
る
な
れ
。
濁
り
な
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

心
に
任
せ
て
つ
れ
な
く
過
し
侍
ら
む
も
い
と
揮
り
多
く
、
こ
れ
よ
り
お
ほ
き
な

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
恥
に
臨
ま
ぬ
先
に
世
を
の
が
れ
な
む
と
思
う
給
へ
立
ち
ぬ
る
」
と
か
暮
せ
ら

れ
て
、
源
氏
の
退
京
の
理
由
も
い
く
ら
か
細
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

る
が
、
他
の
紫
の
上
、
麗
景
殿
女
御
、
朧
月
夜
尚
侍
、
藤
壷
、
故
院
（
山
陵
）

春
宮
、
王
命
婦
ら
と
の
惜
別
の
場
面
で
、
源
氏
の
退
京
の
理
由
は
殆
ど
話
題
に

な
ら
な
い
で
、
あ
た
か
も
退
京
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に

さ
え
見
う
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
細
叙
の
手
法
は
、
源
氏
の
退
京
①
理
由
を

視
点
を
変
え
て
写
実
的
に
描
写
し
て
い
く
、
と
い
う
ふ
う
に
は
少
し
も
機
能
し

て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
物
語
の
場
面
性
を
強
調
し
、
そ
こ
に
和
歌
の
贈
答
に
よ

る
拝
情
的
雰
囲
気
を
か
も
し
出
す
こ
と
に
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
場
面
は
細
分
さ
れ
精
密
に
な
る
が
、
そ
れ
が
重
層
的
構
成

的
に
で
は
な
く
、
平
面
的
反
復
的
に
細
叙
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
村
井
順
氏
が
循

環
描
写
だ
と
指
摘
さ
れ
る
所
以
と
も
な
っ
て
い
る
。
細
叙
法
と
は
、
ま
さ
に
場

面
の
細
叙
で
あ
り
、
好
情
の
昇
叙
の
方
法
に
他
な
ら
な
い
。

 
第
三
の
仮
定
は
、
こ
の
冒
頭
交
だ
け
で
読
者
は
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
文
は
既
述
の
よ
う
に
き
わ
め

て
漠
然
と
し
た
内
容
し
か
表
現
し
得
て
い
な
い
が
、
 
当
時
の
読
者
に
と
っ
て

は
、
政
治
上
の
問
題
な
ど
詳
細
に
具
体
的
に
語
ら
れ
る
必
要
は
少
し
も
な
か
っ

た
。
た
だ
宿
命
的
な
対
立
関
係
に
あ
る
弘
徽
殿
女
御
と
光
源
氏
の
関
係
が
、
感

覚
的
に
印
象
づ
け
ら
れ
さ
え
ず
れ
ば
、
し
か
も
光
源
氏
に
同
情
を
よ
せ
た
く
な

る
関
係
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
さ
え
ず
れ
ば
、
正
確
な
意
味
で
の
政
治
的
問
題

の
実
体
な
ど
実
は
ど
う
で
も
い
い
問
題
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
が
た
と
え
ど
の
よ

う
な
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
て
い
よ
う
と
、
そ
の
ひ
ど
さ
の
情
況
を
感
情
の
世

界
で
気
分
的
に
把
え
る
だ
け
で
、
あ
と
は
源
氏
と
共
感
す
る
ば
か
り
が
彼
ら
の

物
語
享
受
の
心
理
的
実
態
で
あ
っ
た
。
無
論
、
源
氏
物
語
に
は
強
靱
な
写
実
精

神
が
貫
通
し
て
い
る
し
、
紫
式
部
自
身
が
没
落
す
る
当
時
の
貴
族
社
会
を
厳
し

い
批
判
の
眼
で
み
つ
め
て
い
た
こ
と
も
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
当
時
の

時
代
社
会
の
中
で
女
性
が
も
つ
政
治
意
識
に
は
や
は
り
限
界
が
あ
っ
た
し
、
そ

の
意
味
で
光
源
氏
の
須
磨
退
居
事
件
が
そ
の
背
景
と
し
て
史
実
を
材
に
し
て
い

る
こ
と
も
事
実
だ
と
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
、
き
わ
め
て
物
語
的
な
構
想
。
手

法
を
用
い
て
い
た
こ
と
も
確
か
な
と
こ
．
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
人
紫
式
部

の
政
治
意
識
や
文
学
的
資
質
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
時
代
意
識
と

し
て
一
般
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
以
ヒ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
私
は
、
須
磨
の
巻
に
お
け
る
手
法
の
浮
情
性
浪
漫

性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
巻
に
関
す
る
限
り
・
、
作
者
の
描
写

意
図
は
光
源
氏
の
退
去
の
政
治
的
原
因
を
追
求
描
写
す
る
こ
と
に
は
な
く
、
専

ら
離
京
に
直
面
し
た
光
源
と
そ
の
愛
人
た
ち
と
の
悲
哀
の
情
感
描
写
に
あ
る
。

極
言
す
れ
ば
、
光
源
氏
の
退
京
の
原
因
の
実
体
は
作
者
に
も
読
者
に
も
ど
う
で

も
い
い
問
題
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
叙
情
本
位
の
描
写
か
ら

源
氏
退
去
の
政
治
的
原
因
を
響
き
出
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
解
釈
上
、

物
語
の
筋
立
て
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
原
典
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に
即
し
た
解
釈
と
は
言
い
難
い
。
作
者
に
と
っ
て
政
治
的
原
因
は
確
か
に
し
っ

か
り
と
見
据
え
ら
れ
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
写
実
的
世
界
の
中

で
物
語
を
展
開
す
る
こ
と
は
物
語
の
手
法
ヒ
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
そ
う
い
う
政

治
的
社
会
的
現
実
を
「
わ
づ
ら
は
し
く
、
は
し
た
な
き
」
と
い
う
心
情
語
で
把

握
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
作
者
の
意
識
も
問
題
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
大
切

な
こ
と
は
、
そ
う
い
う
世
界
を
源
氏
と
藤
壼
、
朧
月
夜
と
の
恋
愛
の
世
界
に
溶

解
し
、
歓
び
と
悲
し
み
の
感
情
の
世
界
に
再
生
す
る
こ
と
を
こ
そ
物
語
の
申
心

と
し
て
い
る
そ
の
手
法
に
ま
ず
注
目
し
、
そ
の
特
質
を
読
み
と
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
乏
で
あ
る
。

 
光
源
氏
が
、
引
退
し
て
ゆ
く
目
的
地
を
須
磨
に
選
定
す
る
と
き
の
描
写
も
、

す
こ
ぶ
る
物
語
的
な
発
想
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
作
者
は
こ
の
巻

の
最
初
か
ら
物
語
的
拝
情
美
を
主
題
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
 
「
お
は

す
べ
き
所
は
、
か
の
行
平
の
中
納
言
の
、
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
居
近
き

わ
た
り
な
り
け
り
。
」
と
叙
し
て
、
前
後
の
描
写
と
も
少
し
の
不
自
然
さ
を
も
た

ず
調
和
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
史
実
（
例
え
ば
伊
周
隆
家
事
件
）
に
当
て

て
類
推
し
、
実
際
は
太
宰
権
帥
か
何
か
に
流
さ
れ
た
上
須
磨
あ
た
り
に
と
ど
ま

る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
の
は
お
か
し
い
。
む
し
ろ
、
 
「

離
京
西
下
の
底
流
に
は
高
明
・
伊
周
、
須
磨
選
択
に
は
行
平
、
京
よ
り
の
道
行

き
は
、
業
平
・
屈
原
・
白
楽
天
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ

る
の
が
、
ま
だ
し
も
の
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
こ
こ
で
根
源
的
な
意

…
識
は
、
貴
種
流
離
諏
の
発
想
型
式
を
そ
の
基
調
と
す
る
物
語
的
浪
漫
的
文
芸
意

識
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
史
実
を
超
え
モ
デ
ル
を
超
え
て
、
こ
こ
に
独
特
の

物
語
ヒ
の
超
人
光
源
氏
像
を
現
前
せ
し
め
よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。

光
源
氏
の
須
磨
退
居
に
つ
い
て

四

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

 
光
源
氏
の
退
居
の
原
因
論
に
お
い
て
、
 
最
も
重
大
な
問
題
は
、
 
本
文
の
叙

述
の
中
に
、
光
源
氏
を
無
罪
と
解
釈
す
べ
き
部
分
と
有
罪
と
解
釈
す
べ
き
部
分

と
が
共
に
存
在
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

 
か
つ
て
多
屋
氏
は
「
物
語
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
光
源
氏
わ
決
し
て
そ
の
よ
う

な
こ
と
（
朧
月
夜
と
の
関
係
を
罪
と
反
省
し
て
引
退
す
る
t
稿
割
註
）
お
言
わ

れ
ず
、
 
飽
く
ま
で
無
実
の
罪
で
あ
る
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
お
ら
れ
る
」
か

ら
「
物
語
の
本
文
に
、
無
実
で
あ
る
と
明
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
後
世
の
読

者
が
根
拠
も
有
た
ず
に
、
何
々
の
罪
に
よ
っ
て
な
ど
と
言
う
の
わ
、
正
し
い
解

釈
で
わ
な
い
」
と
説
か
れ
、
無
実
の
罪
を
強
調
さ
れ
た
。

 
多
屋
氏
は
さ
ら
に
無
実
の
罪
を
負
っ
て
須
磨
へ
下
向
す
る
光
源
氏
の
姿
に
、

深
い
宿
世
の
思
想
を
読
み
取
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
無

罪
の
弁
を
本
交
か
ら
引
く
と
「
濁
り
な
き
心
に
任
せ
て
つ
れ
な
く
過
し
侍
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

む
も
い
と
取
り
多
く
」
、
「
過
ち
な
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
か
か
る
事
も
あ

ら
め
と
思
ふ
に
」
、
「
行
き
め
ぐ
り
つ
ひ
に
す
む
べ
き
月
影
の
し
ば
し
曇
ら
む
空

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

な
な
が
め
そ
」
、
 
「
雲
ち
か
く
飛
び
か
ふ
鶴
も
そ
ら
に
見
よ
わ
れ
は
春
日
の
く

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

も
り
な
き
身
ぞ
」
、
「
八
百
よ
う
つ
神
も
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
む
犯
せ
る
罪
の
そ
れ

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
な
け
れ
ば
」
 
な
ど
に
よ
っ
て
源
氏
の
無
罪
が
主
張
さ
れ
て
い
る
し
、
 
さ
ら

に
、
明
石
の
巻
で
故
院
の
亡
霊
に
な
や
ま
れ
る
朱
雀
院
が
「
な
ほ
こ
の
源
氏
の
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

君
、
ま
こ
と
に
犯
し
な
き
に
て
か
く
沈
む
な
ら
ば
、
必
ず
こ
の
報
い
あ
り
な
む

と
覚
え
侍
。
今
は
な
ほ
本
の
位
を
も
賜
ひ
て
む
」
と
思
わ
れ
る
叙
述
か
ら
、
退

居
も
無
実
の
罪
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
一
方
に
は
、
明
ら
か
に
源
氏
が
有
罪
の
身
で
あ
っ
た
（
除
名
処
分
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を
受
け
て
い
た
？
）
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
叙
述
も
多
々
見
う
け
ら
れ
（
本

文
前
出
）
、
多
屋
氏
説
に
対
す
る
批
判
説
の
有
力
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

 
私
は
一
応
多
屋
氏
の
説
に
賛
成
で
あ
る
が
、
い
ち
い
ち
の
引
照
は
割
愛
し
、

今
は
別
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
い
。

 
本
文
解
釈
上
問
題
は
あ
る
が
、
光
源
氏
を
無
罪
と
解
す
る
に
せ
よ
有
罪
と
解

す
る
に
せ
よ
、
先
の
い
ず
れ
の
場
合
の
叙
述
も
、
著
し
く
抽
象
的
平
面
的
で
あ

る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
光
源
氏
が
無
罪
を
主
張
す
る
の
は
何
に
対
し

て
ど
う
疑
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
無
罪
な
の
か
。
有
罪
と
さ
れ
る
の
は
い
か
な

る
罪
を
犯
し
た
か
ら
で
あ
る
の
か
。
無
罪
で
あ
る
こ
と
（
あ
る
い
は
有
罪
で
あ

る
こ
と
）
の
情
況
i
わ
が
身
の
立
場
の
情
緒
的
な
承
認
1
ば
か
り
を
自
他
に
主

張
し
誇
大
に
示
そ
う
と
す
る
源
氏
で
は
あ
る
が
、
そ
の
情
況
を
生
来
せ
し
め
た

と
こ
ろ
の
現
実
的
条
件
や
原
因
に
つ
い
て
は
、
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
こ
れ

を
問
題
に
し
て
い
な
い
。
源
氏
自
身
に
よ
る
無
罪
の
主
張
は
、
そ
の
場
面
の
情

趣
に
同
化
し
て
も
は
や
感
情
的
で
さ
え
あ
っ
て
、
政
治
的
問
題
に
対
す
る
理
性

的
な
認
識
の
態
度
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
細
か
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

 
ま
ず
基
本
的
な
こ
と
と
し
て
予
め
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
村
井
氏
や

中
村
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
の
無
罪
の
主
張
が
、
す
べ
て
源
氏
自

身
の
吐
露
し
た
詞
で
あ
る
が
い
ず
れ
も
相
手
に
向
っ
て
の
対
話
（
歌
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
9
）

に
も
相
手
を
意
識
し
、
相
手
に
与
え
た
歌
）
の
詞
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
両
氏

と
も
、
こ
の
点
か
ら
源
氏
の
言
葉
に
真
意
が
な
い
こ
と
を
述
べ
ら
れ
「
王
朝
の

社
交
辞
令
」
だ
と
か
「
復
帰
復
活
の
た
め
の
強
が
り
、
一
種
の
ジ
ェ
ス
チ
ァ
ー

」
だ
と
か
評
さ
れ
る
が
、
私
は
そ
う
解
釈
す
る
前
に
、
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
が

確
認
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
源
氏
の
無
罪
の
弁
が
、
全

く
そ
の
場
そ
の
場
に
お
け
る
諸
条
件
1
そ
れ
も
強
い
て
い
え
ば
好
情
的
な
言

語
成
立
の
た
め
の
諸
条
件
～
に
決
定
的
に
依
存
し
、
そ
の
場
面
の
中
で
の

み
具
体
的
現
実
的
な
意
義
を
有
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
実
存
的
な
言
語
理
解

を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
源
氏
の
詞
に
は
真
意
が
な
い
、
と

す
る
の
は
飛
躍
で
あ
っ
て
、
そ
の
詞
は
一
応
額
面
通
り
受
け
と
ら
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
が
、
源
氏
の
真
意
を
表
現
し
て
い
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
き

わ
め
て
情
緒
的
な
雰
囲
気
中
で
、
む
し
ろ
、
そ
の
扇
情
的
悲
愁
感
を
い
っ
そ
う

高
め
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
き
わ
め
て
有
効
に
画
せ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
の
無
罪
の
弁
が
、
あ
る
特
定
の
相
手
を
前
提
と
し
て

具
体
的
な
言
語
環
境
の
中
で
意
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
叙
述
は
著
し
く
場
面
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら

の
場
面
全
体
の
中
に
源
氏
の
無
罪
の
弁
を
位
置
づ
け
て
有
機
的
・
総
合
的
に
読

み
と
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
視
点
の
中
で
、
源
氏
無

罪
の
弁
の
叙
述
に
ま
つ
わ
る
好
情
性
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

も
っ
と
具
体
的
に
、
私
は
次
の
二
点
か
ら
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
。

．
第
一
に
は
、
源
氏
の
無
罪
の
弁
が
場
面
的
に
機
能
し
て
源
氏
の
悲
劇
的
側
面

を
強
調
し
拝
情
的
な
雰
囲
気
を
昂
揚
せ
し
め
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
同
じ

無
罪
の
弁
が
何
度
も
繰
り
返
し
叙
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
全
体
基
調
と

な
っ
て
あ
ら
ゆ
る
場
面
の
仔
情
の
傾
向
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
。

 
第
一
の
場
合
、
例
え
ば
、
須
磨
に
退
重
し
て
い
る
光
源
氏
を
、
昔
の
親
友
で

あ
っ
た
頭
中
将
（
宰
相
）
が
訪
ね
る
場
面
の
申
に
「
雲
ち
か
く
飛
び
か
ふ
鶴
も

そ
ら
に
見
よ
わ
れ
は
春
日
の
く
も
り
な
き
身
ぞ
」
の
歌
が
あ
り
、
こ
れ
に
和
し

て
返
し
た
宰
相
の
歌
も
あ
る
。
こ
こ
で
「
く
も
り
な
き
身
ぞ
」
が
源
氏
の
わ
が

身
の
潔
白
を
主
張
し
た
詞
で
あ
る
こ
と
は
無
論
だ
が
、
こ
れ
を
こ
の
場
面
全
体

の
主
題
の
中
に
位
置
づ
け
て
解
釈
す
る
と
、
悲
哀
感
を
主
情
的
に
強
調
す
る
た
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め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
っ
て
、
無
罪
で
あ
る
こ
と
の
情
況
の
具
体

的
説
明
に
は
な
り
え
て
い
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
場
面
で
の
主
題
は

男
性
同
志
の
友
情
の
美
し
さ
で
あ
る
が
、
京
人
宰
相
中
将
と
異
郷
の
海
士
光
源

氏
と
の
対
照
法
が
そ
の
情
感
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
源
氏
が
無
実
の
罪

で
あ
れ
ば
い
っ
そ
う
そ
の
悲
劇
性
は
高
ま
る
の
で
あ
り
、
源
氏
に
対
す
る
読
者

の
同
情
は
強
ま
る
。
そ
の
悲
劇
性
や
同
情
か
ら
の
感
動
こ
そ
こ
の
場
面
で
の
作

者
の
主
意
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
、
光
源
氏
の
須
磨
退
居
と

い
う
ま
さ
に
政
治
的
事
象
が
、
雲
に
飛
ぶ
鶴
の
イ
メ
ー
ジ
に
簡
単
に
転
化
し
、

和
歌
に
よ
る
情
感
の
吐
露
と
い
う
詩
的
拝
情
的
叙
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
ま
や
か
に
共
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
面
の
中
に
描
か
れ
た
無
罪

の
弁
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
れ
だ
け
の
写
実
的
状
況
を
理
解
し
う
る
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
か
。
他
の
例
も
同
様
で
あ
る
。

 
第
二
の
場
合
、
源
氏
の
無
罪
の
弁
が
既
に
引
い
て
示
し
た
よ
う
に
何
回
も

本
文
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
一
見
、
そ
の
退
居
の
実

態
を
十
分
に
説
き
明
か
す
た
め
の
も
の
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
、
原
因

追
求
の
姿
勢
を
次
第
に
情
趣
的
な
次
元
へ
導
入
し
て
い
く
機
能
を
も
っ
て
い
る

と
私
は
思
う
。
既
述
の
と
お
り
、
こ
こ
で
作
者
は
細
叙
の
手
法
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
源
氏
と
愛
人
や
知
己
の
一
人
↓
人
と
の
別
れ
の
場
面
を
細
か
く
描
い

て
い
る
が
、
そ
れ
は
光
源
氏
の
落
居
の
理
由
を
漸
層
的
に
立
体
的
に
描
写
し
て

い
く
機
能
を
も
っ
て
は
来
ず
、
同
じ
情
趣
の
単
調
・
平
板
な
反
復
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
循
環
描
写
で
あ
っ
て
、
た
だ
源
氏
の
相
手
を
変
え
た
だ

け
の
同
一
情
緒
の
並
列
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
場
面
場
面
で
源
氏
の
無
罪
の
弁
が

語
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
政
治
的
背
景
の
具
体
的
状
況
が
展
開
的
に
内
容
を

み
せ
る
の
で
な
い
限
り
、
情
緒
的
に
訴
え
る
側
面
は
強
く
な
る
が
、
単
調
さ
は

光
源
氏
の
須
磨
旧
居
に
つ
い
て

ま
ぬ
が
れ
な
い
。
少
く
と
も
賢
木
の
巻
の
手
法
は
こ
う
で
は
な
か
っ
た
。

 
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
須
磨
の
巻
が
主
題
と
し
て
め
ざ
し
た
将
情
性
浪

漫
性
は
非
常
に
深
遠
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
手
法
も
そ
う
い
う
情
感
の
表
現
の

た
め
に
の
み
有
効
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を

し
も
写
実
的
手
法
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
五

 
既
に
触
れ
た
如
く
、
須
磨
の
巻
は
、
そ
の
人
事
描
写
に
お
い
て
も
情
景
描
写

に
お
い
て
も
、
し
み
じ
み
と
し
た
豊
か
な
悲
愁
の
情
調
を
そ
の
文
二
丁
特
質
と

し
て
い
る
巻
で
あ
る
。
詳
細
は
重
松
氏
の
こ
珍
説
に
今
は
し
た
が
い
た
い
が
、

こ
の
好
情
味
豊
か
な
文
芸
性
は
、
須
磨
の
巻
の
用
語
や
文
体
の
問
題
と
し
て
で

あ
る
以
上
に
、
そ
の
主
題
的
精
神
と
し
て
も
っ
と
重
要
視
さ
れ
て
よ
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
私
は
こ
れ
ま
で
、
須
磨
の
巻
の
拝
情
性
を
特
に
叙
法
を
中
心
に

観
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
他
の
要
因
と
し
て
、
こ
の
巻
に
頻
出
す
る
挿
入
歌
、

引
き
歌
の
実
態
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
こ
の
こ
と
は
確
認
で
き
る
の
で

 
 
 
 
（
註
2
0
）

あ
る
。
註
記
の
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
須
磨
の
巻
に
お
け
る
和
歌
の
数
は
、

他
の
巻
に
く
ら
べ
て
圧
倒
的
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
み
て
も
、
和
歌
的
世
界
i

玉
上
氏
に
よ
る
と
「
引
き
歌
は
、
季
節
の
叙
景
と
盛
り
上
が
る
将
情
の
場
面
に

し
き
り
に
出
る
」
も
の
と
さ
れ
る
一
-
が
こ
の
巻
に
占
め
て
い
る
役
割
は
脊
過

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
和
歌
が
本
質
的
に
ど
う
い
う
機
能
を
果
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
私
も
小
考
を
公
に
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
必
ず
し
も

文
芸
的
効
果
を
盛
り
上
げ
る
と
い
う
一
面
性
ば
か
り
強
調
は
で
き
な
い
と
は
い

う
も
の
の
、
和
歌
が
本
質
的
に
備
え
て
い
る
場
面
性
、
拝
情
性
が
物
語
の
中
で

機
能
し
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
．
須
磨
の
巻
で
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
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以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
私
は
一
つ
の
要
約
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
う
。
つ
ま
り
、
須
磨
の
巻
の
．
描
写
は
著
し
く
将
情
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
描

写
手
法
の
領
域
に
の
み
と
ど
ま
ら
ず
、
作
者
が
主
題
と
し
て
意
図
し
た
当
の
も

の
に
そ
の
ま
ま
直
結
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
光
源
氏
の
退
引
の
原
因
を
こ
の
巻

の
描
写
か
ら
究
明
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
極
め
て

困
難
か
つ
非
能
率
的
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
の
意
図
及
び
読
者
の

期
待
は
、
光
源
氏
の
退
京
と
い
う
当
時
の
大
事
件
の
原
因
追
求
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
退
居
と
い
う
自
明
の
前
提
に
立
っ
た
と
こ
ろ
で
の
哀
切
な
る
悲
愁
の
情

感
の
共
有
と
い
う
起
点
か
ら
、
文
芸
的
に
趣
深
い
須
磨
の
海
浜
へ
と
向
っ
て
無

限
に
広
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
あ
わ
れ
の
感
動
こ
そ
が
、
須
磨
の
巻
に
お
い
て
作

者
が
め
ざ
し
た
最
大
の
主
題
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
そ
れ
に
し
て
も
、
作
者
は
何
故
そ
の
よ
う
な
好
情
的
描
写
を
も
っ
て
源
氏
の

退
居
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
主
人
公
を
無
実
の
罪
に
陥
し
入

れ
て
ま
で
し
て
、
作
者
は
何
故
、
主
人
公
を
須
磨
へ
ま
で
連
れ
出
す
の
か
。
そ

の
理
由
の
中
で
、
物
語
と
い
う
一
つ
の
芸
術
世
界
の
創
造
に
と
っ
て
ど
れ
が
最

も
必
然
的
な
の
か
。
最
も
肝
心
な
研
究
課
題
は
こ
れ
で
あ
る
。
私
は
ま
だ
ま
だ

問
題
の
入
口
に
立
っ
て
い
る
一
-
恐
ら
く
、
こ
の
須
磨
退
居
の
事
件
は
、
物
語

の
主
人
公
と
し
て
の
完
全
無
欠
な
人
間
像
へ
と
光
源
氏
を
理
想
化
す
る
た
め
の

方
法
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
は
、
桐
壷
の
巻
の
い
み
じ
き
相
人

の
予
言
の
現
実
化
と
い
う
発
想
の
中
で
、
光
源
氏
像
を
ま
す
ま
す
物
語
中
の
人

物
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
ず
け
る
方
法
で
も
あ
っ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
の

だ
が
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
須
磨
事
件
が
、
全
体
と
し
て
古
代
伝
承
物
語
型
式
に

決
定
的
に
依
存
し
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
一
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
別
の
機
会
に
考
察
し
た
い
。
本
稿
は
そ
の
問
題
研
究
の
方
向
の
手
が
か
与
を

得
る
た
め
の
予
備
的
考
察
に
す
ぎ
な
い
。
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