
宇
治
十
帖
研
究
序
説

一
大
君
の
人
物
像
を
ど
う
把
握
す
る
か
一

武

原

弘

幽

 
源
氏
物
語
全
篇
に
あ
っ
て
、
宇
治
の
物
語
の
十
帖
は
、
そ
れ
自
体
で
統
一
性

の
あ
る
独
自
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
〃
宇
治
十

帖
”
の
呼
称
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
宇
治

十
帖
の
世
界
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
も
の
か
、
宇
治
十
帖
の
内
部
世
界
の
統

一
性
と
は
如
何
な
る
本
質
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
正

篇
と
の
関
連
性
の
問
題
に
も
当
然
及
ん
で
き
て
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
研
究
課
題

を
提
起
し
て
く
る
。
こ
の
十
帖
が
、
大
別
し
て
前
半
の
五
帖
（
〃
橋
姫
物
語
”

）
と
、
後
半
の
五
帖
（
〃
浮
舟
物
語
”
）
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の

統
一
世
界
を
構
成
し
つ
つ
相
互
に
統
一
体
を
成
し
て
い
る
た
め
、
問
題
は
さ
ら

に
複
雑
化
す
る
。
高
橋
和
夫
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
物
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
構

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
）

想
望
に
お
い
て
相
互
に
〃
統
一
性
〃
を
も
た
な
い
と
説
い
て
お
ら
れ
る
が
、
例

え
ば
、
主
要
人
物
大
君
と
浮
舟
と
を
見
て
も
、
二
人
の
人
物
は
単
に
羅
列
的
に

そ
こ
に
続
い
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
相
異
な
る
独
自
の

世
界
を
担
う
二
大
個
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
両
者
は
ま
た
一
つ
の
物
語
世
界
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
）

担
う
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
森

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
3
）

岡
常
夫
氏
の
ご
論
考
が
あ
り
示
唆
深
い
。
氏
は
宇
治
十
帖
の
世
界
の
内
部
統
一

性
を
肯
定
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
、
ま
た
別
の
論
文
で
も
、
従
来
の

宇
治
十
帖
研
究
が
し
ば
し
ば
浮
舟
事
件
に
重
点
を
置
き
、
大
君
の
世
界
を
過
小

評
価
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
不
当
性
を
鋭
く
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

 
宇
治
十
帖
の
世
界
を
ど
う
把
握
す
る
か
は
、
源
氏
物
語
全
体
の
主
題
を
ど
う

受
け
と
る
か
と
い
う
問
題
に
も
関
わ
る
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
私
は
い
ま
こ

の
よ
う
な
問
題
を
視
野
に
お
き
な
が
ら
、
宇
治
の
大
君
の
人
物
像
に
焦
点
を
あ

わ
せ
て
考
察
を
進
め
た
い
。二

 
宇
治
の
大
君
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
の
研
究
が
多
い
。
私

は
、
そ
の
成
果
に
学
び
つ
つ
、
作
品
内
部
の
叙
述
細
部
に
即
し
て
、
先
ず
大
君

の
人
物
像
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

 
大
君
の
物
語
を
、
一
言
に
、
薫
の
求
婚
に
対
す
る
大
君
の
徹
底
的
な
拒
否
の

物
語
、
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
物
語
構
成
の
中
で
主
題
を
展

 
 
 
 
 
モ
チ
 
フ

塾
す
る
主
要
な
契
機
は
、
大
君
の
結
婚
拒
否
の
理
由
で
あ
る
。
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宇
治
十
帖
研
究
序
説
1
大
君
の
人
物
像
を
ど
う
把
握
す
る
か
ー



'

 
大
君
は
薫
の
愛
を
拒
否
し
、
死
ぬ
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る

が
、
私
は
こ
れ
を
次
の
三
点
に
要
約
し
て
考
察
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に

は
、
妹
申
君
に
対
す
る
大
君
の
愛
情
の
故
、
第
二
に
は
、
故
八
宮
の
遺
誠
の
故
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
4
）

第
三
に
は
、
大
君
の
人
生
観
の
故
で
あ
る
。

 
ま
ず
、
大
君
が
薫
の
切
な
る
求
愛
を
拒
否
し
た
の
は
、
薫
を
妹
中
君
に
譲
ろ

う
と
の
（
姉
ら
し
い
思
い
遣
り
か
ら
で
あ
っ
た
。
薫
は
、
大
君
の
求
婚
者
と
し

て
理
想
的
な
男
性
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
薫
と
中
君
の
結
婚
を
大
君

は
望
む
の
で
あ
る
。

 
 
 
さ
る
は
、
少
し
世
ご
も
り
た
る
程
に
て
、
深
山
隠
れ
に
は
、
心
苦
し
く

 
 
 
見
え
給
ふ
人
の
御
う
へ
を
『
い
と
、
か
く
、
朽
木
に
は
な
し
果
て
ず
も

 
 
 
が
な
』
と
、
人
知
れ
ず
、
扱
は
し
く
お
ぼ
え
侍
れ
ど
、
 
（
以
下
略
）

 
 
 
（
総
・
角
、
三
八
三
ぺ
）
（
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
本
源
氏
物
語
よ
り
引
用
、
以
下
同
〉

古
い
侍
女
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
も
度
々
大
君
に
結
婚
を
す
す
め
て
き
た
が
、
彼

女
は

 
 
 
た
わ
む
べ
く
も
物
し
給
は
ず
、
中
の
宮
を
な
ん
、
『
い
か
で
、
堅
め
か

 
 
 
し
く
も
扱
ひ
な
し
た
て
ま
つ
ら
ん
』
と
、
思
ひ
聞
え
給
ふ
べ
か
め
る
。

 
 
 
…
…
（
中
略
）
…
…
い
ま
は
、
と
ざ
ま
か
到
ざ
ま
に
、
こ
ま
か
な
る
す

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

 
 
 
ぢ
、
き
こ
え
通
ひ
給
ふ
め
る
に
、
『
か
の
御
か
た
を
、
さ
や
う
に
お
も

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
 
む
け
て
、
き
こ
え
給
は
ぼ
』
と
な
ん
、
思
す
べ
か
め
る
。
 
（
総
角
、
三

 
 
 
八
六
ぺ
）

と
聞
き
流
し
て
い
る
。
薫
が
強
い
て
迫
れ
ば
、
そ
の
と
き
は
「
こ
の
き
み
を
お

し
出
で
ん
」
 
（
総
角
、
三
九
八
ぺ
）
と
大
君
は
決
心
し
て
い
る
。
弁
の
君
の
道

理
を
つ
く
し
た
説
得
（
総
角
、
四
〇
二
～
三
ぺ
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
君
の

強
い
拒
否
は
変
わ
ら
な
い
。
や
が
て
薫
は
姉
妹
の
寝
室
に
侵
入
す
る
。
大
君

は
気
配
を
察
知
す
る
や
、
無
心
に
寝
入
る
中
君
を
残
し
た
ま
ま
、
奥
に
身
を
隠

す
。
 
（
無
論
突
差
の
出
来
事
で
は
あ
ろ
う
が
、
細
か
く
読
め
ば
、
大
君
の
こ
の

と
き
の
行
動
は
薫
を
中
将
と
契
ら
せ
る
た
め
の
予
定
の
行
動
で
あ
っ
た
と
も
見

ら
れ
る
節
が
あ
る
。
総
角
、
三
九
八
～
九
ぺ
参
照
）
。

 
大
君
の
申
君
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
愛
情
を
考
え
る
ば
あ
い
、
大
君
の
年
令

や
容
貌
の
こ
と
も
併
せ
て
考
慮
に
入
れ
る
心
要
が
あ
ろ
う
。
鏡
に
映
る
自
分
の

姿
に
早
衰
え
の
陰
影
を
発
見
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
大
君
（
総
角
、
四
二
七
ぺ

）
に
比
較
し
、
中
君
は
年
も
若
く
、
そ
の
容
貌
も
匂
う
ば
か
り
の
美
し
さ
。
女

盛
り
で
あ
る
（
総
角
、
三
九
五
、
三
九
七
ぺ
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
美
し
い

中
君
が
自
分
の
よ
う
な
老
嬢
と
共
に
月
日
を
過
ご
し
、
あ
た
ら
青
春
を
浪
費
す

る
の
を
見
る
に
は
堪
え
ら
れ
な
い
大
君
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
両
親
の
な
い
境
遇

で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
親
代
わ
り
に
な
っ
て
妹
を
か
し
づ
き
青
く
し
む
こ
と
は
、

大
君
の
責
任
で
も
あ
っ
た
。
大
君
が
特
に
父
や
妹
な
ど
の
肉
親
に
対
し
て
情
愛

の
豊
か
な
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
女
の
生
い
立
ち
や
家
庭
環
境
な

ど
そ
の
責
任
重
い
立
場
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
森
岡
氏
や
篠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
5
）

原
昭
二
氏
の
ご
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
結
果
的
に
は
、
二
君
は
図
ら
ず
も
匂
宮
と
契
る
は
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

大
君
の
「
本
意
」
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
妹
の
結
婚
を
祝
っ
て
三
日
夜
の

餅
の
儀
式
を
さ
し
ず
し
た
り
、
ま
た
、
そ
の
後
、
夫
の
薄
情
冷
遇
を
悲
し
む
中

君
の
身
の
上
を
わ
が
身
の
こ
と
に
思
い
煩
う
大
鴛
の
姿
に
は
、
妹
に
対
す
る
大

君
の
深
い
愛
情
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
薫
の
求
婚
を
執
拗
に
拒
否
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
大
君
の
心
境
に
は
、
こ
の
中
君
へ
の
犠
牲
的
肉
親
愛
が
大

き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

 
次
に
、
大
君
の
結
婚
拒
否
の
理
由
と
し
て
故
八
白
の
遺
誠
が
あ
っ
た
。
そ
の
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遺
戸
と
ば
、

 
 
 
お
ぼ
ろ
げ
の
よ
す
が
な
ら
で
、
人
の
言
に
う
ち
靡
き
、
こ
の
山
里
を
あ

 
 
 
く
が
れ
給
ふ
な
。
た
団
、
『
か
う
、
人
に
違
ひ
た
る
、
契
り
、
異
な
る

 
 
 
身
』
と
お
ぼ
し
て
、
『
こ
～
に
、
世
を
蓋
く
し
て
む
』
と
、
思
ひ
と
り

 
 
 
給
へ
。
ひ
た
ぶ
る
に
思
ひ
な
せ
ば
、
こ
と
に
も
あ
ら
ず
過
ぎ
ぬ
る
年
月

 
 
 
な
り
け
り
。
ま
し
で
、
を
む
な
は
、
さ
る
か
た
に
絶
え
籠
り
て
、
い
ち

 
 
 
じ
る
く
、
い
と
ほ
し
げ
な
る
、
よ
そ
の
も
ど
き
を
負
は
ぎ
ら
な
む
、
よ

 
 
 
か
る
べ
き
。
 
（
椎
本
、
三
五
〇
ぺ
）

で
あ
る
。
自
分
の
死
後
、
天
涯
孤
独
の
身
を
世
に
さ
ら
す
娘
二
人
の
こ
と
を
思

え
ば
、
俗
聖
八
宮
は
仏
道
修
業
に
専
念
し
て
も
お
れ
な
い
心
境
で
あ
っ
た
。

 
 
さ
だ
め

女
の
運
命
と
は
結
婚
で
あ
る
。
し
か
も
真
に
幸
福
な
結
婚
は
世
に
稀
で
あ
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
だ
め

多
く
は
女
の
歎
き
と
涙
に
満
た
さ
れ
る
不
幸
が
そ
の
運
命
で
あ
る
こ
と
を
、
仏

道
は
教
え
る
。
八
宮
は
ま
た
、
仏
道
を
志
す
直
接
の
動
機
を
自
己
の
過
去
の
生
涯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
6
）

に
忌
ま
わ
し
い
体
験
と
し
て
持
っ
て
も
い
た
。
そ
れ
故
に
、
娘
に
軽
卒
な
結
婚

を
強
く
戒
め
る
そ
の
口
調
は
強
い
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

八
宮
は
、
姫
達
の
侍
女
に
も

 
 
 
生
ま
れ
た
る
家
の
程
、
お
き
て
の
ま
＼
に
、
も
て
な
し
た
ら
む
な
ん
、

 
 
 
聞
き
耳
に
も
、
我
が
心
地
に
も
、
あ
や
ま
ち
な
く
は
お
ぼ
ゆ
べ
き
。
 
『

 
 
 
に
ぎ
は
、
し
く
、
人
数
め
か
む
』
と
思
ふ
と
も
、
そ
の
心
に
も
、
か
な

 
 
 
ふ
ま
じ
き
世
と
な
ら
ば
、
ゆ
め
く
、
軽
く
し
く
、
よ
か
ら
ぬ
方
に

 
 
 
も
て
な
し
闘
ゆ
な
。
 
（
椎
本
、
三
五
二
ぺ
）

と
訓
戒
し
て
い
る
。

 
八
宮
の
こ
の
遺
誠
は
、
「
家
名
を
汚
す
な
」
と
い
う
き
わ
め
て
現
実
的
具
体
性

を
伴
い
、
大
君
に
と
っ
て
殆
ど
絶
対
的
な
、
権
威
あ
る
戒
律
と
な
っ
た
。
薫
の
求

宇
治
十
帖
研
究
序
説
-
大
君
の
人
物
像
を
ど
う
把
握
す
る
か
一

愛
を
拒
む
大
君
が
ま
ず
楯
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
る
の
が
こ
の
遺
誠
で
あ
っ
た

こ
と
を
見
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
（
総
角
、
三
八
三
、
三
九
二
、
四

〇
二
ぺ
参
照
）
。

 
 
 
昔
の
お
も
む
け
も
、
 
『
世
の
中
を
、
か
く
、
心
細
く
て
過
ぐ
し
果
つ
と

 
 
 
も
、
堆
く
、
人
笑
へ
に
、
か
ろ
み
＼
し
き
心
つ
か
ふ
な
』
な
ど
、
の

 
 
 
た
ま
ひ
お
き
し
を
。
お
は
せ
し
世
の
御
ほ
だ
し
に
て
、
お
こ
な
ひ
の
御

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
 
心
を
携
り
し
罪
だ
に
、
い
み
じ
か
り
け
む
を
、
『
今
は
』
と
て
、
さ
ば

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

 
 
 
か
り
の
給
ひ
し
一
言
を
だ
に
、
た
が
へ
じ
と
、
思
ひ
侍
れ
ば
（
以
下

 
 
 
略
）
 
（
総
角
、
三
九
九
ぺ
）

大
君
が
薫
と
の
結
婚
を
申
事
に
す
す
め
る
詞
の
一
節
だ
が
、
自
分
の
結
婚
拒
否

の
根
拠
を
故
宮
の
遺
誠
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
も
明
白
で
あ
る
。
好
色

で
評
判
高
い
匂
宮
の
中
君
へ
の
薄
情
な
態
度
を
見
知
り
、
さ
ら
に
匂
宮
と
六

君
と
の
結
婚
の
噂
を
聞
く
に
及
ん
で
は
、
父
の
こ
の
遺
誠
は
大
君
の
身
に
痛
く

響
い
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
心
界
の
冷
遇
に
、

 
 
 
こ
れ
こ
そ
は
、
返
す
み
＼
、
『
さ
る
心
地
し
て
、
世
を
過
ぐ
せ
』
と
、

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
 
の
た
ま
ひ
お
き
し
は
、
『
か
か
る
こ
と
も
や
あ
ら
ん
』
の
諌
め
な
り
け

 
 
 
り
。
 
（
総
角
、
四
四
〇
ぺ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
、
大
君
は
嘆
く
が
、
こ
の
文
末
の
「
な
り
け
り
」
に
は
、
大
君
の
深
い
悲
嘆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
「
故
宮
の
御
誠
め
に
さ
へ
違

へ
 
ヤ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

ひ
ぬ
る
こ
と
」
 
（
総
角
、
四
六
七
ぺ
）
ば
か
り
が
、
重
苦
し
い
痛
恨
と
な
っ
て

た
え
ず
大
君
の
念
頭
を
去
ら
な
か
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
7
）

 
野
村
精
一
氏
も
説
か
れ
る
如
く
、
父
八
宮
の
遺
誠
に
対
す
る
大
君
の
態
度
に

は
、
明
ら
か
に
錯
誤
な
い
し
矛
盾
が
あ
る
。
八
宮
の
訓
誠
は
、
薫
一
人
の
み
を

例
外
と
し
て
い
た
命
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
氏
の
ご
指
摘
の
と
お
り
、
大

（39）



君
に
お
け
る
「
こ
の
例
外
規
定
の
捨
象
は
、
薫
に
と
？
て
は
そ
の
意
味
が
大
き

い
」
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
君
に
は
何
ら
の
煩
悶
躊
躇
も
な
く
そ

の
例
外
規
定
が
捨
象
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
大
君
の
結
婚
拒
否
を
め
ぐ
る
思
量

の
抽
象
性
観
念
性
が
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
後
述
し
．
た
い
。

 
と
も
あ
れ
、
八
宮
の
こ
の
遣
誠
は
大
君
の
結
婚
観
に
決
定
的
な
拘
東
力
を
も

っ
て
い
元
。
わ
れ
わ
れ
は
源
氏
物
語
正
篇
に
お
い
て
、
予
言
が
運
命
的
な
拘
束

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
8
）

力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
古
代
物
語
型
式
か
ら
さ

ら
に
発
展
し
た
物
語
手
法
を
と
る
こ
の
宇
治
十
帖
に
お
い
て
も
、
そ
れ
と
類
似

の
も
の
を
見
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
薫
拒
否
に
徹
す
る
大
君
の
理
由
と
し
て
、
第
三
に
彼
女
の
人
生
観
・
そ
の
も
の

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

 
大
君
は
、
早
く
か
ら
「
男
女
の
契
り
」
 
（
「
宿
世
」
）
に
対
し
て
懐
疑
的
で

あ
っ
た
。
匂
宮
か
ら
文
通
の
あ
り
初
め
た
頃
、
返
事
を
促
す
父
に
従
う
の
は
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

君
で
あ
っ
た
。
大
君
は
「
か
や
う
の
こ
と
、
た
は
ぶ
れ
に
も
、
も
て
離
れ
給
へ

へる
、
御
心
深
さ
な
り
」
 
（
椎
本
、
三
四
四
ぺ
）
と
、
関
知
し
な
い
。
右
の
「
か

や
う
の
こ
と
」
と
は
男
女
の
交
際
の
意
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
大
君
は
常
人

ら
し
く
な
い
。
「
世
に
苛
め
き
て
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
身
な
ら
ば
、
か
、
る
御
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
を
も
、
何
か
は
も
て
離
れ
て
も
思
は
ま
し
。
さ
れ
ど
、
昔
よ
り
、
思
ひ
離
れ

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
め
た
る
心
に
て
、
い
と
苦
し
」
 
（
総
角
、
四
〇
一
ぺ
）
と
、
か
た
く
な
に
愛

を
拒
む
大
君
を
、
蕉
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
 
い
か
な
れ
ば
、
い
と
、
か
く
し
も
、
世
を
思
ひ
離
れ
給
ふ
ら
ん
。
聖
だ

 
 
 
ち
給
へ
り
し
あ
た
り
に
て
、
常
な
き
物
に
、
思
ひ
知
り
給
へ
る
に
や
。

 
 
 
（
総
角
、
四
〇
三
ぺ
）

 
と
思
量
す
る
。
 
「
世
」
と
は
、
世
の
中
、
世
間
の
意
で
あ
り
、
男
女
の
仲
、

夫
婦
関
係
を
も
意
味
す
る
。
大
君
の
入
生
観
に
触
れ
た
叙
述
で
あ
る
。
中
心
の

結
婚
に
不
幸
が
影
さ
し
は
じ
め
た
の
を
見
る
や
、
大
君
は
「
い
と
ど
、
か
か
る

か
た
を
、
憂
き
物
に
思
ひ
果
て
＼
、
 
「
猶
、
ひ
た
ぶ
る
に
、
い
か
で
、
か
く

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

う
ち
解
け
じ
。
あ
は
れ
と
思
ふ
人
の
御
心
も
、
か
な
ら
ず
つ
ら
し
と
、
思
ひ
ぬ

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

べ
き
わ
ぎ
に
こ
そ
あ
め
れ
』
」
 
（
総
角
、
四
三
ニ
ペ
）
と
思
念
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
及
ん
で
大
君
の
薫
拒
否
は
、
単
に
薫
の
み
な
ら
ず
、
男
性
一
般
の

拒
否
で
あ
り
、
世
界
観
と
し
て
の
「
世
」
捨
て
で
あ
り
、
人
生
観
と
し
て
の
結

婚
そ
の
も
の
の
拒
否
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
事
実
、
薫
と
大
君
の
交
際
は
、
そ

の
当
初
に
お
い
て
は
道
心
を
語
る
交
友
で
あ
っ
た
。
 
「
定
め
な
き
世
の
物
語
」

「
世
の
中
の
思
ふ
こ
と
の
、
あ
は
れ
に
も
、
を
か
し
く
も
、
そ
の
時
に
つ
け
た

る
有
様
」
を
語
り
合
う
同
志
で
あ
っ
た
。
 
「
常
な
き
世
の
御
物
語
に
」
応
答
す

る
大
君
の
様
子
は
落
ち
つ
い
て
上
品
な
感
じ
で
あ
っ
た
と
叙
し
て
あ
る
（
総
角

、
三
九
二
ぺ
）
。
客
観
的
な
状
況
描
写
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
大
君
の
人
生
観

が
端
的
に
描
写
さ
れ
て
い
た
。

 
こ
の
よ
う
に
、
大
君
の
薫
拒
否
は
、
そ
の
ま
ま
「
宿
世
」
の
否
定
で
あ
り
、

「
世
」
そ
の
も
の
の
否
定
で
あ
り
、
結
婚
の
否
定
で
あ
っ
た
（
総
角
、
四
四
一

ぺ
）
。
世
の
否
定
は
究
．
極
的
に
は
死
か
宗
教
か
の
い
ず
れ
か
を
帰
結
点
と
す

る
。
重
態
に
陥
っ
た
と
き
大
君
は
、

 
 
 
猶
、
か
か
る
つ
い
で
に
、
い
か
で
絶
せ
な
む
。
一
（
中
略
）
1
も
し
、

 
 
 
命
、
し
ひ
て
と
ま
ら
ば
、
病
に
こ
と
づ
け
て
、
か
た
ち
変
へ
て
ん
（
総

 
 
 
角
、
四
五
九
ぺ
）

と
念
じ
て
い
る
が
、
こ
の
思
念
の
根
源
は
深
か
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
現
世
無
常
の
仏
教
的
人
生
観
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
で
あ

（ zK） ）



る
。
こ
れ
は
、
．
太
君
の
薫
求
愛
拒
否
の
心
情
が
思
想
な
り
人
生
観
に
ま
で
発
展

し
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
正
確
に
は
、
そ
の
よ
う
な
思
想
性
抽
象
性
の
広

が
り
の
申
で
の
み
大
君
の
薫
拒
否
と
い
う
こ
と
が
は
じ
め
を
生
起
し
得
た
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

 
こ
の
よ
う
な
結
婚
拒
否
を
基
調
と
し
て
大
君
の
人
物
像
は
造
型
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
物
語
世
界
に
お
い
て
い
か
な
る
典
型
で
あ
っ
た
の
か
。

前
述
の
結
婚
拒
否
の
理
由
そ
の
も
の
の
中
に
そ
れ
は
探
求
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。 

注
意
深
く
読
む
と
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
大
君
の
薫
と
の
結
婚
拒
否
は
い

く
つ
か
の
錯
誤
な
い
し
矛
盾
や
飛
躍
を
含
ん
で
い
る
。
野
村
氏
の
ご
指
摘
の
と

お
り
（
前
述
）
、
故
八
宮
の
遺
誠
（
前
掲
）
に
は
唯
一
の
例
外
規
定
が
あ
っ
た
は

ず
で
、
八
尋
は
生
前
自
分
の
死
後
の
娘
た
ち
の
後
見
を
薫
に
く
れ
ぐ
れ
も
依

頼
し
内
心
密
か
に
結
婚
を
も
望
ん
で
い
た
（
椎
本
、
三
四
六
～
八
ぺ
参
照
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
9
）

大
君
自
身
そ
の
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
「
父
早
宮

の
訓
戒
は
特
に
大
君
に
だ
け
垂
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
八
宮
が
薫
と

の
結
婚
を
望
ん
だ
の
も
、
必
ず
し
も
大
君
に
と
限
っ
て
い
な
か
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
大
君
は
父
の
訓
戒
を
自
分
一
人
に
の
み
掟
て
、
し
か
も
そ
の
訓
戒
に

あ
る
唯
一
の
例
外
規
定
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
自
己
の
生
き
方

を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
君
自
身
の
論
理
を
全
う
す
る
た
め
の
意
図

的
な
曲
解
で
あ
り
、
断
裁
で
あ
る
。
大
君
が
父
の
遣
誠
を
振
り
か
ざ
し
て
自
分

の
結
婚
を
否
定
し
申
君
に
薫
と
の
邑
楽
を
す
す
め
る
と
き
、
中
墨
は

、
字
治
十
帖
研
究
序
説
i
大
君
の
人
物
像
を
ど
う
把
握
す
る
か
一

 
 
 
一
所
を
の
み
や
は
、
『
さ
て
、
世
に
果
て
給
へ
』
と
は
、
き
こ
え
給
ひ

 
 
 
け
ん
。
は
か
ば
か
し
く
も
あ
ら
ぬ
、
身
の
後
め
た
さ
は
、
数
添
ひ
た
る

 
 
 
や
う
に
こ
そ
、
思
さ
れ
た
め
り
し
か
。
 
（
総
角
、
三
九
九
ぺ
）

と
答
え
て
い
る
が
、
大
君
の
思
量
の
矛
盾
・
飛
躍
を
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
言

辞
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

 
ま
た
例
え
ば
、
薫
を
中
君
に
と
の
心
遣
い
も
、
確
か
に
姉
と
し
て
の
妹
に
対
す

る
愛
情
と
み
る
こ
と
が
否
み
難
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
心
境
に
つ
い
て
も
疑
点

が
残
る
。
二
人
の
寝
室
に
薫
が
侵
入
し
た
と
き
の
大
君
の
態
度
や
心
境
（
総
角

四
〇
四
ぺ
、
前
出
）
な
ど
、
あ
れ
は
要
す
る
に
薫
か
ら
の
逃
避
保
身
に
す
ぎ
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
0
）

い
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
中
山
故
に
許
さ
れ
な
い
の
な
ら
ば
と
、
匂
宮
を

中
君
に
会
わ
せ
て
お
い
て
大
君
に
迫
る
薫
だ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
大
君
の
態
度

（
総
角
、
四
［
六
ぺ
）
に
も
、
薫
か
ら
の
求
婚
を
避
け
る
こ
と
自
体
が
先
走
っ

て
い
る
と
の
感
を
免
れ
得
な
い
。

 
ま
た
、
匂
宮
と
中
興
夫
婦
の
例
か
ら
、
，
結
婚
を
信
ぜ
ず
（
総
角
、
四
四
〇

ぺ
）
、
「
宿
世
」
を
否
定
す
る
大
君
の
態
度
に
は
、
著
し
く
抽
象
的
な
観
念
だ

け
を
追
求
し
て
い
る
人
物
像
が
見
え
て
い
る
。
大
君
の
論
理
は
自
己
の
生
々
し

い
直
接
体
験
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
か
う
た
し
、
薫
と
匂
宮
と
を
男
性
一
般
の

抽
象
に
お
い
て
性
急
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
作
者
が
匂
宮
の
巻
以
来
精
叙
し

た
二
人
の
性
格
の
相
異
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
の
問
い
を
必
然
的
に
生
ぜ
し

め
る
。
一
事
の
特
例
か
ら
一
般
を
律
す
る
と
こ
ろ
に
、
抽
象
的
な
観
念
に
埋
驚

し
ゃ
す
い
大
君
像
の
本
領
が
あ
る
。

 
大
君
造
型
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
錯
誤
や
飛
躍
は
、
勿
論
、
マ
イ
ナ
ス
に
機

能
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
大
君
が
宗
教
的
人
間
像
を
明
確
に
獲
得
す

る
た
め
の
必
須
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
と
私
は
解
し
た
い
。
そ
れ
は
、
紫
式

（41）



部
の
宗
教
志
向
の
頂
点
に
造
形
さ
れ
、
同
時
に
、
宗
教
批
判
の
偽
ら
ぎ
る
表
明

で
あ
う
た
の
で
あ
る
。

 
と
も
あ
れ
、
大
君
の
人
物
像
と
は
「
人
間
否
定
を
観
念
的
に
固
執
し
て
、
結

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
1
V

婚
拒
否
と
い
う
抽
象
性
に
生
き
る
人
間
」
で
あ
る
こ
と
が
肯
か
れ
る
。
し
か

も
、
彼
女
の
思
惟
方
法
は
常
に
現
実
か
ら
自
己
を
逃
避
さ
せ
、
固
定
化
さ
せ
る

と
い
ラ
、
閉
鎖
的
自
律
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
現
実
に
お
け
る
人
間
の

愛
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
故
に
ま
た
、
永
遠
不
変
な
る
愛
を
慕
う
気
持
も

強
か
っ
た
（
総
角
、
四
五
九
ぺ
）
。
大
君
は
徹
底
的
に
宗
教
的
な
人
物
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
大
君
像
の
造
型
の
営
為
が
、
作
者
紫
式
部
自
身
の
結
婚

観
の
直
接
の
投
影
で
あ
り
、
源
氏
物
語
正
篇
の
諸
人
物
の
生
の
極
点
に
あ
る
も

の
の
探
求
で
あ
る
こ
と
は
、
紫
式
部
日
記
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
諸
氏
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
2
）

指
摘
に
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
、
作
者
の
平
安
貴
族
文
化
の
欺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
3
）

購
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
石
田
穣
二
氏
は
従
来
の
大
君
論
に
不
満
を
示
さ
れ
、
「
多
く
は
、

そ
の
拒
否
（
注
、
大
君
の
薫
求
婚
拒
否
）
の
理
由
を
精
細
に
数
え
立
て
る
。
物

語
申
の
人
物
の
結
婚
問
題
を
、
あ
た
か
も
現
実
の
我
々
の
そ
れ
の
如
く
考
量
し

て
み
て
何
に
な
ろ
う
。
大
い
君
の
思
量
の
妥
当
、
不
妥
当
を
言
っ
て
み
て
も
そ
れ

が
何
に
な
ろ
う
。
 
（
中
略
）
大
い
君
の
死
の
原
因
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
み
て
も
、

そ
の
結
婚
拒
否
の
理
由
を
数
え
立
て
て
み
て
も
、
決
し
て
そ
れ
は
物
語
の
核
心

に
触
れ
な
い
。
 
（
申
略
）
我
々
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
長
い
君
の
死
を
納
得
す

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
（
申
略
）
作
者
は
読
者
を
納
得
さ
す
べ
く
つ
と
め
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
4
）

る
の
が
真
相
な
の
で
あ
る
」
と
述
．
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
提
言
は
示
唆
深
い
。

だ
が
、
そ
の
結
婚
拒
否
の
理
由
を
数
え
立
て
る
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い

ほ
ど
の
完
壁
さ
正
確
さ
豊
か
さ
の
裡
に
こ
そ
、
大
君
の
人
物
像
の
全
体
が
あ

り
、
そ
の
意
味
で
大
君
結
婚
拒
否
の
思
量
の
い
ち
い
ち
は
「
物
語
の
核
心
」
と

し
て
完
結
し
た
目
的
体
な
の
で
は
な
い
か
。
問
題
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
大

君
を
こ
の
宇
治
十
帖
の
世
界
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
で
あ
る
。
さ
ら
に
限
定

し
て
、
宇
治
十
帖
前
半
の
橋
姫
物
語
の
世
界
に
お
け
る
大
君
像
の
位
置
づ
け
で

あ
る
。
主
題
論
の
側
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
場
合
な
ら
、
大
君
の
宗
教
性
に
盛

ろ
う
と
し
た
作
者
の
人
間
観
の
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

四

 
論
点
が
少
し
変
わ
る
の
だ
が
、
宇
治
十
帖
の
物
語
構
成
の
方
法
と
し
て
き
わ

め
て
特
徴
的
な
も
の
は
、
清
水
好
子
氏
の
ご
指
摘
に
も
あ
る
「
二
者
対
照
」
の

 
 
 
 
（
註
得
）

方
法
で
あ
る
。
大
君
と
道
程
、
薫
と
匂
宮
な
ど
の
人
物
の
対
照
は
も
と
よ
り
、

理
念
思
想
の
面
に
お
け
る
地
上
的
な
も
の
と
非
地
上
的
な
も
の
、
好
色
と
求
道
、

霊
と
肉
な
ど
の
対
照
法
が
著
し
い
。
「
妹
に
よ
っ
て
鮮
明
に
な
る
姉
、
匂
宮
に
よ

っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
薫
、
こ
の
対
応
す
る
二
つ
の
対
照
は
姉
と
薫
と
が
相
呼

ぶ
人
物
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
妹
と
匂
宮
の
結
び
つ
き
を
も

た
ら
し
、
こ
こ
に
二
重
に
対
照
的
な
二
組
の
恋
人
を
つ
く
る
。
宇
治
十
帖
は
こ

の
緊
密
な
二
者
対
照
の
均
衡
へ
の
高
ま
り
と
、
大
君
の
死
後
こ
の
均
衡
が
破
れ

対
照
的
な
二
人
の
男
が
対
照
的
な
姉
妹
二
人
な
が
ら
繋
が
る
一
人
の
浮
舟
に
集

申
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
破
局
を
持
っ
た
均
整
の
と
れ
た
形
式
で
あ
る
」
と
清

水
氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
妥
当
な
ご
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
私
は
、
こ
の
よ
う

な
対
照
法
だ
け
で
は
解
明
さ
れ
な
い
も
の
が
な
お
残
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
例
え
ば
、
そ
の
対
照
に
お
い
て
、
大
君
の
人
物
像
の
深
長
さ
に
比
較
し
て

（42）



警
鐘
の
そ
れ
が
あ
ま
り
に
懸
樋
で
あ
り
す
ぎ
は
し
な
い
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問

か
ら
、
さ
ら
に
、
先
の
二
組
の
対
照
的
な
恋
人
の
一
人
大
君
の
死
が
も
た
ら
す

均
衡
の
破
れ
が
、
薫
と
匂
宮
と
母
君
の
三
角
関
係
と
い
う
構
図
に
で
は
な
く
、

大
君
の
形
代
浮
舟
と
い
う
新
し
い
女
性
を
登
場
さ
せ
る
構
図
に
展
渇
す
る
事
実

を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
疑
問
ま
で
、
い
く
つ
か
の
間
題
が
私
に
投
げ
か
け

ら
れ
て
く
る
。

 
大
君
と
中
君
と
は
確
か
に
対
照
の
方
法
の
中
に
造
型
さ
れ
て
い
る
。
姉
妹
の

性
格
の
相
異
な
ど
も
早
く
か
ら
描
か
れ
て
お
り
、

 
 
 
ひ
め
君
は
、
心
ば
せ
静
か
に
、
よ
し
あ
る
方
に
て
、
見
る
目
・
も
て
な

 
 
 
し
も
、
気
高
く
、
心
に
く
き
さ
ま
そ
し
給
へ
る
（
橋
姫
、
二
九
九
ぺ
）

と
か
、

 
 
 
ひ
め
君
は
、
ら
う
ら
う
じ
く
、
深
く
、
お
も
り
か
に
見
え
給
ふ
。
わ
か

 
 
 
君
は
、
お
ほ
ど
か
に
、
ら
う
た
げ
な
る
さ
ま
し
て
、
．
物
づ
＼
み
し
た
る

 
 
 
け
は
ひ
、
い
と
、
う
つ
く
し
う
、
さ
ま
ぐ
に
お
は
す
。
 
（
橋
姫
、
三

 
 
 
〇
一
ぺ
）

な
ど
の
叙
述
が
見
ら
れ
る
。
や
が
て
薫
の
求
婚
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
性
格
の
ち

が
い
は
正
に
対
照
的
に
浮
き
彫
り
さ
れ
て
く
る
。
大
君
は
思
慮
深
く
理
想
的
非

地
上
的
で
あ
り
、
中
君
は
現
実
的
で
地
上
的
現
在
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
概
し

て
申
君
の
人
物
像
は
曖
昧
で
あ
り
、
殊
に
心
理
描
写
が
少
な
い
。
作
者
は
明
ら
か

に
大
君
の
方
に
比
重
を
置
き
、
敢
え
て
言
え
ば
、
大
君
を
自
画
像
と
し
て
描
い

て
い
る
。
総
角
の
巻
で
は
、
申
君
は
単
に
大
君
の
人
物
像
を
造
型
す
る
た
め
の

一
手
段
と
の
感
が
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
中
君
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
は
そ
れ

ほ
ど
異
和
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
現
実
的
で
具
体
的
な
人
物
像
を
確
保
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
作
者
は
対
照
的
に
大
君
の
反
措
定
と
し
て
の
申
君
像
を
意
図
し

宇
治
十
帖
研
究
序
説
i
大
君
の
人
物
像
を
ど
う
把
握
す
る
か
一

て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
中
君
の
人
物
像
は
必
ず
し
も
作
者
の
意
図
を

満
足
さ
せ
る
だ
け
十
分
形
象
化
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

 
ま
た
、
大
沼
の
死
に
よ
っ
て
破
ら
れ
た
二
組
の
対
照
的
恋
人
の
均
衡
に
つ
い

て
私
は
考
え
る
。
大
君
の
死
後
、
薫
と
遷
宮
と
中
君
の
三
人
の
関
係
を
物
語
展
開

の
主
要
な
契
機
と
し
て
積
極
的
に
構
想
化
し
な
い
で
、
新
た
な
浮
舟
を
も
っ
て

し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
不
当
だ
と
言
う
つ
も
り
は
私
に
全
く
な
い
。
そ

れ
こ
そ
作
者
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
照
的
な
男
女
を
通
し
て
展
開
し
た

二
組
の
恋
愛
が
主
た
る
方
法
で
あ
る
と
き
、
そ
の
中
の
一
人
を
欠
く
こ
と
に

よ
っ
て
残
る
三
人
の
関
係
が
新
た
な
状
況
に
再
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め

て
自
然
な
予
想
で
あ
る
。
事
実
、
薫
と
申
君
と
の
関
係
は
恋
愛
に
発
展
し
、
匂

宮
と
併
せ
て
、
三
角
関
係
に
ま
で
緊
張
状
況
を
招
来
せ
し
め
ん
と
し
た
こ
と
は

後
続
の
早
蕨
の
巻
、
宿
木
の
巻
に
詳
し
い
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
も
、
大
君
の

生
前
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
は
確
か
に
伏
線
を
も
っ
て
い
た
。
薫
の
大
君
に
対
す

る
愛
情
は
そ
の
死
に
至
る
ま
で
終
始
一
貫
し
て
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

大
君
の
執
拗
な
拒
否
に
あ
い
、
妹
中
君
と
の
結
婚
ば
か
り
を
請
求
さ
れ
て
、
薫
は

中
君
と
契
る
「
宿
世
」
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
し
（

総
角
、
四
〇
五
ぺ
）
、
薫
が
今
更
妹
中
君
に
移
り
変
わ
ら
な
い
の
は
、
周
囲
の
人

々
（
特
に
弁
の
君
）
か
ら
軽
薄
だ
と
非
難
さ
れ
そ
う
だ
か
ら
な
の
だ
と
、
い
か

に
も
小
心
な
俗
物
根
性
を
見
せ
て
い
る
叙
述
も
あ
る
（
総
角
、
四
〇
九
ぺ
）
。

薫
は
そ
の
と
き
、
大
君
に
「
心
染
め
け
ん
だ
に
悔
し
く
」
と
い
っ
て
い
る
。

薫
の
心
情
の
揺
れ
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
臨
終
の
床
で
大
君
が
「

・
妹
と
結
婚
し
て
下
さ
っ
て
い
た
ら
私
も
安
心
し
て
死
ね
も
さ
れ
ま
す
の
に
」
と

言
う
の
に
対
し
て
、
薫
は
、

 
 
 
い
か
に
も
く
、
こ
と
ざ
ま
に
、
こ
の
世
を
思
ひ
か
㌧
づ
ら
ふ
方
の
侍

（43）



 
 
 
ら
ざ
り
つ
れ
ば
、
御
お
も
む
け
に
従
ひ
聞
え
ず
な
り
に
し
。
今
な
ん
、

 
 
 
く
や
し
く
心
苦
し
う
も
お
ぼ
ゆ
る
。
さ
れ
ど
も
、
う
し
ろ
め
た
く
な
思

 
 
 
ひ
聞
え
給
ひ
そ
。
 
（
総
角
、
四
六
二
ぺ
）

と
答
え
て
い
る
。
．
こ
の
薫
の
詞
は
む
ろ
ん
大
君
に
対
す
る
慰
め
で
あ
る
。
が
、

こ
れ
以
後
薫
が
、
た
と
え
後
見
と
い
う
役
目
を
も
っ
て
に
し
ろ
、
尊
君
と
の
関

係
を
続
け
る
こ
と
を
こ
こ
で
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
が
恋
愛
に

発
展
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
読
者
の
容
易
に
察
知
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
迫
ち
な
み
に
、
総
角
の
巻
の
末
尾
に
は
、
薫
と
昼
過
と
の
聞
柄
を
早
く

も
邪
推
す
る
匂
宮
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
て
、
匂
宮
夫
婦
と
薫
と
の
三
角
関
係
と
い
う
事
態
は
、
確
か
に
、
そ

の
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
、
浮
舟
の
登
場
に
よ
っ

て
解
消
さ
れ
、
後
半
の
浮
舟
物
語
に
お
け
る
全
く
新
し
い
人
物
関
係
へ
と
急
転

回
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
大
君
の
世
界
と
浮
舟
の
世
界
の
関
連
性

の
問
題
が
問
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
世
界
の
関
連
性
な
い
し
統
一

性
の
問
題
は
、
大
君
の
人
物
像
を
究
極
的
に
ど
う
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
を

鍵
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
藤
村
潔
氏
に
よ
る
と
、
大
君
の
結
婚
拒
否
は
「
作
者
の
観
念
的
苦
悩
自
体
の

物
語
的
表
現
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
大
君
亡
き
あ
と
に
展
開
さ
れ
る
物
語
は
そ

の
本
質
に
過
て
、
大
君
の
世
界
と
何
等
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
董
…
が
中
細
を

失
い
、
更
に
浮
舟
を
も
失
っ
た
の
は
、
大
君
の
世
界
の
だ
め
押
し
で
あ
っ
た
と

い
え
る
」
と
解
さ
れ
、
「
宇
治
の
物
語
は
大
君
の
世
界
か
ら
展
開
し
て
、
ま
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
6
）

大
君
の
世
界
に
か
え
っ
た
」
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
石
田
穣
二
氏
は
「

大
い
君
の
死
の
場
面
に
は
、
高
度
の
完
結
の
響
き
が
あ
る
。
橋
姫
以
来
書
き
続

け
ら
れ
て
来
た
世
界
の
意
味
が
、
一
挙
に
明
ら
か
に
な
り
、
一
望
の
下
に
見
渡

さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
不
思
議
な
視
野
を
我
々
に
ひ
ら
く
何
も
の
か
が
あ

（
註
1
7
）

る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
両
氏
に
は
、
問
題
点
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
領

域
も
論
点
も
ち
が
っ
て
い
る
の
で
、
両
説
を
即
座
に
並
記
す
る
事
は
許
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
も
大
君
の
存
在
を
重
視
し
そ
こ
に
完
結
し
た
一
つ
の

世
界
を
見
て
お
ら
れ
る
点
は
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
森
岡
常
夫

氏
は
、
大
君
の
世
界
と
浮
舟
の
世
界
と
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
相
異
な
っ
て
対

照
的
で
あ
る
と
の
基
本
的
見
解
に
立
た
れ
、
大
君
の
人
間
像
の
宗
教
性
を
指
摘

さ
れ
た
あ
と
、
 
「
そ
れ
は
い
わ
ば
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
の
愛

は
、
い
か
に
宗
教
的
な
も
の
に
接
近
し
て
も
、
そ
れ
が
一
致
す
る
は
ず
は
な

い
。
作
者
は
そ
の
よ
う
な
解
決
に
満
足
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
今
一
身
丈

を
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浮
舟
の
世
界
の
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由

 
 
 
 
 
（
註
1
8
）

は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
」
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
藤
村
氏
と
森
岡
氏
と
で
は
、
宇

治
十
帖
の
世
界
の
解
釈
に
明
ら
か
な
相
異
が
み
ら
れ
る
。
私
見
を
述
べ
て
本
稿

の
一
応
の
結
論
と
し
た
い
。五

 
薫
と
大
君
の
恋
は
、
大
君
の
死
に
お
い
て
最
も
宗
教
的
な
愛
の
永
遠
化
が
達

成
さ
れ
、
大
君
は
薫
に
と
っ
て
永
遠
の
恋
人
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
薫

と
大
君
の
対
応
関
係
に
お
い
て
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
来
二

人
は
、
互
に
同
質
の
世
界
一
現
世
否
定
の
宗
教
世
界
に
生
き
る
人
髪
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
。
薫
は
幼
く
し
て
父
（
光
源
氏
）
に
死
別
し
、
自
分
の
出
生

の
秘
密
を
知
り
こ
の
世
は
悲
し
い
も
の
と
思
い
至
り
、
現
世
的
な
栄
達
と
か
色

恋
沙
汰
は
全
く
眼
中
に
な
か
っ
た
（
田
本
、
三
六
三
ぺ
）
。
 
「
い
と
、
あ
や
し

（44）



き
本
性
に
て
、
世
の
中
に
、
心
を
し
む
る
方
な
か
り
つ
る
」
 
（
総
角
、
三
八
四

ぺ
）
の
で
あ
っ
た
。
薫
の
大
君
へ
の
愛
が
世
間
並
み
の
好
色
に
よ
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
、
薫
自
身
の
口
を
通
し
て
度
々
説
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
'
大
君
の

世
界
も
本
質
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
。

 
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
人
は
最
後
ま
で
平
行
関
係
を
保
ち
、
大
君
の
死
に
お
い

て
極
点
に
達
す
る
。
二
人
が
相
互
ふ
さ
わ
し
い
人
間
で
あ
っ
た
の
は
、
最
も
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
9
）

く
対
立
す
る
人
間
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
薫
の
如

き
理
想
的
貴
公
子
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
大
君
と
同
じ
宗
教
的
世
界
に
棲

息
す
る
薫
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
君
の
深
い
内
面
生
活
に
対
し
て
遂

に
無
縁
で
あ
っ
た
の
は
何
故
か
。

 
秋
山
慶
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
物
語
の
進
行
に
つ
れ
て
、
作
者
の
人
間
追

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
0
）

求
の
態
度
が
、
は
っ
き
り
と
大
君
の
方
に
傾
き
、
そ
れ
に
反
比
例
し
て
、
薫
像

の
通
俗
化
が
進
む
こ
と
を
、
私
ど
も
も
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
私
が

先
に
述
べ
た
、
大
君
と
中
薬
の
対
照
に
お
け
る
中
君
像
の
造
型
不
足
も
、
こ
の

こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
う
。
薫
の
人
生
観
の
根
本
に
仏
道
欣
求
の
思
想
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
薫
に
身
も
心
も
閉
し
て
い
る
大
君
の
か
た
く
な
さ
を
難

じ
る
侍
女
た
ち
の
言
葉
は
、
薫
の
世
界
の
通
俗
的
側
面
の
代
弁
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
大
君
の
死
後
、
悲
歎
に
く
れ
る
薫
が
詠
ん
だ
歌

 
 
 
恋
ひ
わ
び
て
死
ぬ
る
薬
も
ゆ
か
し
き
に
雪
の
山
に
や

 
 
 
跡
を
け
な
ま
し

に
対
し
て
、
作
者
は
「
『
な
か
ば
な
る
偶
、
教
へ
け
ん
鬼
も
が
な
。
こ
と
つ
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

投
げ
ん
」
と
思
す
そ
、
凌
ぎ
た
な
き
聖
心
な
り
け
り
」
 
（
総
角
、
四
六
六
ぺ
）
、

と
、
薫
の
道
心
の
乱
れ
を
痛
烈
に
皮
肉
っ
て
い
る
が
、
薫
の
大
君
へ
の
接
近
の

裏
側
が
こ
こ
に
如
実
に
明
か
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
 
「
薫
の
俗
物
性
」

宇
治
十
帖
研
究
序
説
一
大
君
の
人
物
像
を
ど
う
把
握
す
る
か
一

（
清
水
氏
）
は
こ
の
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。

 
か
つ
て
、
か
た
く
な
に
結
婚
を
拒
否
す
る
大
君
を
還
し
て
侍
女
た
ち
が
言
う

詞
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
詞
が
見
ら
れ
る
。

 
 
 
い
か
な
る
人
か
、
い
と
、
か
く
て
、
世
を
ば
過
ぐ
し
果
て
給
ふ
べ
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
 
松
の
葉
を
す
き
て
勤
む
る
山
伏
だ
に
、
生
け
る
身
の
、
捨
て
難
さ
に
よ

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
 
り
て
こ
そ
、
佛
の
御
教
へ
を
も
、
道
く
に
別
れ
て
は
、
行
ひ
な
す
な

 
 
 
れ
。
 
（
総
角
、
三
八
六
ぺ
）

 
 
 
あ
な
が
ち
に
、
も
て
離
れ
さ
せ
給
う
て
、
お
ぼ
し
お
き
つ
る
や
う
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
 
お
こ
な
ひ
の
本
意
を
遂
げ
給
ふ
と
も
、
さ
り
と
て
、
雲
．
霞
を
や
は
（

 
 
 
総
角
、
四
〇
三
ぺ
）

平
安
朝
貴
族
社
会
の
常
識
か
ら
仏
道
の
世
界
を
批
評
し
た
、
あ
り
ふ
れ
た
言
辞

な
の
だ
が
、
こ
の
常
識
と
徹
底
的
に
対
立
し
た
大
君
の
世
界
は
隅
急
激
に
常
識

の
世
界
に
傾
き
は
じ
め
た
薫
の
世
界
と
は
、
ま
さ
に
対
極
を
な
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
薫
の
世
界
は
あ
ま
り
に
も
人
間
的
で
あ
っ
た
。
人
は
そ
れ
を
し
ば
し
ば

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
受
け
と
る
。
し
か
し
、
そ
の
宗
教
的
人
間
像
と
し
て
の

大
君
の
完
壁
さ
に
比
べ
、
薫
の
こ
の
よ
う
な
人
間
的
に
豊
か
な
感
情
の
傾
き

を
、
私
は
薫
の
弱
点
と
は
見
た
く
な
い
。
大
君
の
人
間
像
が
宗
教
的
か
つ
非
現

実
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
薫
は
い
っ
そ
う
現

世
的
地
上
的
な
人
物
に
造
型
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
薫
の
心
の
動
揺

こ
そ
が
実
は
宇
治
十
帖
の
世
界
の
重
大
な
モ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
作

者
は
、
宇
治
十
帖
の
全
体
に
試
み
よ
う
と
す
る
主
題
を
薫
と
大
君
の
い
ず
れ
に

よ
り
大
き
く
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
者
は
宇
治
十
帖
に
お
い

て
、
矛
盾
と
苦
悩
に
満
ち
た
人
間
現
実
の
救
済
を
宗
教
の
世
界
に
求
め
て
い
こ

（45）



う
と
試
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
疑
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
人

間
救
済
の
主
題
を
、
作
者
は
ま
ず
薫
創
造
の
営
為
を
通
し
て
追
求
し
は
じ
め

た
。
宇
治
十
帖
の
発
端
が
、
薫
が
全
身
に
ひ
っ
さ
げ
て
い
る
人
間
の
原
罪
へ
の

深
い
内
省
と
い
う
状
況
設
定
か
ら
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
く
ま

で
も
重
要
で
あ
る
。
だ
が
、
薫
と
大
君
の
蓬
遁
を
通
し
て
造
型
さ
れ
る
大
君

を
、
作
者
は
自
己
の
分
身
と
し
て
描
い
た
。
大
君
も
宗
教
的
人
問
で
あ
る
。
同

じ
宗
教
の
世
界
に
生
き
、
同
じ
主
題
を
担
う
は
ず
の
薫
と
大
野
が
、
こ
こ
で
相

互
に
対
極
に
立
つ
対
応
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
為
に
、
求
道
者
薫
か
ら
求
婚

者
薫
へ
の
転
落
と
い
う
犠
牲
が
払
わ
れ
た
。
し
か
も
作
者
は
大
君
の
造
型
に
集

中
し
た
。
作
者
自
身
が
、
女
と
し
て
当
時
の
貴
族
社
会
の
中
に
生
き
ぬ
く
と
き

に
想
念
し
た
人
間
苦
の
現
実
を
、
女
性
で
あ
る
大
君
に
仮
托
し
て
追
求
し
た
こ

と
は
、
き
わ
め
て
当
然
で
あ
る
。
大
君
は
徹
底
し
た
宗
教
的
非
地
上
良
書
を
欣

求
し
た
。
し
か
も
そ
の
思
量
の
方
法
は
き
わ
め
て
抽
象
的
観
念
的
で
あ
り
、
か

つ
自
律
的
自
閉
的
で
あ
っ
た
。
薫
と
の
恋
は
、
彼
女
の
死
に
お
い
て
こ
そ
完
成

し
、
愛
の
永
遠
化
が
全
う
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
彼
女
は
完
壁
で
あ
っ

た
が
、
逆
に
薫
を
地
上
的
現
世
的
世
界
の
人
間
像
に
転
じ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
大
君
と
は
、
そ
の
死
に
お
い
て
生
を
終
焉
し
、
恋
を
完
成
し
た
、
そ
う
い
う

人
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
薫
の
求
道
心
を
人
間
的
な
情
念
の
次
元
に
ま
で
揺
り

動
か
す
こ
と
を
そ
の
潔
い
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
君
の
世
界
で
、
作

者
は
、
人
間
原
罪
か
ら
の
救
済
と
い
う
主
題
を
解
き
明
か
し
果
し
た
で
あ
ろ
う

か
。
私
は
否
定
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
大
君
の
清
純
で
厳
粛
な
当
の
死
に

あ
る
。
そ
の
発
端
に
お
い
て
薫
に
仮
托
し
て
作
者
が
意
図
し
た
と
こ
ろ
の
宗
教

的
救
済
の
問
題
は
、
大
君
の
創
造
に
よ
っ
て
確
か
に
そ
の
本
体
を
赤
裸
に
し
は

し
た
が
、
人
間
苦
の
解
決
を
死
に
委
ね
る
と
こ
ろ
に
、
な
お
こ
の
命
題
は
未
解

決
の
ま
ま
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
作
者
が
浮
舟
物
語
を
展
開
す
る
必

然
性
が
あ
る
。
岡
崎
義
恵
氏
や
青
木
生
子
氏
の
ご
見
解
の
如
く
、
宇
治
の
物
語

で
は
、
あ
く
ま
で
も
薫
が
申
心
で
あ
り
、
大
君
や
浮
舟
の
恋
愛
も
そ
の
立
場
で

と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
宇
治
十
帖
の
世
界
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
二
者
対
照
の
方
法
に
し
て
も
、
単
に

そ
の
対
照
に
よ
る
物
語
世
界
の
緊
張
や
明
瞭
さ
の
た
め
に
の
み
そ
れ
は
あ
っ
た

の
で
は
な
い
。
そ
の
二
極
二
律
の
間
に
身
を
置
い
て
激
し
く
苦
悶
す
る
人
間
現

実
そ
の
も
の
の
を
、
作
者
の
両
眼
が
執
拗
に
追
求
し
て
い
っ
た
と
き
、
自
ら
そ

の
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
半
で
は
、
道
心
と
恋
情
の
間
に
葛

藤
す
る
薫
、
後
半
で
は
、
誠
実
（
薫
）
と
多
情
（
匂
宮
）
の
間
に
身
を
裂
く
浮

舟
の
問
題
こ
そ
が
宇
治
十
帖
の
本
質
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

揺
れ
や
葛
藤
を
も
た
な
い
大
君
の
生
と
死
は
、
あ
り
う
べ
き
一
女
性
の
典
型
と

は
な
り
得
て
も
、
人
間
の
現
世
苦
と
そ
の
救
済
を
追
求
し
て
や
ま
な
い
作
者
に

と
っ
て
は
、
や
は
り
一
つ
の
実
験
で
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

実
験
は
失
敗
し
た
。
現
世
捨
象
の
宗
教
で
は
、
な
お
律
し
つ
く
せ
な
い
も
の
の

多
い
人
間
の
生
な
の
で
あ
る
。
紫
式
部
が
内
心
に
お
い
て
切
実
に
仏
道
を
志
向

し
な
が
ら
も
、
一
方
で
仏
道
だ
け
で
俄
に
解
決
で
き
な
い
人
間
の
生
を
い
か
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
1
）

深
く
見
つ
め
て
い
た
か
は
、
彼
女
の
日
記
が
よ
く
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
物
語

は
、
再
び
薫
の
担
う
生
の
根
源
的
問
題
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
浮
舟
物

語
へ
と
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
昭
4
3
・
9
・
3
0
）
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註
（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

高
橋
和
夫
「
源
氏
物
語
の
主
題
と
構
想
」
 
（
昭
4
1
・
2
、
桜
楓

社
）橋

姫
物
語
執
筆
中
に
浮
舟
物
語
が
構
想
さ
れ
な
か
っ
た
と
の
見

解
（
高
橋
氏
、
藤
村
氏
な
ど
）
を
肯
定
し
て
も
、
な
お
作
品
形

象
の
統
一
性
は
追
求
さ
れ
る
。

森
岡
常
夫
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
 
（
昭
4
2
・
1
1
、
弘
文
堂
書

房
）
 
同
 
 
「
『
宇
治
十
帖
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
 
（
解
釈
と

鑑
賞
、
昭
3
6
・
1
0
）

（
3
）
に
よ
る
と
、
森
岡
氏
は
妹
聖
君
に
対
す
る
愛
情
と
大
君

の
宿
世
観
の
二
点
に
要
約
し
て
お
ら
れ
る
。

森
岡
（
2
）
、
篠
原
昭
二
「
源
氏
物
語
の
人
間
像
」
 
（
国
文
学

昭
4
3
・
5
）

橋
姫
の
巻
冒
頭
参
照

野
村
精
一
「
源
氏
物
語
の
問
題
一
宇
治
十
帖
の
人
間
像
e
l
」

国
語
と
国
文
学
（
昭
3
4
・
4
）

拙
稿
「
源
氏
物
語
の
短
篇
手
法
に
つ
い
て
」
 
（
「
国
文
学
研

究
」
第
二
号
 
梅
光
女
学
院
大
学
（
昭
4
1
．
1
1
）

総
角
の
巻
（
三
九
四
ぺ
）
に
、
 
「
故
宮
も
、
 
『
さ
や
う
な
る
御

心
ば
へ
あ
ら
ば
』
と
折
く
、
の
給
ひ
、
思
す
め
か
り
し
か
ど

…
…
」
と
い
う
大
君
自
身
の
述
懐
が
あ
る
。

（
5
）
の
篠
原
氏
の
論
文
。

（
1
）
に
同
じ
。

森
岡
常
夫
（
3
）
、
田
中
常
正
「
源
氏
物
語
宇
治
十
帖
に
於
け
る

大
君
の
世
界
の
持
つ
意
義
」
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
2
8
・
3
）
、

宇
治
十
帖
研
究
序
説
-
大
君
の
入
物
像
を
ど
う
把
握
す
る
か
一

（
1
3
）

AA15 14
v Nb一

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

今
井
源
衛
「
源
氏
物
語
登
場
人
物
の
性
格
と
役
割
」
 
（
国
文
学

昭
3
4
）

重
松
信
弘
「
源
氏
物
語
の
構
想
と
鑑
賞
」
 
（
昭
3
7
・
2
、
風
間

書
房
）

石
田
穣
二
「
総
角
」
の
巻
解
説
（
国
文
学
、
昭
4
1
。
6
）

清
水
好
子
「
世
を
う
ち
山
の
を
ん
な
ぎ
み
」
 
（
日
本
古
典
鑑
賞

講
座
、
源
氏
物
語
、
昭
3
2
・
1
2
、
角
川
書
店
）

青
木
生
子
「
大
君
の
恋
愛
観
」
 
（
「
古
代
文
芸
に
お
け
る
愛
」

弘
文
堂
、
昭
2
9
・
4
）
も
参
照
。

藤
村
潔
「
源
氏
物
語
の
構
造
」
 
（
昭
4
1
・
1
1
、
桜
楓
社
）

（
1
4
）
に
同
じ
。

（
3
）
に
同
じ
。

秋
山
慶
「
源
氏
物
語
必
携
」
（
昭
4
2
・
4
、
紅
燈
社
）
の
「
総

角
」
の
巻
の
解
説

秋
山
慶
「
源
氏
物
語
の
世
界
」
 
（
昭
3
9
・
1
2
、
東
京
大
学
出
版

会
）世

の
い
と
は
し
き
こ
と
は
、
す
べ
て
露
ば
か
り
心
も
と
ま
ら
ず
な
り
に
て
侍
れ

ば
、
聖
に
な
ら
む
に
、
溜
怠
す
べ
う
も
侍
ら
ず
。
た
だ
ひ
た
み
ち
に
そ
む
き
て

も
、
雲
に
乗
ら
ぬ
ほ
ど
の
た
ゆ
た
ふ
べ
き
や
う
な
む
侍
る
べ
か
な
る
。
そ
れ

に
、
や
す
ら
ひ
侍
る
な
り
。
 
（
申
略
）
心
深
き
人
ま
ね
の
や
う
に
侍
れ
ど
、
い

ま
は
た
だ
、
か
か
る
か
た
の
こ
と
を
ぞ
思
ひ
給
ふ
る
。
そ
れ
、
罪
ふ
か
き
人

は
、
ま
た
か
な
ら
ず
し
も
か
な
ひ
侍
ら
じ
。
さ
き
の
回
し
ら
る
る
こ
と
の
み
お

ほ
う
侍
れ
ば
、
よ
う
つ
に
つ
け
て
ぞ
悲
し
く
侍
る
。
 
（
紫
式
部
日
記
）
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