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源
氏
物
語
に
は
人
間
の
現
在
能
力
で
は
動
か
せ
な
い
と
信
じ
た
過
去
世
の
宿

業
に
融
弄
さ
れ
る
無
力
あ
は
れ
な
人
間
が
、
全
巻
に
野
情
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

あ
わ
れ
は
度
重
な
る
悲
苦
に
遭
う
度
に
、
仏
教
殊
に
天
台
浄
土
教
の
縁
に
よ
っ

て
徐
々
に
深
め
ら
れ
、
や
が
て
、
宿
業
を
解
脱
し
て
、
意
志
的
主
体
的
な
わ
び

さ
び
に
安
住
す
る
中
世
的
人
間
に
命
が
運
ば
れ
て
ゆ
く
。
．

 
そ
れ
が
最
終
巻
の
夢
の
浮
橋
の
巻
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
悲
痛
の
劇
的

に
最
美
な
る
舞
台
が
、
須
磨
の
巻
で
あ
る
。
七
百
数
十
年
前
の
「
無
名
草
子
」

に
は
、
「
須
磨
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
巻
な
り
。
京
を
出
で
給
ふ
程
の
こ
と
ど
為
、

旅
の
御
す
ま
ひ
の
程
な
ど
、
い
と
あ
は
れ
に
こ
そ
侍
れ
」
と
読
破
し
て
い
る
。

 
平
家
物
語
は
源
氏
物
語
の
子
で
あ
る
。

幽
平
家
物
語
は
別
項
に
も
論
じ
て
お
い
た
通
り
、
源
氏
物
語
の
花
の
あ
は
れ
を

模
倣
し
、
實
の
あ
は
れ
を
忘
れ
た
平
氏
、
殊
に
一
門
の
主
査
清
盛
が
、
意
志
と

理
性
の
調
御
を
失
い
、
意
馬
心
猿
の
狂
う
に
任
せ
、
忽
ち
に
滅
亡
し
た
あ
は
れ

な
吊
鐘
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
灌
頂
巻
に
象
徴
さ
れ
て
あ
る
。
そ
の
王
朝
美
と
悲

別
し
て
、
急
傾
斜
を
転
々
す
る
玉
の
如
く
堕
落
す
る
時
の
中
で
、
最
も
広
大
な

劇
的
場
面
は
、
福
原
遷
都
に
繋
る
巻
々
で
あ
る
。

 
岡
崎
義
恵
先
生
は
、
「
源
氏
物
語
の
美
に
つ
い
て
考
へ
る
時
、
私
は
屡
々
聖

衆
来
迎
図
を
思
ひ
浮
か
べ
る
。
」
と
い
は
れ
た
。
こ
の
図
は
二
十
五
菩
薩
が
、

紫
雲
に
乗
っ
て
往
生
人
を
来
迎
す
る
。
紫
は
感
能
的
・
熾
烈
・
陽
気
。
山
感
奮
の

赤
色
と
、
寒
色
と
い
は
れ
て
沈
静
・
安
定
・
陰
気
な
青
色
と
の
調
和
で
あ
る
。

感
性
と
理
性
の
調
和
で
あ
る
。
須
磨
巻
は
青
に
黒
の
加
つ
た
世
界
で
あ
る
。
明

石
巻
は
黒
に
代
っ
て
赤
の
萌
え
初
め
た
巻
で
あ
る
。
光
源
氏
の
最
も
愛
敬
し
た

女
性
は
、
紫
の
上
と
名
づ
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
女
性
的
美
が
最
も
輝
く
の
は
、

光
源
氏
が
須
磨
か
ら
帰
京
し
て
、
忙
々
仏
心
を
磨
き
も
の
の
あ
は
れ
を
深
め
て

往
く
濡
標
巻
以
後
で
あ
る
。

 
光
源
氏
は
須
磨
明
石
に
移
っ
て
足
掛
三
年
生
活
し
た
。
そ
れ
以
前
は
一
歩
も

京
都
よ
り
外
に
旅
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
須
磨
に
移
っ
た
か
に
つ
い
て
は
次
の
如

き
諸
説
が
あ
る
。
朧
月
夜
事
件
に
よ
る
と
す
る
説
は
、
「
花
鳥
余
情
、
眞
渕
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「
源
氏
物
語
新
釈
」
・
藤
岡
作
太
郎
「
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
」
・
島
津
久
基

「
源
氏
物
語
新
考
」
・
阿
部
秋
生
「
源
氏
物
語
研
究
序
説
」
等
で
あ
り
、
て
れ

を
否
定
す
る
説
は
、
藤
村
潔
「
源
氏
物
語
の
構
造
」
・
多
屋
頼
俊
「
源
氏
物
語

の
思
想
」
が
あ
る
。
そ
の
他
宿
世
の
縁
で
須
磨
明
石
に
導
か
れ
た
と
す
る
説

は
、
多
屋
頼
俊
氏
で
あ
る
。
貴
種
流
離
諦
と
す
る
説
は
、
折
口
信
夫
「
日
本
文

学
の
発
生
序
説
」
・
「
阿
部
秋
生
「
源
氏
物
語
研
究
序
説
」
・
三
谷
栄
一
「
物
、

語
史
の
研
究
で
あ
る
。
政
治
上
の
原
因
と
す
る
説
は
、
多
屋
頼
俊
「
源
氏
物
語
噛

の
思
想
」
・
高
橋
和
夫
「
源
氏
物
語
の
主
題
と
構
想
」
・
阿
部
秋
生
「
源
氏
物

語
研
究
序
説
」
が
あ
る
，
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
そ
ぎ

 
光
源
氏
須
磨
移
住
の
底
流
に
、
襖
の
原
始
信
仰
が
あ
る
と
す
る
も
の
は
高
崎

正
秀
氏
で
あ
る
。
「
光
源
氏
は
 
「
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
に
い
で
き
た
る
巳
の

日
、
け
ふ
な
む
、
か
く
お
ぼ
す
こ
と
あ
る
人
は
題
し
た
ま
ふ
べ
き
、
と
、
な
ま

さ
か
し
き
人
の
聞
ゆ
れ
ば
、
海
づ
ら
も
ゆ
か
し
う
て
出
で
た
ま
ふ
」
 
（
須
磨
）

と
あ
る
。
襖
は
死
霊
を
招
待
し
ま
つ
り
、
不
祥
を
払
う
の
で
あ
る
。
「
河
海

抄
」
に
は
、
 
「
世
風
記
」
の
「
招
レ
魂
請
レ
塊
、
払
二
歳
不
祥
こ
を
引
い
て
い

る
。
か
く
て
後
文
に
は
海
龍
王
と
、
桐
壺
院
の
死
霊
が
招
か
れ
夢
と
な
っ
て
光

源
氏
の
運
命
を
専
く
。
討
紀
神
話
に
お
い
て
諾
神
は
黄
泉
図
の
死
の
薇
を
、
橘

の
小
門
の
憶
原
で
襖
し
、
そ
の
時
に
住
吉
の
三
神
並
に
天
照
大
神
、
月
読
命
、

素
神
の
三
貴
子
を
生
ん
で
い
る
。
水
は
新
生
命
を
生
む
。
新
生
命
、
新
生
活
は

旧
い
稼
れ
を
襖
・
被
し
て
洗
い
捨
て
る
こ
と
で
生
れ
る
。
天
照
大
神
は
、
か
く

し
て
生
れ
た
霊
力
を
持
つ
「
水
の
女
」
で
あ
る
。
光
源
氏
は
須
磨
に
行
き
襖

し
、
更
に
明
石
に
移
り
、
精
進
潔
齋
幾
十
牛
後
、
 
明
石
の
上
と
い
う
 
「
水
の

女
」
を
得
て
、
霊
力
を
恢
復
し
、
そ
の
腹
に
明
石
中
宮
と
い
う
貴
子
が
宿
る
。

そ
し
て
帰
洛
後
の
後
半
生
か
ら
偉
大
な
人
格
を
耀
か
す
新
生
活
が
創
る
。
明
石

上
は
父
入
道
が
、
住
吉
大
神
に
祈
願
し
た
 
「
申
し
子
」
、
「
海
龍
王
の
解
き

 
 
 
 
 
よ

娘
」
、
「
玉
響
り
姫
」
で
あ
る
。
須
磨
の
被
か
ら
海
龍
王
と
亡
父
桐
壷
院
の
夢

の
告
、
住
吉
の
神
の
夢
想
・
入
道
と
光
源
氏
と
の
遭
遇
等
、
運
命
の
転
回
は
霊

的
・
超
現
実
・
飛
躍
的
で
、
．
写
実
的
な
他
の
巻
々
と
異
っ
て
い
る
。
襖
は
神
の

子
の
成
長
復
活
の
為
に
あ
っ
た
。

 
そ
れ
が
仏
教
の
前
生
謳
・
廻
心
臓
悔
・
罪
障
消
滅
の
影
響
を
受
け
て
、
霊
験

記
・
往
生
伝
・
遊
行
行
脚
・
貴
種
流
離
諺
と
転
進
し
て
い
っ
た
。

 
光
源
氏
が
自
発
的
に
須
磨
に
流
離
し
た
動
力
因
は
、
遠
つ
神
々
よ
り
の
、
罪

臓
あ
る
者
は
水
辺
に
出
て
襖
す
る
と
い
う
民
族
伝
習
に
自
然
に
随
順
し
た
こ
と

に
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
一
個
人
と
し
て
の
罪
悪
観
は
起
き
な
く
て
も
、
自
然
法

爾
に
罪
臓
が
被
除
さ
れ
浄
福
の
運
命
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
大
生
命
の
霊
動

に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
を
権
力
陰
謀
で
殊
更
に
追
放
せ
う
と
す
る
か

ら
、
光
源
氏
は
わ
れ
に
罪
無
し
と
い
っ
て
対
抗
す
る
の
で
あ
る
。
恰
も
紀
記
神

話
に
お
い
て
、
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
る
二
神
が
、
己
の
清
明
心
を
論
う
と
同

じ
こ
と
で
あ
る
。
又
、
源
氏
物
語
時
代
の
道
徳
は
、
も
の
の
ま
ぎ
れ
の
如
き
愛

情
問
題
に
つ
い
て
寛
大
で
あ
っ
た
こ
と
、
尊
貴
族
の
罪
悪
は
表
面
か
ら
之
を
答

め
な
い
と
い
う
礼
儀
か
ら
、
光
源
氏
の
無
罪
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以

上
の
拙
論
を
証
す
る
も
の
は
、

 
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
に
い
で
き
た
る
巳
の
日
、
け
ふ
な
む
、
か
く
お
ぼ
す
こ

 
と
あ
る
人
は
平
し
た
ま
ふ
べ
き
、
と
、
な
ま
さ
か
し
き
人
の
聞
ゆ
れ
ば
、
海

．
づ
ら
も
ゆ
か
し
う
て
出
で
た
ま
ふ
、
い
と
お
ろ
そ
か
に
ぜ
じ
ゃ
う
ば
か
り
を

 
引
き
め
ぐ
ら
し
て
、
こ
の
国
に
か
よ
ひ
け
る
陰
陽
師
召
し
て
、
祓
へ
せ
さ
せ

 
た
ま
ふ
、
舟
に
こ
と
ぐ
し
き
人
形
の
せ
て
流
す
を
見
た
ま
ふ
（
須
磨
）

で
あ
る
上
巳
の
被
は
漢
に
起
り
、
我
が
国
で
も
こ
れ
を
模
し
、
南
園
に
幸
し
て
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被
さ
せ
た
こ
と
が
「
類
聚
国
史
」
延
暦
十
一
年
に
見
え
、
「
河
海
抄
」
は
「
世

風
記
」
の
「
招
レ
魂
請
レ
暁
、
払
二
除
不
祥
［
」
を
引
い
て
い
る
。
須
磨
の
上
巳
の

襖
は
、
後
二
面
竜
王
死
霊
出
現
の
契
機
で
あ
る
。
母
と
水
は
生
命
を
生
む
。
こ

れ
を
叢
る
神
が
、
水
か
ら
生
ま
れ
て
水
辺
に
祀
ら
れ
る
住
吉
神
で
あ
る
。
法
然

は
同
じ
播
摩
国
σ
宮
津
で
、
土
佐
に
流
調
の
途
上
、
水
の
女
で
あ
る
遊
女
を
教
・

化
繊
薫
せ
し
め
新
生
命
の
道
を
示
し
た
。

 
水
は
陰
性
即
ち
女
性
で
あ
る
。
海
も
亦
然
り
で
あ
る
。
海
は
減
少
せ
ず
万
物

創
生
の
廣
備
な
母
で
あ
る
。
枯
渇
し
た
生
命
は
こ
こ
で
元
気
づ
き
、
遅
れ
た
心

は
こ
こ
で
新
し
く
清
ま
る
。
須
磨
は
水
で
清
々
し
く
身
を
浄
め
喫
ぎ
祓
っ
て
澄

み
明
ら
め
る
須
賀
、
澄
み
と
語
を
同
じ
く
す
る
。
明
石
の
ア
カ
は
若
の
転
で
、

ワ
 
 
カ

変
若
の
意
。
涌
く
、
明
し
の
意
が
あ
る
。
須
磨
と
共
に
水
辺
の
喫
ぎ
の
霊
場
に

付
し
た
名
で
あ
る
。
光
源
氏
は
こ
こ
に
移
っ
た
こ
と
で
、
青
春
時
代
の
妖
艶
な

油
脂
的
実
存
を
洗
い
お
と
し
て
、
中
世
的
仏
教
的
実
存
に
向
上
す
る
。
源
氏
物

語
創
作
の
底
に
観
経
が
あ
る
。
阿
慨
世
王
は
罪
も
な
い
父
老
婆
娑
羅
王
を
殺
し

母
系
駄
希
を
牢
獄
に
入
れ
て
苦
し
め
、
悔
の
心
に
噛
ま
れ
、
熱
病
に
な
り
全
身

に
瘡
が
で
き
、
膿
汁
流
れ
て
臭
く
近
づ
き
難
く
な
っ
た
。
阿
三
世
は
名
医
を
探

し
た
。
大
医
脅
婆
は
大
医
仏
釈
迦
の
教
を
聞
け
と
勧
め
た
。
そ
の
時
空
中
に
声

あ
っ
て
云
う
。
大
王
よ
、
一
つ
の
逆
罪
を
作
れ
ば
そ
れ
に
相
当
す
る
罪
を
受
け

る
か
大
王
の
今
迄
の
罪
は
、
到
底
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
を
免
れ
ぬ
。
さ
れ
ば
一

時
も
早
く
世
尊
の
御
許
に
赴
け
、
 
釈
尊
を
除
い
て
は
、
 
王
を
救
う
方
は
な
い

と
。
阿
閣
世
は
、
こ
の
空
の
声
を
聞
い
て
大
い
に
怖
れ
、
戦
ぎ
、
空
を
仰
い
で

「
お
ん
身
は
ど
な
た
で
あ
る
か
」
と
い
う
。
声
は
姿
を
顕
は
さ
な
い
で
、
「
私

は
父
三
婆
娑
羅
で
あ
る
。
脅
婆
の
勧
め
に
随
っ
て
早
く
釈
尊
の
御
許
に
行
く
が

よ
い
。
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
を
聞
く
と
、
無
罪
世
は
悶
絶
し
て
倒
れ
身
体
中
の

瘡
が
一
時
に
増
し
た
。
釈
尊
は
逆
に
こ
の
様
を
観
は
し
て
い
っ
た
。
私
は
阿
敵

前
王
の
為
に
命
を
延
べ
て
滅
度
に
入
ら
な
い
。
私
は
証
得
の
人
々
の
為
に
生
き

る
の
で
は
な
い
。
仏
性
を
見
る
こ
と
の
出
来
ぬ
人
人
の
為
で
あ
る
。
か
く
て
釈

迦
の
為
に
、
自
愛
三
昧
に
入
っ
て
大
光
明
を
放
ち
給
う
と
、
そ
の
清
涼
な
光
明

は
、
遙
に
阿
閣
世
の
身
を
照
し
、
全
身
の
瘡
は
一
時
に
跡
形
な
く
癒
え
た
。

 
釈
尊
は
阿
閣
世
に
「
大
王
よ
。
繊
悔
の
心
あ
る
人
に
、
罪
は
も
は
や
罪
で
は

な
い
。
汝
は
既
に
繊
悔
の
人
で
あ
る
か
ら
、
罪
は
浄
め
ら
れ
、
恐
る
る
こ
と
は

少
し
も
な
い
」
と
教
え
た
。
そ
こ
で
阿
閣
世
は
釈
尊
に
、
毒
潮
筋
蘭
の
実
か

ら
伊
蘭
の
樹
が
生
え
、
伊
蘭
の
実
か
ら
栴
檀
の
樹
は
生
え
な
い
。
私
が
仏
法
僧

の
三
宝
を
信
じ
事
え
る
功
徳
を
得
た
の
は
、
伊
蘭
の
実
か
ら
栴
檀
の
樹
の
生
え

た
如
く
で
あ
る
。
私
は
こ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
未
来
際
衆
生
の
煩
悩
を
破
り
た

，
い
。
私
が
も
し
人
々
の
悪
心
を
破
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
無
間
地
獄
に
堕
ち

無
量
劫
に
受
苦
し
て
も
悔
い
な
い
」
と
い
っ
た
そ
の
時
釈
尊
は
阿
宏
量
を
潜
め

て
、
「
も
し
一
人
で
も
菩
提
心
を
発
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
そ
の
人
は
諸
の
仏
の

会
座
に
集
う
大
衆
を
飾
る
も
の
で
あ
る
。
大
王
よ
。
今
よ
り
後
、
常
に
こ
の
菩

提
心
を
失
は
ぬ
や
う
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
故
は
、
菩
提
心
に
よ
り
無
量
劫

の
罪
悪
を
滅
し
得
る
。
こ
の
説
法
を
聞
い
て
、
阿
閣
世
王
及
び
摩
ザ
陀
の
民
衆

は
、
各
々
そ
の
座
よ
り
立
ち
、
三
度
釈
尊
を
続
り
、
釈
尊
を
恭
吹
し
て
後
こ
の

三
座
を
辞
し
た
。
と
い
う
家
庭
の
大
悲
劇
で
あ
る
。
源
氏
物
語
も
家
庭
悲
劇
で

あ
る
。
父
を
殺
害
し
た
の
で
は
な
い
が
、
父
の
後
妻
義
母
を
犯
し
子
を
生
ま
せ

た
の
は
、
類
稀
な
大
罪
で
あ
る
。
亡
父
桐
油
帝
は
こ
れ
を
讐
め
ず
、
須
磨
に
移

っ
て
佗
び
住
居
し
て
い
る
光
源
氏
の
夢
に
示
現
し
て
、
「
な
ど
か
く
あ
や
し
き

所
に
は
も
の
す
る
ぞ
、
」
と
て
御
手
を
取
り
引
き
立
て
「
住
吉
の
神
の
導
き
た

ま
ふ
ま
ま
に
、
は
や
舟
出
し
て
こ
の
浦
を
去
り
ね
」
と
告
げ
る
。
光
源
氏
は
い

王
朝
文
芸
の
宗
教
的
史
観
 
源
氏
物
語
と
平
家
物
語
の
比
較
 
」
王
朝
文
化
の
残
照
1

（47）



'

と
嬉
し
く
て
、
 
「
か
し
こ
き
御
影
に
別
れ
た
て
ま
つ
り
し
こ
な
た
、
さ
ま
み
＼

悲
し
き
事
の
み
多
く
は
べ
れ
ば
、
今
は
こ
の
渚
に
身
を
や
棄
て
は
べ
り
な
ま

し
、
」
と
答
へ
た
。
す
る
と
亡
霊
は
「
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
、
こ
れ
は
た
だ
、

い
さ
さ
か
な
る
も
の
の
報
い
な
り
。
わ
れ
は
位
に
あ
り
し
時
あ
や
ま
つ
事
な
か

り
し
か
ど
、
自
ら
犯
し
あ
り
け
れ
ば
、
そ
の
罪
を
終
ふ
る
程
い
と
ま
な
く
て
、

こ
の
世
を
顧
み
ざ
り
つ
れ
ど
、
い
み
じ
き
憂
へ
に
沈
む
を
見
る
に
、
堪
え
難
く

て
、
海
に
入
り
、
渚
に
の
ぼ
り
、
い
た
く
困
じ
に
た
れ
ど
、
か
㌧
る
つ
い
で
に

内
裏
に
奏
す
べ
き
事
あ
る
に
よ
り
な
む
い
そ
ぎ
上
り
ぬ
る
」
と
い
っ
て
、
立
ち

・
去
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
殺
さ
れ
た
三
聖
婆
娑
羅
王
の
亡
霊
が
、
三
聖
世
に
「
早

く
釈
尊
の
御
許
に
行
き
、
教
を
受
け
よ
」
と
告
げ
、
又
海
龍
王
が
夢
に
「
な
ど

宮
よ
り
召
し
あ
る
に
は
参
り
た
ま
は
ぬ
、
と
て
、
た
ど
り
あ
り
く
と
見
る
に
お

ど
ろ
き
て
、
さ
は
海
の
な
か
の
龍
王
の
、
い
と
い
た
う
も
の
め
で
す
る
も
の
に

て
、
見
い
れ
た
る
な
り
け
り
と
お
ぼ
す
に
、
い
と
も
の
む
つ
か
し
う
、
こ
の
住

ま
ひ
た
へ
が
た
く
お
ぼ
し
な
り
ぬ
」
 
（
須
磨
）
と
あ
る
。
宮
と
あ
る
の
を
源
氏

は
竜
宮
と
判
断
し
て
、
そ
こ
に
迎
え
ら
れ
る
の
は
嫌
だ
と
い
う
気
持
が
、
①
明

石
に
移
る
動
機
の
大
き
な
も
の
に
な
っ
た
と
、
作
者
は
作
為
し
て
い
る
と
解
釈

で
き
る
。

 
 
父
亡
霊
の
夢
告
を
聞
い
て
光
源
氏
は
、
あ
か
ず
、
悲
し
く
て
、
御
供
に
参

 
り
な
む
と
泣
き
入
り
た
ま
ひ
て
、
見
上
げ
た
ま
へ
ば
、
人
も
な
く
、
月
の
顔

 
の
み
き
ら
く
と
し
て
、
夢
の
こ
㌧
ち
も
せ
ず
、
御
け
は
ひ
と
ま
れ
る
こ
㌧

 
ち
し
て
、
空
の
雲
あ
は
れ
に
た
な
び
け
り
、
年
ご
ろ
夢
の
う
ち
に
も
見
た
て

 
ま
つ
ら
で
恋
も
う
お
ぼ
っ
か
な
き
御
様
を
、
ほ
の
か
な
れ
ど
、
さ
だ
か
に
見

 
た
て
ま
つ
り
つ
る
の
み
面
影
に
お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
わ
が
か
く
か
な
し
び
を

．
き
わ
め
、
命
つ
き
な
む
と
し
つ
る
を
、
た
す
け
に
翔
り
た
ま
へ
る
と
あ
は
れ

 
に
思
す
に
、
よ
く
ぞ
か
、
る
さ
わ
ぎ
も
あ
り
け
る
と
、
名
残
た
の
も
し
う
、

 
嬉
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
、
胸
つ
と
ふ
た
が
り
て
、
な
か
く

 
な
る
御
心
惑
ひ
に
、
う
つ
㌧
の
悲
し
き
こ
と
も
う
ち
忘
れ
、
夢
に
も
憶
い
ら

 
へ
を
今
す
こ
し
聞
え
ず
な
り
ぬ
る
事
と
い
ぶ
せ
さ
に
、
ま
た
や
見
え
た
ま

 
ふ
と
、
こ
と
さ
ら
に
寝
入
り
た
ま
へ
ど
、
さ
ら
に
御
目
も
合
は
で
、
暁
方
に

 
な
り
に
け
り
。

夜
が
明
け
て
明
石
入
道
が
舟
で
迎
え
に
き
、
明
石
に
移
つ
り
、
そ
こ
か
ら
幸
運

が
開
け
る
。
桐
壼
帝
の
亡
霊
は
、
頻
婆
娑
羅
王
と
釈
尊
の
働
き
を
し
て
い
る
。

明
石
入
道
の
迎
え
の
船
は
、
弘
誓
の
船
で
あ
る
。
来
迎
信
仰
に
拠
っ
て
い
る
。

釈
尊
が
「
繊
悔
の
人
は
無
罪
で
あ
る
」
と
阿
閣
世
を
赦
し
て
い
る
こ
と
ば
を
、

光
源
氏
自
ら
に
「
罪
な
く
し
て
罪
に
当
り
」
と
い
は
せ
て
い
る
。
光
源
氏
が
六

十
巻
読
み
給
ひ
て
」
 
（
賢
木
巻
）
と
あ
る
中
の
摩
詞
止
観
十
巻
の
中
に
、
照
を

翻
じ
て
忍
を
起
す
を
名
け
て
新
と
為
す
。
」
 
「
無
明
を
破
す
る
を
泣
け
て
新
と

為
す
」
と
あ
る
。
「
わ
が
か
く
囲
み
を
極
め
、
命
尽
き
な
む
と
し
つ
る
を
、
助

け
に
翔
り
給
へ
る
と
、
あ
は
れ
に
思
す
に
、
よ
く
ぞ
か
か
る
騒
も
あ
り
け
る

と
、
名
残
頼
も
し
う
嬉
し
と
覚
え
給
ふ
こ
と
限
な
し
」
 
（
明
石
巻
）
と
あ
る
の

は
、
阿
三
世
が
亡
父
の
夢
告
に
、
困
っ
て
釈
尊
に
会
ひ
繊
悔
発
心
し
た
如
く
、

暴
風
雨
を
父
の
恩
と
感
謝
し
、
政
敵
を
怨
ま
ず
世
を
瞑
ら
ず
、
無
明
を
破
し
て

新
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
吉
沢
義
則
氏
は
、
朧
月
夜
と
の
関
係
は
、
た
だ
当
時
あ
り
ふ
れ
た
堕
落
し
た

「
す
き
」
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
尚
侍
と
し
て
の

資
格
に
障
り
は
無
く
、
ま
た
源
氏
流
謁
の
理
由
に
も
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

②
険
悪
な
政
治
情
勢
さ
へ
な
け
れ
ば
、
 
何
等
問
題
に
な
る
事
件
で
は
な
か
っ

た
。
然
し
弘
徽
殿
方
と
す
れ
ば
、
政
治
上
光
源
氏
排
斥
の
一
条
件
と
し
た
の
で
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あ
る
。
光
源
氏
が
須
磨
へ
退
居
の
第
一
原
因
は
、
朧
月
夜
事
件
で
は
な
く
、
客

観
的
政
治
情
勢
即
ち
弘
徽
殿
の
大
后
等
が
、
光
源
氏
に
は
皇
位
を
左
右
せ
う
と

す
る
野
心
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
ま
つ
光
源
氏
を
流
罪
に
し
、
次
に
春
宮
を
廃

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

先
に
引
退
し
た
の
で
あ
る
。
弘
徽
殿
方
は
謀
反
の
罪
を
虚
構
し
た
。
そ
こ
で
光

源
氏
は
無
実
の
罪
を
主
張
す
る
。
読
者
は
何
と
か
し
て
助
け
る
道
は
な
い
か
と

同
情
す
る
。
そ
こ
で
作
者
は
天
下
晴
れ
て
帰
還
さ
せ
、
従
来
以
上
の
権
力
を
揮

っ
て
朝
廷
に
君
臨
さ
せ
《
読
者
の
正
義
感
と
同
情
を
満
足
さ
せ
る
。
そ
の
時
作

者
の
記
憶
中
に
罪
無
く
し
て
配
流
さ
れ
た
人
々
が
浮
び
、
小
説
の
構
成
に
加
は

る
。
政
治
的
謀
暑
で
罪
無
く
し
て
流
講
さ
れ
、
多
く
の
人
々
の
同
情
を
集
め
つ

～
、
そ
の
ま
～
流
講
地
に
死
亡
し
た
の
は
、
有
名
な
菅
原
道
幅
で
あ
る
。
作
者

が
道
眞
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と
は
、
 
「
恩
賜
の
御
衣
は
い
ま
こ
こ
に
あ
り
、

と
調
し
つ
～
入
り
た
ま
ひ
ぬ
、
御
ぞ
は
ま
こ
と
に
身
は
な
た
ず
、
か
た
は
ら
に

置
き
た
ま
へ
り
」
 
（
須
磨
）
 
（
注
・
菅
家
後
集
・
去
年
今
夜
侍
二
面
涼
一
。
秋
思
．

ド
コ詩

篇
独
断
腸
。
恩
賜
御
衣
劇
毒
レ
此
。
捧
持
毎
日
拝
二
余
香
一
）
「
う
ま
や
に
句

詩
と
ら
す
る
人
も
あ
り
け
る
を
」
（
同
）
，
（
注
・
大
鏡
時
平
伝
・
播
磨
の
国
に

お
は
し
ま
し
つ
き
て
、
明
石
の
駅
と
い
ふ
所
に
御
や
ど
り
せ
し
め
た
ま
ひ
て
、

駅
の
を
さ
の
い
み
じ
う
思
へ
る
け
し
き
御
覧
じ
て
作
り
た
ま
へ
る
詩
）
「
た
ゴ

こ
れ
西
に
行
く
な
り
」
 
（
同
・
菅
家
後
草
・
糞
発
桂
芳
半
具
レ
円
。
三
千
世
界

一
周
天
。
天
迫
玄
竪
雲
将
・
齊
。
只
是
西
行
不
二
左
遷
一
）
で
も
わ
か
る
。
大
鏡

に
よ
れ
ば
道
眞
が
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
せ
ら
れ
た
昌
泰
四
年
は
、
源
氏
物
語
制

作
の
寛
弘
二
年
か
ら
約
百
年
前
で
あ
る
。
道
眞
を
西
海
に
追
っ
た
時
平
は
、
延

喜
九
年
三
十
九
歳
で
早
世
し
た
。
延
喜
十
年
に
は
時
平
を
助
け
て
道
導
の
左
遷

に
尽
力
し
た
参
議
藤
原
菅
根
も
卒
し
た
。
八
年
．
九
年
．
十
年
と
疾
疫
．
旱
損

の
年
も
続
き
、
延
喜
二
十
三
年
に
は
、
皇
太
子
保
明
親
王
が
二
十
一
歳
で
麗
じ

た
の
で
、
怨
霊
を
恐
れ
る
当
時
の
人
々
の
心
を
代
弁
し
て
「
日
本
紀
暑
に
」
、

「
世
を
あ
げ
て
云
ふ
。
菅
帥
の
霊
魂
宿
場
の
な
す
所
な
り
」
と
あ
る
コ
保
明
親

王
の
麗
後
、
直
ち
に
皇
太
子
に
立
て
た
慶
頼
王
は
、
延
長
三
年
五
歳
で
麗
じ
、

延
長
八
年
の
落
雷
に
は
、
大
納
言
藤
原
清
幽
即
死
、
右
中
冬
平
希
世
は
顔
を
焼

き
、
天
皇
も
発
病
し
や
が
て
死
ん
だ
。
村
上
天
皇
天
徳
四
年
九
月
廿
三
日
の
落

雷
に
は
内
裏
焼
亡
。
貞
元
五
年
十
一
月
十
七
日
の
落
雷
に
も
内
裏
焼
亡
し
た
。

（
帝
王
編
年
記
）
道
眞
の
怨
霊
に
対
す
る
世
の
恐
れ
は
益
々
強
ま
る
。

 
こ
の
あ
た
り
が
「
北
野
天
神
縁
起
」
等
怨
霊
文
芸
の
起
源
で
あ
る
。
③

 
い
よ
い
ま
鳴
り
と
ど
ろ
き
て
、
お
は
し
ま
す
に
続
き
た
る
廊
に
落
か
か
り

 
ぬ
。
ほ
の
ほ
燃
え
あ
が
り
廊
は
焼
け
ぬ
。
 
（
明
石
）

 
雷
鳴
り
ひ
ら
め
き
、
雨
風
騒
が
し
十
夜
（
同
）

 
こ
の
源
氏
の
君
、
ま
ご
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
（
同
）

は
、
道
導
の
悲
運
を
意
識
し
た
筆
で
あ
る
。
天
皇
制
権
力
の
支
配
者
は
絶
対
神

に
な
れ
な
い
。
道
眞
は
政
権
の
犠
牲
者
怨
霊
で
あ
る
。
反
権
力
的
で
あ
る
。
故

に
神
に
祭
ら
れ
た
。

 
そ
の
他
政
治
的
手
署
で
流
罪
に
あ
っ
た
人
は
、
源
高
明
が
あ
り
、
近
く
は
清

少
納
言
の
仕
へ
た
皇
后
定
子
の
兄
伊
東
が
あ
っ
た
。
式
部
は
親
し
く
伊
周
事
件

は
見
聞
し
て
お
り
、
当
時
こ
れ
ら
の
人
に
対
し
て
、
宮
廷
の
人
々
が
大
い
に
同

情
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
か
㌧
る
史
実
を
連
想
せ
し
め
る
趣
向
を

立
て
、
謀
暑
に
よ
る
配
流
へ
の
圧
迫
と
し
て
、
源
氏
を
悲
し
ま
せ
、
又
人
々
の

同
情
の
涙
を
誘
は
う
と
し
た
の
が
式
部
の
趣
向
で
あ
り
、
そ
れ
が
成
功
し
て
悲

愁
の
気
に
み
ち
た
も
の
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
④

王
朝
文
芸
の
宗
教
的
史
観
 
源
氏
物
語
と
平
家
物
語
の
比
較
 
-
王
朝
文
化
の
残
照
一
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光
源
氏
が
9
「
三
月
は
つ
か
あ
ま
り
の
程
に
な
む
、
都
は
な
れ
た
ま
ひ
け
る
」

と
あ
る
の
は
、
 
「
花
鳥
余
情
」
 
「
細
流
抄
」
は
、
'
「
日
本
紀
署
」
・
「
扶
桑
暑

記
」
・
「
膏
慧
智
年
紀
」
・
「
公
卿
補
任
」
に
「
左
大
臣
源
高
明
左
遷
、
安
和

二
年
三
月
二
十
五
日
」
と
あ
る
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
源
高

明
は
は
才
学
秀
で
父
帝
兄
帝
に
寵
愛
さ
れ
左
大
臣
の
昇
進
し
た
が
、
例
の
如
く

藤
原
氏
に
細
れ
無
実
の
罪
を
着
せ
ら
れ
、
二
年
間
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
て
帰

さ
れ
た
。
彼
は
［
の
世
源
氏
で
あ
り
、
母
は
更
衣
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
光
源

氏
に
共
通
し
て
い
る
。
彼
が
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
点
が
、
桐
壷
の
帝
を
醍

醐
天
皇
に
擬
す
る
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
。

 
補
 
紫
式
部
の
父
壮
時
は
播
磨
権
少
橡
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
「
本
朝
麗
藻
」

 
に
『
，
海
濱
神
桐
L
 
（
住
吉
桐
）
の
詩
が
あ
る
の
は
、
任
地
往
来
の
際
の
吟
で

 
あ
る
。
為
時
は
屈
指
の
詩
人
で
白
詩
に
熟
し
て
い
た
。
源
氏
物
語
の
作
者
は
、

 
父
の
感
化
を
受
け
、
「
須
磨
「
「
明
石
」
の
巻
々
の
腹
案
に
は
、
播
磨
国
で

 
体
験
し
た
こ
と
、
殊
に
高
明
が
太
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
た
途
中
を
送
迎
し
た

 
こ
と
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ
。
 
（
岡
一
男
、
源
氏
物
語
の
基

 
礎
的
研
究
四
〇
頁
）

 
伊
周
と
須
磨
の
巻
と
の
関
係
は
、
・
「
よ
に
隠
れ
て
、
大
殿
に
わ
た
り
た
ま
へ

り
、
網
代
車
の
う
ち
や
つ
れ
た
る
に
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
河
海
抄
」
に
は
、

伊
周
左
遷
の
時
の
事
と
注
し
て
、
 
「
栄
花
物
語
」
の
「
あ
や
し
の
あ
じ
ろ
ぐ
る

ま
に
て
と
の
に
か
へ
給
ひ
ぬ
」
と
い
う
を
証
文
と
す
る
。
又
、
 
「
栄
華
物
語
」

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

浦
々
の
別
れ
に
も
証
拠
が
あ
る
。
「
大
鏡
」
の
道
隆
伝
に
、
「
内
大
臣
伊
周
の

お
と
ゴ
に
、
百
官
並
び
に
天
下
執
行
の
宣
旨
給
ふ
べ
き
よ
し
…
…

 
又
の
綿
花
山
院
の
御
事
出
で
き
て
、
御
官
位
と
ら
れ
て
、
只
太
宰
の
権
帥
に
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

な
り
て
、
長
徳
二
年
四
月
廿
四
日
に
こ
そ
は
下
り
給
ひ
し
か
」
と
あ
る
。
花
山

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

院
の
御
事
と
は
、
「
栄
華
物
語
」
見
は
て
ぬ
夢
の
巻
に
、

．
、
「
寝
殿
の
御
方
（
為
光
の
女
）
に
、
内
大
臣
（
伊
興
）
通
ひ
給
ひ
け
る
に
な
む
あ
い

 
け
る
。
か
㌧
る
ほ
ど
に
、
花
山
院
、
て
の
四
君
（
為
光
の
女
）
の
御
許
に
御
父
な
ど

 
奉
り
給
ひ
、
け
し
き
だ
た
せ
給
ひ
け
れ
ど
、
け
し
か
ら
ぬ
事
と
て
聞
き
い
れ

 
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
た
び
く
御
自
ら
お
は
し
つ
つ
、
今
め
か
し
う
も
て
な

 
さ
せ
給
ひ
け
る
事
を
、
内
大
臣
殿
は
、
よ
も
四
君
に
は
あ
ら
じ
、
此
の
三
君

 
の
御
も
と
な
ら
む
な
ど
、
推
量
り
お
ぽ
い
て
、
わ
が
御
腹
か
ら
の
中
納
言

 
に
、
こ
の
事
こ
そ
安
か
ら
ず
覚
ゆ
れ
。
い
か
ゴ
す
べ
き
と
、
聞
き
給
へ
ば
、

 
い
で
只
己
に
あ
づ
け
給
へ
。
い
と
安
き
事
と
て
、
、
さ
る
べ
き
人
二
一
二
人
具
し

 
給
ひ
て
、
こ
の
院
の
、
鷹
司
殿
よ
り
、
纏
い
と
明
き
に
、
野
馬
に
て
帰
ら
せ

 
給
ひ
け
る
を
、
お
ど
し
聞
え
な
む
と
思
し
お
き
て
け
る
物
か
。
弓
矢
と
い
ふ

 
も
の
に
し
て
、
と
か
く
し
給
ひ
け
れ
ば
、
御
そ
の
袖
よ
り
、
矢
は
通
り
け
り

 
云
々
」
と
あ
り
、

と
あ
る
。
日
本
紀
署
に
、
「
長
徳
二
年
正
月
十
六
日
要
証
、
今
夜
花
山
法
皇
、

密
幸
二
故
太
政
大
臣
恒
徳
公
家
一
（
黒
光
）
之
間
、
内
大
臣
、
蛙
中
納
言
隆
家
従

人
等
、
奉
レ
射
二
法
皇
御
在
所
一
」
と
あ
る
。
 
左
遷
の
理
由
が
女
色
と
政
争
に
あ

る
こ
と
も
、
光
源
氏
と
似
て
い
る
。

 
光
源
氏
が
須
磨
落
ち
に
際
し
、
亡
父
桐
壷
院
の
陵
に
詣
で
た
処
、
'

層
御
山
に
払
う
で
た
ま
ひ
て
、
お
は
し
ま
し
し
御
あ
り
さ
ま
、
た
だ
日
の
ま
へ

 
の
や
う
に
お
ぼ
し
い
で
ら
る
、
限
り
な
き
に
て
も
、
世
に
な
く
な
り
ぬ
る
人

 
ぞ
、
言
は
む
か
た
な
く
口
を
し
き
わ
ぎ
な
り
け
る
、
'
よ
う
つ
の
事
を
泣
く

 
く
申
し
た
ま
ひ
て
も
、
そ
の
こ
と
わ
り
を
あ
ら
は
に
え
う
け
た
ま
は
り
た

 
ま
は
ね
ば
、
さ
ば
か
り
お
ぼ
し
宣
た
ま
は
せ
し
さ
ま
み
＼
の
御
遺
言
は
、
い

 
つ
ち
か
消
え
う
せ
に
け
む
と
言
ふ
か
ひ
な
し
、
御
墓
は
、
道
の
草
し
げ
く
な
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り
て
、
わ
け
い
り
た
ま
ふ
程
い
と
ど
露
け
き
に
、
月
も
雲
隠
れ
て
、
森
の
木

 
立
木
ぶ
か
く
心
す
ご
し
、
帰
り
い
で
む
か
た
も
な
き
こ
㌧
ち
し
て
、
を
が
み

 
た
ま
ふ
に
、
あ
り
し
御
面
影
さ
や
か
に
見
え
た
ま
へ
る
、
そ
ぞ
ろ
寒
き
風
な

 
り
、
な
き
か
げ
や
い
か
が
見
る
ら
む
よ
そ
へ
っ
、
な
が
む
る
月
も
雲
が
く
れ

 
ぬ
る
。

．
は
、
 
「
栄
華
物
語
」
海
々
の
別
れ
に
、
伊
周
が
流
罪
に
際
し
て
、
父
道
隆
の
墓

に
詣
で
た
場
面
の
次
の
文
に
似
て
い
る
。

 
御
を
ち
の
明
順
ば
か
り
と
と
も
に
、
人
二
三
人
ば
か
呈
し
て
盗
ま
れ
出
で
さ

 
せ
た
ま
ふ
。
御
心
の
中
に
多
く
の
大
願
を
立
て
さ
せ
た
ま
ふ
し
る
し
に
や
、

 
事
な
く
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
そ
れ
よ
り
木
幡
に
参
ら
せ
た
ま
へ
る
に
、
月

 
あ
か
け
れ
ど
、
こ
の
所
は
い
み
じ
う
木
暗
け
れ
ば
、
 
（
父
道
隆
の
墓
）
は
そ

 
の
程
ぞ
か
し
と
お
し
は
か
り
お
は
し
ま
い
て
、
 
か
の
山
近
く
に
て
は
 
（
車

 
を
）
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
く
れ
ぐ
れ
と
分
け
入
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
木
の
間

 
よ
り
漏
り
出
で
た
る
月
を
し
る
べ
に
て
、
卒
都
婆
や
釘
貫
な
ど
い
と
多
か
る

 
中
に
、
こ
れ
は
去
年
の
こ
の
頃
の
中
ぞ
か
し
。
 
さ
れ
ば
少
し
白
く
見
ゆ
れ

 
ど
（
そ
の
折
か
ら
人
々
あ
ま
た
物
し
た
ま
ひ
し
か
ば
（
当
時
多
く
の
人
が
伝

 
染
病
で
死
ん
だ
か
ら
）
、
 
（
父
の
は
）
い
つ
れ
に
か
し
と
、
尋
ね
参
ら
せ
た

 
ま
へ
り
。
そ
こ
（
父
の
墓
）
に
て
は
よ
う
つ
を
言
ひ
続
け
、
ふ
し
ま
ろ
び
泣

 
か
せ
た
ま
ふ
け
は
ひ
に
驚
き
て
、
山
の
中
の
鳥
け
だ
も
の
、
声
を
合
は
せ
て

 
鳴
き
の
》
し
る
。
も
の
の
あ
は
れ
も
な
ど
、
 
あ
は
れ
に
悲
し
く
い
み
じ
き

 
に
、
「
お
は
し
ま
し
し
折
、
人
よ
り
け
に
め
で
た
き
有
様
を
と
、
お
ぼ
し
お

幽
き
て
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ど
、
み
つ
か
ら
の
宿
世
果
報
の
ゆ
㌧
し
く
は
べ
り
け

 
れ
ば
、
今
は
か
く
て
都
離
れ
て
知
ら
ぬ
世
界
に
ま
か
り
流
さ
れ
て
、
又
か
や

 
う
に
な
き
御
影
に
も
御
覧
ぜ
ら
る
㌧
や
う
も
は
べ
ら
じ
。
み
つ
か
ら
お
こ
た

 
る
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
事
は
べ
ら
ね
ど
、
さ
る
べ
き
身
の
罪
に
て
か
く
あ
さ
ま

 
し
き
め
を
見
は
べ
れ
ば
、
い
か
で
家
路
も
ま
か
ら
で
、
こ
よ
ひ
の
う
ち
に
身

 
を
失
ふ
わ
ざ
を
し
て
し
が
な
。
な
き
御
影
に
て
御
お
も
て
ぶ
せ
と
、
後
代
の

 
名
を
流
し
は
べ
る
、
い
と
悲
し
き
事
な
り
…
…
な
ど
、
泣
く
く
申
さ
せ
た

 
・
ま
ふ
ま
ま
に
、
、
涙
に
お
ぼ
ほ
れ
た
ま
ふ
。
聞
く
人
さ
へ
な
き
所
な
れ
ば
、

 
明
順
、
声
も
惜
し
ま
ず
泣
き
た
り
。

 
 
 
 
ち
か

か
く
て
伊
周
が
光
源
氏
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
ふ
説
も
出
た
。
然
し
栄
華
物
語

は
、
源
氏
物
語
よ
り
廿
照
影
の
作
品
で
あ
る
か
ら
、
栄
華
物
語
が
源
氏
物
語
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
か

模
し
た
か
も
し
れ
ぬ
。
伊
周
左
遷
は
源
氏
物
語
創
作
以
前
で
あ
る
。
当
時
の
読

者
は
須
磨
源
氏
を
読
み
つ
つ
伊
周
中
書
を
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
。

 
王
朝
文
芸
の
恩
人
で
あ
り
、
源
氏
物
語
に
も
大
影
響
を
与
え
て
い
る
中
国
詩

人
は
白
楽
天
で
あ
る
。
道
眞
は
最
後
迄
白
氏
文
集
を
座
右
に
置
い
て
愛
読
し

た
。
自
楽
天
は
、
時
の
政
治
を
鋭
く
批
判
し
た
為
に
、
江
州
に
調
せ
ら
れ
て
よ

・
り
雄
志
挫
け
、
十
二
史
に
「
轡
型
舎
人
王
涯
上
長
握
宜
治
即
既
出
州
司
馬
既
失

志
能
順
適
所
遇
」
 
「
託
浮
屠
生
死
」
 
「
暮
思
惑
浮
屠
尤
甚
」
と
あ
る
如
く
、
忽

ち
仏
教
の
信
徒
と
な
っ
た
。
江
州
に
追
慶
さ
れ
し
は
元
和
十
二
年
、
年
正
に
四

十
四
歳
、
楽
天
が
人
生
行
路
に
お
け
る
一
頓
挫
で
あ
る
。
儒
教
は
順
境
に
心
を

鼓
舞
す
る
も
の
多
く
、
仏
教
は
逆
境
に
情
を
慰
籍
す
る
も
の
が
多
い
。
今
や
逆

境
に
処
し
て
亦
其
身
を
よ
く
し
、
悠
々
天
を
楽
し
み
し
所
以
の
も
の
は
、
仏
道

に
帰
せ
し
が
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
眞
の
運
命
に
似
て
い
る
。
道
眞
は
請
地
太

宰
府
で
「
不
出
門
」
と
題
し
て

 
 
一
従
訥
落
在
柴
荊
 
萬
死
競
貌
腸
踏
情
 
都
府
楼
纏
看
瓦
色
観
音
寺
ロ
ハ
聴

 
鐘
声
 
中
懐
好
逐
孤
雲
去
 
外
物
相
逢
満
月
迎
 
此
地
券
身
無
界
撃
 
行
為

 
寸
歩
不
出
門

王
朝
文
芸
の
宗
教
的
史
観
 
源
氏
物
語
と
平
家
物
語
の
比
較
 
-
王
朝
文
化
の
残
照
一
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
作
っ
て
い
る
。
楽
天
に
も
不
出
門
の
詩
が
あ
る
が
、
道
号
の
不
出
門
の
詩
の

構
想
は
、
白
詩
の
遺
愛
寺
に
よ
く
似
て
い
る
。
光
源
氏
の
須
磨
行
も
白
氏
文
集

か
ら
学
ん
で
い
る
処
を
抄
出
し
て
み
や
う
。
 
「
三
千
里
の
ほ
か
の
こ
㌧
ち
す
る

に
」
は
、
楽
天
が
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
る
時
の
詩
、
「
十
一
月
中
長
三
夜
、

三
千
里
外
憂
行
人
 
若
為
独
宿
楊
梅
館
 
冷
枕
単
寧
一
病
身
」
 
（
文
集
十
三
・

律
詩
、
冬
至
宿
楊
梅
館
）
に
嫁
る
。
「
枕
を
そ
ば
だ
て
て
四
方
の
あ
ら
し
を
聞

く
」
は
隅
 
「
遺
愛
寺
鐘
献
・
枕
聴
、
 
香
炉
里
雪
擾
簾
看
」
 
（
文
集
十
六
・
香
炉

じ
イ
 
ビ
ほ
ド
め
 
 
 
 
 
ま
を
 
そ
ぼ
ノ
サ
さ
ミ
モ
い
コ
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
レ
ま
コ
げ
 
 
ち
じ
 
コ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ほ
ロ
モ
き
ま
す
 
 
 
ヒ
 
 
 
く

峯
新
下
二
山
五
一
、
草
堂
初
成
、
偶
題
二
時
壁
一
五
首
の
第
四
首
」
に
限
る
。
 
「
二

千
里
外
故
人
心
、
と
賦
し
た
ま
べ
る
」
は
、
「
銀
台
金
乙
亥
沈
々
。
勘
忍
相
思

在
二
翰
林
一
。
三
五
夜
中
新
月
色
。
二
千
里
外
故
人
心
。
渚
早
来
面
足
早
冷
。
浴

殿
西
頭
鐘
漏
深
。
猶
恐
清
光
不
二
同
見
一
。
皇
陵
卑
湿
足
回
秋
陰
一
」
 
（
文
集
十
四

・
律
詩
・
八
月
十
五
日
夜
禁
中
独
直
謝
レ
月
憶
三
兀
九
」
）
に
嫁
る
。
幼
時
か
ら

の
釈
友
宰
相
中
将
が
、
須
磨
に
光
源
氏
を
慰
問
し
た
友
情
は
、
楽
天
の
親
友
元

慎
と
の
久
方
振
の
交
会
に
学
ん
で
い
る
。
 
「
御
土
器
ま
み
り
て
、
酔
ひ
の
か
な

し
び
涙
そ
㌧
ぐ
春
の
盃
の
う
ち
」
は
、
楽
天
が
元
慎
に
贈
っ
た
詩
中
の
句
「
酔

悲
麗
レ
涙
春
盃
裏
」
に
嫁
る
。

 
宰
相
中
将
が
光
源
氏
と
の
訣
別
に
際
し
、
 
「
た
つ
か
な
き
雲
居
に
ひ
と
り
ね

を
ぞ
な
く
つ
ば
さ
な
ら
べ
し
友
を
恋
ひ
つ
㌧
」
は
、
「
長
恨
歌
」
の
「
在
天
豊

作
比
翼
鳥
在
地
願
為
連
理
枝
」
を
引
い
て
い
る
。

 
楽
天
は
晩
年
に
赴
く
に
従
い
、
愈
々
仏
道
に
精
進
し
慈
悲
深
く
広
く
大
衆
を

愛
し
て
い
る
。
こ
れ
も
光
源
氏
が
帰
洛
後
の
心
豊
か
な
生
活
内
容
に
似
て
い

る
。
源
氏
物
語
須
磨
巻
に
、
「
お
は
す
べ
き
所
は
、
行
平
中
納
言
の
、
藻
塩
垂

れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
居
近
き
わ
た
り
な
り
け
り
」
「
須
磨
に
は
い
と
ど
心
尽
し

の
秋
風
に
、
海
は
少
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
中
納
言
の
、
関
吹
き
越
ゆ
る
、
と
言

ひ
け
む
浦
波
、
夜
々
は
げ
に
い
と
近
く
聞
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
る
も
の

は
、
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
」
と
あ
る
。
 
（
源
平
盛
衰
記
巻
三
左
右
大
臣
事

に
は
、
 
「
須
磨
浦
を
ぞ
過
給
ふ
。
行
平
中
納
言
の
、
旅
人
の
た
も
と
す
団
し
く

な
り
ぬ
ら
ん
関
吹
き
こ
ゆ
る
須
磨
浦
波
」
と
詠
じ
け
ん
折
し
も
被
二
思
出
一
け

り
。
と
あ
る
）
行
平
は
奨
学
院
を
建
て
た
土
層
貴
族
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
須
磨

に
流
さ
れ
た
こ
と
は
、
古
今
海
楼
下
に
、

 
田
村
の
御
霊
バ
文
徳
）
に
、
事
に
あ
た
り
て
、
津
の
国
の
須
磨
と
い
ふ
所
に

 
こ
も
り
侍
り
け
る
に
、
宮
の
う
ち
に
侍
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る

 
 
わ
く
ら
は
に
と
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
つ
㌧
わ
ぶ
と
答
へ

 
 
よ
、
在
原
行
平
朝
臣

 
と
あ
り
、
撰
集
抄
第
八
「
公
任
進
・
位
並
行
平
出
流
事
」
に
、
昔
造
平
中
納

 
言
と
い
ふ
人
い
ま
そ
か
り
け
る
。
身
に
あ
や
ま
つ
こ
と
侍
り
て
、
須
磨
の
浦

 
に
流
さ
れ
て
、
も
し
ほ
た
れ
つ
㌧
浦
伝
ひ
し
あ
り
き
侍
り
け
る
に
、
た
よ
り

 
給
ひ
て
、
い
つ
く
に
や
す
む
人
に
か
と
尋
ね
給
ふ
に
、
こ
の
海
士
と
り
あ
へ

 
ず
、
 
然
白
波
の
よ
す
る
渚
に
世
を
す
ご
す
、
あ
ま
の
子
な
れ
ば
宿
を
定
め

 
ず
。
と
よ
み
て
紛
れ
ぬ
。

と
あ
り
、
源
氏
物
語
は
こ
れ
に
よ
っ
て
光
源
氏
須
磨
退
去
の
こ
と
を
構
想
し
、

更
に
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
新
構
造
し
た
の
が
、
 
世
阿
弥
作
謡
曲
「
松
風
」
で
あ

 
 
 
 
 
 
あ
ま

る
。
こ
の
曲
の
海
士
松
風
・
村
松
が
遊
女
で
あ
る
こ
と
は
、
「
和
漢
朗
詠
集
巻

下
雑
「
遊
女
」
の
項
に
、
「
白
波
の
よ
す
る
云
々
」
の
歌
を
の
せ
て
い
る
こ
と

で
明
か
で
あ
る
。
摂
津
・
播
磨
の
水
辺
に
遊
女
が
い
て
、
貴
顕
が
こ
れ
に
戯
れ

た
こ
と
は
、
「
長
秋
記
」
「
扶
桑
書
記
」
「
古
事
誌
」
「
遊
女
記
」
「
宇
治
関

白
高
野
山
御
参
詣
記
」
に
、
道
長
・
頼
通
の
名
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
、
光

源
氏
が
水
辺
須
磨
浦
で
明
石
の
上
に
会
う
と
い
う
構
成
に
転
化
さ
れ
た
の
で
あ
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る
。
「
警
標
」
の
巻
に
も
、
光
源
氏
が
、
大
阪
の
住
吉
神
社
に
参
詣
の
瑚
に
、

「
あ
そ
び
ど
も
の
つ
ど
ひ
ま
み
れ
る
も
、
上
達
部
と
聞
ゆ
れ
ど
、
若
や
か
に
、

好
ま
し
げ
な
る
は
、
み
な
目
と
ゴ
め
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
川
魚
が
産
卵
の
為
に

海
辺
に
下
る
や
う
に
、
新
し
い
生
命
を
産
む
為
に
、
女
が
水
辺
に
集
る
。
こ
れ

が
水
の
女
で
あ
る
。
明
石
の
上
も
亦
こ
の
女
の
生
態
を
構
想
し
て
い
る
。
住
吉

明
神
は
水
辺
に
よ
っ
て
生
命
を
生
産
し
た
神
と
し
て
水
辺
を
主
宰
し
た
か
ら
、

光
源
氏
と
明
石
の
上
と
の
艶
福
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
須
磨
出
発
離
京
の
日
を

三
月
下
旬
と
し
た
の
は
、
高
明
左
遷
の
日
と
符
合
さ
せ
る
以
外
、
南
海
の
水
温

み
万
物
生
々
の
青
陽
の
春
に
、
光
源
氏
の
将
来
の
運
命
の
進
化
を
余
情
象
徴
し

て
い
る
。
蓋
し
作
者
も
意
識
し
な
か
っ
た
幽
玄
で
あ
る
。
神
戸
市
に
は
、
須
磨

関
や
行
平
論
居
と
松
風
．
村
雨
の
二
女
に
因
む
町
名
、
道
眞
に
蝕
む
天
神
町
が

あ
る
。
平
家
物
語
の
摂
津
播
磨
に
関
し
て
の
遊
女
は
、
 
「
高
倉
院
厳
島
御
幸

記
」
を
み
る
と
、
厳
島
御
幸
の
高
倉
院
一
行
が
、
遊
女
の
浦
と
し
て
有
名
な
播

磨
の
室
津
に
着
く
と
、
遊
女
が
多
く
御
所
近
く
押
し
よ
せ
た
と
あ
る
。

 
尚
清
盛
が
崇
敬
し
た
安
芸
の
厳
島
神
社
の
祭
神
は
、
源
氏
物
語
若
紫
巻
に
、

 
「
龍
王
の
后
に
な
る
べ
き
い
っ
き
女
」
と
書
か
れ
た
。

 
光
源
氏
は
初
め
て
大
旅
行
し
、
そ
こ
に
大
海
を
見
た
。
山
に
生
れ
山
に
住
む

も
の
が
、
、
一
大
海
を
見
た
驚
喜
に
よ
っ
て
精
神
的
生
命
が
新
生
す
る
。
生
命
の

革
新
で
あ
る
。
山
と
水
．
陰
と
陽
の
調
和
し
た
美
を
発
見
し
た
。
輪
廓
・
森
厳

な
比
叡
山
を
仰
い
だ
眼
で
、
清
明
で
開
放
さ
れ
た
大
海
を
見
た
め
で
あ
る
。

 
遙
に
霞
み
渡
り
て
、
四
方
面
梢
そ
こ
は
か
と
な
う
煙
り
渡
れ
る
程
、
「
絵
に

 
い
と
よ
く
も
似
た
る
か
な
。
か
か
る
所
に
住
む
人
、
心
に
思
ひ
残
す
事
は
あ

 
ら
じ
か
し
」
と
宣
へ
ば
、
 
「
こ
れ
は
い
と
浅
く
侍
り
。
ひ
と
の
国
な
ど
に
侍

 
る
海
山
の
有
様
な
ど
を
御
覧
ぜ
さ
せ
て
侍
ら
ば
、
い
か
に
御
厳
い
み
じ
う
ま

 
さ
ら
せ
給
は
む
。
富
士
の
山
、
 
な
に
が
し
の
嶽
L
 
な
ど
語
り
聞
ゆ
る
も
あ
．

 
り
。
又
西
の
国
の
お
も
し
ろ
き
浦
浦
、
磯
の
う
へ
を
い
ひ
続
く
る
も
あ
り

 
て
、
よ
う
つ
に
紛
は
し
聞
ゆ
。
「
近
き
所
に
は
、
播
磨
の
明
石
，
の
浦
こ
そ
、

 
な
ほ
奥
に
侍
れ
。
何
の
い
た
り
深
き
隈
は
な
け
れ
ど
、
た
だ
海
の
面
を
見
渡

 
し
た
る
程
な
む
、
怪
し
く
異
所
に
似
ず
、
ゆ
ほ
び
か
な
る
所
に
侍
る
。
か
の

 
国
の
前
の
守
所
発
意
の
、
女
か
し
づ
き
据
え
た
る
家
、
い
と
い
た
し
か
し
。

 
（
若
紫
）

と
書
い
て
あ
る
の
は
、
比
叡
連
峯
の
北
山
に
立
っ
て
、
波
漫
々
た
る
海
の
美
に

誘
ひ
つ
㌧
、
海
龍
王
の
厳
き
女
と
も
思
は
れ
る
水
の
女
と
の
結
婚
を
予
想
さ
せ

・
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
山
の
幸
海
の
幸
神
話
を
念
頭
に
お
い
て
、
山
の
男

と
海
の
女
を
結
婚
さ
せ
、
山
嶽
性
と
海
洋
性
を
和
合
さ
せ
、
新
し
い
人
間
を
誕

生
さ
せ
う
と
し
て
い
る
。
 
 
 
 
．

 
須
磨
巻
に
は
、
「
お
は
す
べ
き
所
は
、
行
平
の
中
納
言
の
、
藻
塩
た
れ
つ
㌧

わ
び
け
る
家
居
ち
か
き
わ
た
り
な
り
け
り
」
と
あ
る
。

顕
基
に
つ
い
て
は
、
徒
然
草
第
五
段
に
、
．

 
不
幸
に
愁
へ
に
し
づ
め
る
人
の
、
か
し
ら
お
ろ
し
な
ど
、
ふ
つ
つ
か
に
思
ひ

 
と
り
た
る
に
は
あ
ら
で
、
あ
る
か
な
き
か
に
門
さ
し
こ
め
て
、
ま
つ
こ
と
も

 
な
く
明
し
暮
し
た
る
、
さ
る
か
た
に
あ
ら
ま
は
し
、
罫
書
中
納
言
の
い
ひ
け

 
ん
、
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
事
、
さ
も
覚
え
ぬ
べ
し
。
．

と
あ
る
。
古
事
談
第
一
に
は
、

 
顕
露
中
納
言
ハ
後
一
条
院
・
寵
臣
也
。
天
皇
崩
御
之
後
、
登
二
天
台
山
榜
厳

 
院
一
落
錺
入
道
云
々
。
発
心
之
根
源
天
皇
婁
駕
之
期
梓
起
爆
・
供
レ
灯
。

 
問
ニ
フ
其
由
一
ノ
所
司
皆
依
・
勤
二
新
王
蔓
二
云
々
。
聞
円
環
蔓
】
忽
発
心
。
尋
常

 
之
時
分
詠
白
楽
天
詩
古
西
何
世
人
不
レ
知
二
姓
悪
名
一
ヲ
化
二
路
傍
土
一
ト
年
々
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王
朝
文
芸
の
宗
教
的
史
観
 
源
氏
物
語
と
平
家
物
語
の
比
較
 
-
王
朝
文
化
の
残
照
1



 
春
草
生
。
又
云
、
．
ア
ハ
レ
無
レ
罪
一
配
所
ノ
月
ヲ
見
バ
ヤ
ト
云
々

 
清
輔
草
子
云
、
入
道
中
納
言
顕
黒
闇
後
一
条
院
ノ
近
習
ノ
臣
也
。
長
元
九
年
四

 
月
十
七
鼠
二
院
崩
ス
。
同
廿
二
日
奉
レ
還
二
上
東
門
一
難
ノ
日
於
二
大
原
一
出
家

 
ス
。
生
年
光
七
、
時
人
流
レ
涙

と
あ
る
。
「
罪
な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
る
」
と
は
、
名
利
を
超
え
不
運
を
嘲

た
ず
、
貧
窮
と
孤
独
を
楽
み
、
自
受
用
三
昧
、
高
僧
の
如
き
わ
び
さ
び
の
天
地

で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
顕
基
が
、
道
眞
、
紫
式
部
や
慶
滋
保
胤
等

と
同
じ
く
楽
天
詩
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
源
氏
物
語
や
平
家
物
語
に
結
縁

の
地
洛
北
大
原
に
隠
棲
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
十
訓
抄
」
に
は
上
醍
醐
に
世
を

遁
れ
て
い
た
頃
、
醍
醐
の
大
僧
正
仁
海
の
求
め
に
応
じ
琵
琶
の
三
曲
を
弾
じ
た

と
誌
し
て
あ
る
。
但
し
紫
式
部
以
後
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
源
物
物
語
須
磨
に

お
け
る
光
源
氏
等
の
影
響
を
受
け
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

平
家
物
語
巻
三
大
臣
流
罪
は
、
清
盛
が
太
政
大
臣
藤
原
師
長
を
尾
張
に
、
摂
政

関
白
藤
原
青
房
を
太
宰
の
師
に
遠
流
し
た
叙
事
で
、
源
氏
物
語
須
磨
の
巻
と
密

接
な
関
係
が
あ
る
。
 
 
 
 
-

 
大
臣
流
罪
の
例
は
、
…
…
右
大
臣
菅
原
、
か
け
ま
く
も
恭
く
今
の
北
野
の
天

 
神
の
御
事
な
り
。
左
大
臣
高
明
公
、
内
大
臣
藤
原
の
伊
周
公
に
至
る
ま
で
、

 
そ
の
例
既
に
六
人
、
さ
れ
ど
も
摂
政
関
白
流
罪
の
例
は
こ
れ
始
と
そ
承
る
。

 
…
…
太
政
大
臣
師
長
は
官
を
止
め
て
、
東
の
方
へ
流
さ
れ
給
ふ
。
管
絃
の
道

 
に
達
し
、
才
芸
す
ぐ
れ
て
お
は
し
け
れ
ば
、
…
…
保
元
の
昔
は
南
海
土
佐
へ

 
移
さ
れ
、
治
承
の
今
は
婚
売
、
東
関
尾
張
の
国
と
か
や
。
も
と
よ
り
罪
な
く

 
し
て
配
所
の
月
を
見
む
と
い
ふ
事
を
ぱ
、
心
あ
る
き
は
の
人
の
願
ふ
こ
と
な

 
れ
ば
、
大
臣
敢
て
事
と
も
し
給
は
ず
、
か
の
唐
の
太
子
の
賓
客
白
楽
天
、
溶

 
陽
の
江
の
辺
の
や
す
ら
ひ
け
む
、
そ
の
古
を
思
ひ
や
り
、
鳴
海
潟
汐
路
は
る

 
か
に
遠
見
し
て
、
常
に
朗
月
を
望
み
、
浦
風
に
温
き
、
琵
琶
を
弾
じ
、
和
歌

 
を
詠
じ
て
、
な
ほ
ざ
り
か
て
ら
に
月
日
を
送
り
給
ひ
け
り
。
，

 
あ
る
時
当
国
第
三
の
宮
熱
田
明
神
に
参
詣
あ
っ
て
、
そ
の
夜
神
明
法
楽
の
為

 
に
琵
琶
を
弾
き
、
朗
詠
し
給
ふ
に
、
所
も
と
よ
り
無
智
の
境
な
れ
ば
、
情
を

 
知
れ
る
者
も
な
し
。
邑
老
、
村
女
、
野
隻
、
頭
を
う
な
だ
れ
、
耳
を
二
つ
之

 
い
ふ
と
も
、
更
に
清
濁
を
わ
け
て
、
呂
律
を
知
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ど
も
胡

 
巴
琴
を
弾
ぜ
し
か
ば
、
魚
鱗
躍
り
認
り
、
虞
公
歌
を
発
せ
し
か
ば
、
梁
塵
動

 
き
揺
ぐ
。
も
の
の
妙
を
警
む
る
時
は
、
自
然
に
感
を
催
す
道
理
な
れ
ば
、
諸

 
人
身
の
毛
よ
だ
っ
て
、
満
座
奇
異
の
思
を
な
す
。
 
や
う
や
う
深
更
に
及
ん

 
で
、
譜
香
調
の
内
に
は
、
花
苓
醸
の
気
を
含
み
、
騒
士
の
曲
の
間
に
は
、
月

 
清
明
の
光
を
争
ふ
。
「
願
は
く
は
今
生
世
俗
文
字
の
業
、
狂
言
綺
語
の
誤
を

 
以
て
」
と
い
ふ
朗
詠
を
し
て
、
秘
曲
を
弾
き
給
ひ
し
か
ば
、
神
明
感
応
に
堪

 
へ
ず
し
て
、
宝
殿
大
き
に
震
動
す
。
「
平
家
の
悪
業
な
か
り
せ
ば
、
今
こ
の

 
瑞
相
を
ば
い
か
ゴ
か
拝
む
べ
ざ
」
と
て
、
大
臣
感
涙
を
ぞ
流
さ
れ
け
る
。

藤
氏
が
伝
え
た
王
朝
文
化
が
、
清
盛
が
代
表
す
る
権
勢
武
伐
に
破
壊
さ
れ
る
相

が
語
ら
れ
て
あ
る
。
菅
公
始
め
白
楽
天
を
も
加
え
て
、
時
の
権
力
の
為
に
遠
流

さ
れ
、
光
源
氏
須
磨
寓
居
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
人
々
が
列
挙
さ
れ
て
あ
る
。
罪

な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
る
こ
と
は
、
心
あ
る
際
の
願
」
と
あ
る
・
の
は
、
「
古
事

談
」
の
顕
基
の
故
事
に
嫁
っ
て
い
る
。
権
勢
の
虚
位
の
座
を
捨
て
さ
せ
ら
れ
、
名

利
の
巷
を
追
は
れ
て
、
辺
土
に
お
い
て
か
な
し
，
み
を
翫
味
す
る
こ
と
は
、
聖
・

浄
の
世
界
で
あ
っ
て
、
理
想
的
生
き
甲
斐
あ
る
遁
世
人
の
様
式
で
あ
る
と
語
っ

て
い
る
。
悲
劇
は
人
生
肯
定
の
最
高
形
式
で
不
幸
災
厄
は
勿
論
死
を
も
肯
定
す

る
。
佗
び
さ
び
は
悲
劇
的
精
神
で
あ
る
。
 
「
罪
な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
る
こ

と
は
、
心
あ
る
際
の
願
」
と
い
ふ
心
は
悲
劇
的
精
神
で
あ
る
。
 
運
命
愛
で
あ
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る
。
忠
度
始
め
平
家
の
死
者
が
、
後
生
極
楽
往
生
の
種
因
を
播
く
道
場
と
し
て

絶
対
積
極
的
に
人
間
を
生
き
貫
き
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
し
て
臨
終
し
て
い

る
こ
と
は
、
悲
劇
で
あ
る
。

 
而
し
て
こ
の
章
の
本
意
は
、
琵
琶
を
最
大
宝
器
と
信
仰
す
る
盲
僧
が
琵
琶
の

徳
を
語
る
処
に
あ
る
。
薄
命
で
辺
土
に
漂
泊
す
る
盲
僧
が
、
京
か
ら
追
放
さ
れ

同
じ
悲
運
に
遭
っ
て
屈
せ
ず
、
こ
れ
を
恩
寵
と
歓
喜
す
る
師
長
を
、
琵
琶
の
霊

徳
で
慰
霊
す
る
章
で
あ
、
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

 
楽
天
の
綺
語
観
に
嫁
っ
て
、
芸
能
の
宗
教
価
値
を
語
り
、
自
己
の
道
の
信
仰

を
深
め
て
い
る
処
も
、
重
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

 
平
家
物
語
で
源
氏
物
語
の
須
磨
の
巻
に
匹
敵
す
る
巻
は
、
巻
七
後
半
の
都
落

・
維
盛
の
都
落
・
聖
主
臨
幸
・
忠
度
の
都
落
・
経
正
の
都
落
・
青
山
の
沙
汰
・

一
門
の
都
落
・
福
原
落
・
巻
九
盛
俊
最
後
・
忠
度
最
後
・
教
盛
最
後
・
濱
戦
・

落
足
・
小
宰
相
で
あ
る
。
「
源
平
盛
衰
記
」
で
は
、
第
三
巻
左
右
大
将
事
で
あ
、

る
。
こ
の
巻
と
「
平
家
物
語
」
の
都
う
つ
り
・
新
都
・
月
見
・
も
っ
け
の
浮
情

が
、
須
磨
巻
を
引
用
模
倣
し
て
い
る
。
平
家
一
門
を
高
雅
に
し
て
い
る
の
は
、

「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
し
る
情
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
源
氏
物
語
の
実
の
あ
は
れ

が
、
戦
死
と
い
う
極
限
状
況
を
縁
と
し
て
、
浄
土
教
と
結
ば
れ
て
深
め
ら
れ
た

美
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
れ
ら
の
野
々
に
多
く
集
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
五
の
都

う
つ
り
の
動
機
は
、
治
承
四
年
二
月
当
時
三
歳
の
安
徳
天
皇
に
譲
位
し
た
高
倉

上
皇
は
、
上
皇
最
初
の
社
参
は
、
賀
茂
か
石
清
水
で
あ
る
先
例
を
破
っ
て
、
厳

島
に
遙
々
行
く
こ
と
を
発
表
し
た
の
で
、
園
城
寺
大
衆
こ
れ
に
反
対
し
て
蜂
起

し
、
延
暦
寺
興
福
寺
衆
徒
と
謀
議
し
て
、
法
皇
及
び
上
皇
を
盗
み
出
さ
う
と
決

議
し
た
。
上
皇
は
平
氏
警
備
の
中
に
、
密
に
厳
島
に
出
発
し
た
。
平
氏
が
諸
大

寺
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
の
強
行
は
、
こ
れ
ま
で
互
に
攻
伐
を
事
と
し
て
い
た

延
暦
寺
・
園
城
寺
・
興
福
寺
等
諸
寺
院
に
連
合
の
契
機
を
与
え
、
こ
れ
を
平
氏

の
敵
対
者
と
す
る
に
至
っ
た
。
清
盛
が
以
仁
王
の
乱
に
勝
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
法
皇
・
上
皇
・
天
皇
を
奉
じ
て
、
突
如
福
原
遷
都
を
決
行
し
た
の
は
、
寺

院
勢
力
の
圧
力
に
不
安
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
そ
こ
で
源
氏
物
語
須
磨
巻

と
、
平
家
物
語
巻
五
都
う
つ
り
か
ら
巻
七
の
福
原
落
ま
で
と
の
文
芸
美
を
比
較

し
て
み
よ
う
。

 
三
者
と
も
深
刻
な
哀
別
離
苦
を
拝
情
し
て
い
る
が
、
平
家
物
語
の
巻
雲
と
巻

七
は
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
巻
五
の
場
合
は
清
盛
の
例
の
我
儘
行
為
で

あ
っ
て
、
「
月
見
」
が
語
る
や
う
な
源
氏
物
語
的
閑
雅
な
悲
哀
が
瑳
う
て
い

る
。
即
ち

 
福
原
の
新
都
に
ま
し
ま
し
け
る
人
々
、
名
所
の
月
を
見
む
と
て
、
①
或
は
源

 
氏
の
大
将
の
昔
の
跡
を
し
の
び
つ
㌧
、
須
磨
よ
り
明
石
の
浦
つ
た
ひ
、
淡
路

，
の
迫
門
を
お
し
渡
り
、
絵
島
が
磯
の
月
を
見
る
。
或
は
白
蛇
、
吹
上
、
和
歌

 
の
浦
、
住
吉
、
難
波
、
高
砂
、
尾
上
の
月
の
曙
を
眺
め
て
帰
る
人
も
あ
り
。

 
②
誰
そ
や
蓬
生
の
露
、
う
ち
払
ふ
人
も
な
き
所
に
」
と
臨
む
れ
ば
、
 
「
こ
れ

 
は
福
原
よ
り
大
将
殿
の
御
上
り
候
」
と
申
す
。
・
．
・
…
大
宮
は
・
：
…
南
面
の
御

 
格
子
あ
け
さ
せ
、
御
琵
琶
あ
そ
ば
さ
せ
け
る
所
へ
、
大
将
つ
と
参
ら
れ
た
れ

 
ば
、
し
ば
ら
く
御
琵
琶
を
さ
し
置
か
せ
給
ひ
て
、
「
夢
か
や
う
つ
㌧
か
、
こ

・
れ
へ
こ
れ
へ
」
と
そ
仰
せ
け
る
。
③
源
氏
の
宇
治
の
巻
に
は
、
優
婆
塞
の
宮

 
の
御
女
、
秋
の
名
残
を
惜
み
つ
㌧
、
琵
琶
を
調
べ
て
夜
も
す
が
ら
、
心
を
す

 
ま
し
給
ひ
し
に
、
有
明
の
月
の
出
で
け
る
を
、
な
ほ
堪
へ
ず
や
お
ぼ
し
け

 
む
、
擾
に
て
招
き
給
ひ
け
む
も
、
今
こ
そ
お
ぼ
し
し
ら
れ
け
れ
。

と
明
に
須
磨
①
、
蓬
生
②
、
橋
姫
③
の
巻
に
擦
っ
て
離
京
の
不
安
を
源
氏
物
語
の

風
雅
で
楽
ん
で
い
る
。
月
輪
観
、
月
割
三
昧
の
語
で
、
天
台
実
相
が
説
か
れ
て

王
朝
文
芸
の
宗
教
的
史
観
 
源
氏
物
語
と
平
家
物
語
の
比
較
 
一
王
朝
文
化
の
残
照
i
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い
る
が
、
そ
れ
が
こ
こ
に
文
芸
的
形
象
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
界
の
小

さ
さ
、
差
別
へ
愛
着
す
る
愚
か
さ
。
無
常
の
は
か
な
さ
が
、
月
光
に
普
遍
平
等

の
如
来
の
大
悲
を
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
は
れ
と
悲
観
さ
れ
る
と
と
も

に
、
帰
命
大
安
慰
で
き
る
の
で
あ
る
。

須
磨
の
巻
に
は
、

 
月
の
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
い
で
た
る
に
、
こ
よ
ひ
は
十
五
夜
な
り
け
り
、

 
と
お
ぼ
し
い
で
て
、
殿
上
の
御
遊
び
恋
し
く
、
所
々
な
が
め
た
ま
ふ
ら
む
か

 
し
と
、
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
月
の
顔
の
み
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
、

 
〇
二
千
里
外
書
人
心
、
と
請
し
た
ま
へ
る
、
例
の
涙
も
と
ゴ
め
ら
れ
ず
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

と
あ
る
。
平
家
物
語
の
月
見
も
、
八
月
十
五
日
の
中
秋
名
月
で
あ
っ
た
。
○
は

白
氏
文
集
、
巻
十
四
、
律
詩
、

 
八
月
十
五
日
夜
禁
中
独
直
隠
レ
月
憶
三
兀
九
一
「
銀
台
金
闘
夕
沈
々
。
独
宿
相

思
在
二
翰
林
一
。
三
・
五
夜
中
新
月
色
。

 
二
千
里
外
故
人
心
云
々
」
に
撮
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
平
家
物
語
巻
七
青
山

之
沙
汰
に
、

 
A
村
上
の
聖
代
応
和
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
三
五
夜
中
の
新
月
の
色
、
白
く
さ
え
、

 
 
涼
風
颯
々
た
り
し
夜
半
に
、
帝
清
涼
殿
に
し
て
男
装
を
ぞ
あ
そ
ば
さ
れ
け

 
 
る
。

と
引
か
れ
て
い
る
。
尚
「
琵
琶
も
青
山
之
沙
汰
」
に
、
A
句
を
挿
ん
で
、

 
か
の
青
山
と
申
す
御
琵
琶
は
ハ
昔
語
賜
天
皇
の
御
宇
嘉
祥
三
年
三
月
に
、
掃

 
部
の
頭
貞
敏
渡
唐
の
時
、
大
唐
の
琵
琶
の
博
士
廉
承
足
に
あ
ひ
、
三
曲
を
伝

 
へ
て
帰
朝
せ
し
に
、
そ
の
時
玄
象
、
獅
子
丸
、
青
山
、
三
面
の
琵
琶
を
相
伝

 
し
て
渡
り
け
る
が
、
龍
神
や
惜
み
給
ひ
け
む
、
波
風
荒
く
立
ち
け
れ
ば
、
獅

 
子
丸
を
ば
海
底
に
沈
め
ぬ
。
今
二
面
の
琵
琶
を
浮
い
て
、
わ
が
朝
の
帝
の
御

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

 
宝
と
す
。
…
…
時
に
影
の
如
く
な
る
者
御
前
に
参
じ
て
、
優
に
け
だ
か
き
声

 
を
以
て
、
唱
歌
を
ぞ
め
で
た
う
仕
る
。
漏
し
ば
ら
く
御
琵
琶
を
さ
し
お
か
せ

 
給
ひ
て
、
そ
も
そ
も
汝
は
い
か
な
る
も
の
ぞ
、
い
つ
く
よ
り
来
れ
る
ぞ
」
と

 
仰
せ
け
れ
ば
、
…
…
大
唐
の
琵
琶
の
博
士
廉
承
武
と
申
す
も
の
に
て
候
ふ

 
が
、
三
曲
の
中
に
秘
曲
を
一
曲
残
せ
る
罪
に
よ
っ
て
、
魔
道
に
沈
倫
仕
る
。

 
今
君
の
御
思
詰
妙
に
聞
え
侍
る
間
、
参
入
仕
る
所
な
り
。
耀
く
ば
こ
の
曲
を

 
君
に
授
け
参
ら
せ
て
、
仏
果
菩
提
を
生
ず
べ
き
」
云
々

と
あ
る
。
こ
れ
は
音
楽
説
話
中
の
琵
琶
説
話
、
 
仏
教
の
声
慶
得
道
説
話
で
あ

る
。
こ
の
様
に
源
語
・
平
曲
共
に
琵
琶
の
記
述
が
多
い
の
は
、
琵
琶
が
も
の
あ

は
れ
な
悲
曲
で
あ
る
こ
と
、
⑤
白
瓜
文
集
が
盛
行
じ
採
用
さ
れ
て
い
る
琵
琶
行

の
如
き
も
悲
運
の
詩
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
・

 
平
曲
に
琵
琶
に
攣
る
す
記
述
の
多
い
の
は
、
何
よ
り
も
平
曲
語
り
の
盲
僧
の

楽
器
が
琵
琶
で
あ
っ
た
か
ち
で
あ
る
。
楽
天
に
琵
琶
行
の
詩
め
あ
る
こ
と
も
、

盲
僧
の
芸
能
的
自
信
と
情
熱
を
強
め
掻
き
た
て
た
で
あ
ろ
う
。
琵
琶
法
師
は
そ

の
擬
先
で
、
諸
行
無
常
・
会
者
常
離
・
哀
別
離
苦
の
哀
音
を
、
十
方
世
界
に
響

流
さ
せ
る
こ
と
に
論
落
不
遇
の
盲
人
と
し
て
の
生
き
甲
斐
を
自
覚
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
源
氏
物
語
の
も
の
の
あ
は
れ
の
中
世
的
再
現
で
あ
っ
た
。

尚
須
磨
巻
に
は
、
光
源
氏
の
親
友
頭
中
将
が
、
須
磨
の
光
氏
を
恋
慕
し
て
、
処

罪
を
覚
悟
し
て
訪
問
し
た
処
、

 
月
頃
の
御
物
語
、
な
き
み
笑
ひ
み
、
わ
か
ぎ
み
の
何
と
も
世
を
お
ぼ
さ
で
も

 
の
し
給
ふ
か
な
し
さ
を
、
お
と
ゴ
の
あ
け
く
れ
に
つ
け
て
お
ぼ
し
な
げ
く
な

 
ど
か
た
り
給
ふ
に
、
た
へ
が
た
く
お
ぼ
し
た
り
、
つ
き
す
べ
く
も
あ
ら
ね
ば

 
な
か
く
か
た
は
し
も
見
ま
ね
ば
ず
、
よ
も
す
が
ら
ま
ど
ろ
ま
ず
ふ
み
つ
く

 
り
あ
か
し
給
ふ
。
さ
云
ひ
な
が
ら
も
物
の
聞
え
つ
㌧
み
て
急
ぎ
か
へ
り
給
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ふ
。
い
と
な
か
く
な
り
。
御
か
は
ら
け
ま
み
り
て
○
ゑ
ひ
の
悲
の
涙
そ
㌧

 
ぐ
春
の
さ
か
づ
き
の
う
ち
と
も
ろ
声
に
ず
ン
じ
給
ふ
。
御
と
も
の
人
々
ど
も

 
み
な
涙
を
な
が
す
。
お
の
が
じ
》
は
っ
か
な
る
別
を
を
b
む
べ
か
め
り
。

と
あ
る
。
○
は
白
氏
文
集
・
律
詩
・
聖
日
微
之
信
濃
上
一
の
詩
、
「
往
事
瀞
墨
画

似
レ
夢
。
旧
遊
秀
客
僧
帰
レ
泉
。
酔
麗
・
豊
春
早
春
、
吟
苦
支
レ
顧
暁
燭
前
。
云

云
」
に
よ
っ
て
い
る
。

平
家
物
語
巻
五
新
都
に
、

 
唐
の
太
宗
の
翻
山
宮
を
造
っ
て
民
の
費
を
や
揮
ら
せ
給
ひ
け
む
遂
に
臨
幸
な

 
く
し
て
瓦
に
松
生
ひ
培
に
葛
し
げ
っ
て
や
み
に
け
る
に
は
相
違
か
な
と
そ

 
云
々

と
あ
る
の
は
、
白
州
文
集
・
認
諭
四
・
新
楽
府
下
、
鵬
年
高
。
高
高
駆
山
上

有
レ
宮
。
朱
楼
紫
殿
、
三
四
重
。
遅
遅
今
春
日
。
…
…
艦
有
・
衣
今
瓦
有
レ
松
。

吾
君
在
レ
直
向
五
載
。
何
三
一
幸
二
於
亡
霊
一
云
々
。
に
嫁
っ
て
い
る
。

 
要
之
源
氏
物
語
で
は
、
無
名
草
子
が
、
「
須
磨
あ
は
し
に
い
み
じ
き
巻
な
り
」

と
評
し
た
須
磨
の
巻
さ
へ
も
、
そ
の
あ
は
れ
は
京
洛
的
の
閑
雅
で
あ
る
。
そ
の

模
倣
が
平
家
物
語
巻
五
の
福
原
遷
都
の
物
語
で
あ
る
。
但
し
巻
七
の
下
半
は
さ

う
で
は
な
い
。
源
氏
物
語
の
如
ぐ
畳
の
上
で
の
苦
悶
で
は
な
い
。
刀
刃
の
下
に

戦
死
し
屍
を
山
野
に
曝
す
悲
惨
で
あ
る
。
死
に
迫
ら
れ
死
と
共
に
生
き
る
文
芸

で
あ
る
。
一
歩
一
日
が
死
で
あ
る
。
死
が
必
然
で
あ
り
生
が
整
然
で
あ
る
。
一

刹
那
後
の
死
魔
の
手
か
ら
の
が
れ
た
ら
、
賜
日
が
死
で
あ
る
。
光
源
氏
の
運
命

の
不
安
は
、
い
つ
都
に
還
れ
る
の
か
、
死
ぬ
ま
で
須
磨
に
住
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か

に
あ
る
。
最
も
悲
し
く
恐
ろ
し
い
死
は
急
速
に
迫
っ
て
は
い
な
い
。
光
源
氏
の

モ
デ
ル
は
業
平
・
楽
天
で
あ
る
。
唯
美
主
義
時
代
に
在
っ
て
、
源
信
の
来
迎
信
仰

の
示
す
が
如
く
死
を
嘆
美
し
て
い
る
。
巻
七
の
平
家
の
人
々
の
都
落
ち
は
、
死

出
の
三
途
の
旅
、
屠
所
の
羊
で
あ
る
。
生
還
し
て
都
を
見
る
希
望
は
な
い
。
こ

の
死
を
真
実
に
美
化
し
た
の
が
法
然
の
浄
土
往
生
教
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
が
い

っ
た
死
し
て
成
る
道
、
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
道
、
悪
人
と
な
り
聖
人
と

な
り
き
る
こ
と
で
往
生
可
能
の
道
。
そ
れ
が
法
然
浄
土
教
で
あ
っ
た
。
平
家
物

語
は
法
然
浄
土
教
を
因
縁
と
し
て
真
実
の
生
死
の
美
を
顕
現
し
て
い
る
。
そ
れ

は
か
な
し
み
に
渥
回
し
た
美
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
寂
」
と
い
う
。
俊
成
に
自
覚

さ
れ
て
芭
蕉
に
伝
え
ら
れ
た
悲
劇
的
精
神
で
あ
る
。

 
尚
須
磨
巻
に
は
、
光
源
氏
が
須
磨
に
母
親
せ
ら
れ
初
め
て
到
着
の
か
な
し
み

を
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
蔑

 
な
ぎ
さ
に
よ
る
浪
の
か
っ
か
へ
る
を
見
給
ひ
て
、
う
ら
や
ま
し
く
も
と
う
ち

 
ず
ン
じ
給
へ
る
さ
ま
、
さ
る
世
の
ふ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
め
づ
ら
し
く
き
、

 
な
さ
れ
、
か
な
し
と
の
み
御
と
も
の
人
々
思
へ
り
。
う
ち
か
へ
り
み
給
へ
る

 
に
、
こ
し
方
の
山
は
霞
は
る
か
に
、
ま
こ
と
に
三
千
里
の
外
に
心
ち
す
る
に

 
か
ひ
の
し
つ
く
も
た
へ
が
た
し

と
あ
る
の
は
、
白
氏
文
集
・
律
詩
・
冬
至
宿
二
楊
梅
館
一
、
十
一
月
中
長
聖
夜
。

三
千
里
外
遠
行
人
。
若
為
独
宿
二
楊
梅
館
一
。
冷
枕
置
床
一
病
身
。
に
嫁
っ
て

い
る
。

 
義
仲
の
軍
勢
を
惧
れ
て
狼
狽
し
、
一
門
揃
っ
て
旧
都
を
捨
て
て
福
原
に
逃
走

す
る
あ
は
れ
は
、
源
氏
物
語
の
如
く
、
只
一
貴
族
の
身
上
で
は
な
く
、
平
家
一

族
、
更
に
誇
張
し
て
い
へ
ば
、
天
地
も
顛
倒
す
る
か
と
思
は
れ
る
挙
国
の
大
悲

・
劇
で
あ
る
。
巻
七
の
「
主
上
都
落
」
に
は
、

 
①
帝
都
名
利
の
地
、
鶏
鳴
い
て
安
き
事
な
し
。
治
れ
る
世
だ
に
も
此
く
の
如

 
し
。
況
や
乱
れ
た
る
世
に
お
い
て
を
や
。
②
吉
野
山
の
奥
の
奥
へ
も
入
り
な

王
朝
文
芸
の
宗
教
的
史
観
 
源
氏
物
語
と
平
家
物
語
の
比
較
 
一
王
朝
文
化
の
残
照
一

（57）



 
ば
や
と
は
思
し
召
さ
れ
け
れ
ど
も
、
諸
国
七
道
悉
く
背
き
ぬ
。
何
く
の
浦
か

 
穏
し
か
る
べ
き
。
③
「
三
界
無
安
逸
如
火
宅
」
と
て
、
如
来
の
金
言
、
一
乗

 
の
妙
文
な
れ
ば
、
何
か
は
少
し
も
違
ふ
べ
き
。

と
あ
る
。
①
は
白
扇
文
集
、
帝
都
名
利
場
、
鶏
鳴
無
・
安
・
居
」
に
よ
り
、
②
は

古
今
集
巻
雑
歌
下
の
「
み
吉
野
の
山
の
あ
な
た
に
宿
も
が
な
世
の
う
き
時
の
か

く
れ
が
に
せ
む
」
を
引
き
、
③
は
法
華
経
の
讐
喩
品
の
火
宅
喩
と
称
せ
ら
れ
た

「
三
界
無
安
猶
如
火
宅
」
に
嫁
っ
て
い
る
。

 
私
は
従
来
下
関
文
化
大
学
で
源
氏
物
語
を
講
義
し
て
き
た
が
、
明
年
一
月
か

ら
平
家
物
語
の
講
義
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
自
ら
此
の
二
大
古
典
の
比

較
研
究
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
。

 
平
家
物
語
は
源
氏
語
物
の
子
で
あ
る
か
ら
、
複
雑
甚
深
の
関
係
が
多
い
。
こ

れ
を
明
年
は
一
冊
に
し
て
公
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註
 
①＠＠④⑤

湖
月
抄
、
此
夢
に
宮
よ
り
召
あ
る
と
い
ふ
は
、
都
に
帰
り
玉
ふ

べ
き
諸
相
な
る
を
、
源
の
心
に
は
龍
宮
と
思
ひ
て
お
そ
れ
玉
ふ

也
。源

氏
物
語
今
鏡
二
六
二
一
三
頁

詳
し
く
は
、
藤
沢
衛
彦
・
日
本
伝
説
研
究
第
四
巻
・
菅
公
怨
雷
考

に
あ
り
。

愛
媛
大
学
起
要
 
人
文
科
学
 
第
二
巻
第
一
号
，
重
松
信
弘
・
須

磨
巻
の
文
芸
的
特
質

歌
花
連
署
事
書
、
哀
傷
の
所
は
め
く
ら
法
師
が
か
た
る
平
家
物
語

に
ぞ
あ
る
。

（58）

こ
の
論
文
の
要
旨
は
、
関
西
大
学
院
に
お
け
る
昭
和
四
十
六
年
度
日
本
文
芸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

学
会
で
公
開
講
演
し
た
。
こ
の
論
文
に
は
紙
数
に
制
せ
ら
れ
明
石
入
道
に
つ

い
て
の
論
稿
を
省
略
し
た
。


