
対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

末
摘
花
と
花
散
里

武

原

弘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

 
源
氏
物
語
の
主
題
ま
た
構
造
の
形
成
展
開
に
与
る
有
力
な
方
法
の
一
つ
に
、

対
偶
法
が
あ
る
。
つ
と
に
、
巻
名
・
巻
序
に
込
め
ら
れ
て
い
る
対
偶
の
美
意
識

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
つ
い
て
、
武
田
祐
吉
氏
、
玉
上
琢
弥
氏
の
高
説
が
な
さ
れ
、
続
い
て
な
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

れ
る
賛
同
論
も
併
せ
、
い
ま
多
大
の
学
び
を
修
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
対

偶
法
は
、
さ
ら
に
登
場
人
物
の
造
型
や
相
互
関
係
の
あ
り
方
に
も
機
能
し
て
い

る
と
考
え
て
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
の
人
物
論
で
、
人
物
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

者
の
性
格
や
生
き
方
に
つ
い
て
の
比
較
対
照
論
は
少
な
く
な
い
し
、
よ
り
積
極

的
に
二
人
物
を
一
対
の
関
係
存
在
と
し
て
、
す
な
わ
ち
対
偶
の
物
語
論
理
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従
っ
て
捉
え
る
坐
論
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
視
座
か
ら
、
小
論
で
は
、

対
偶
人
物
と
し
て
の
末
摘
花
と
花
散
里
に
つ
い
て
考
察
を
施
し
て
み
た
い
。
両

女
性
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
、
す
で
に
上
坂
信
男
氏
に
よ
る
詳
考
が
あ
り
、
論

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
学
び
に
あ
っ
て
、
改
め
て
こ
の
二

女
性
を
対
偶
律
の
範
疇
で
把
捉
す
る
と
き
、
そ
こ
に
物
語
の
主
題
や
構
想
に
関

わ
る
ど
の
よ
う
な
具
体
相
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
考
え
て

み
た
い
の
で
あ
る
。

 
問
題
意
識
の
端
緒
は
、
「
末
摘
花
」
巻
末
に
近
い
条
、
後
朝
の
場
面
描
写
中

の
次
の
叙
景
文
に
あ
る
。

 
 
橘
の
木
の
埋
も
れ
た
る
、
御
随
身
召
し
て
払
は
せ
た
ま
ふ
。
う
ら
や
み
顔

 
 
に
、
松
の
木
の
お
の
れ
起
き
か
へ
り
て
、
さ
と
こ
ぼ
る
る
雪
も
、
名
に
立
つ

 
 
末
の
と
見
ゆ
る
な
ど
を
、
い
と
深
か
ら
ず
と
も
、
な
だ
ら
か
な
る
ほ
ど
に

 
 
あ
ひ
し
ら
は
む
人
も
が
な
と
見
た
ま
ふ
。
（
末
摘
花
、
（
1
）
二
九
六
頁
）

荒
廃
募
る
末
摘
花
邸
の
植
え
込
み
は
、
深
い
雪
に
覆
わ
れ
て
も
の
寂
し
い
。
後

朝
の
別
れ
で
は
見
慣
れ
な
い
景
色
な
が
ら
、
先
刻
よ
り
「
山
里
の
心
地
し
て
も

の
あ
は
れ
な
る
」
（
同
、
二
九
五
頁
）
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
を
覚
え
て
い
た

源
氏
は
、
い
ま
女
へ
の
同
情
を
さ
ら
に
深
く
し
、
眺
め
て
い
る
。
右
の
叙
景

が
、
そ
う
し
た
心
情
を
抱
く
源
氏
の
視
線
に
沿
っ
て
の
も
の
で
あ
る
点
に
、
ま

ず
留
意
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
「
橘
の
木
」
「
雪
」
「
松
の

木
」
は
、
単
に
源
氏
に
属
目
の
自
然
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
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の
内
な
る
情
意
世
界
に
現
在
す
る
そ
れ
の
形
象
と
し
て
叙
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
い
ま
、
「
風
景
」
は
「
情
景
」
に
変
貌
し
て
い
る
も
の
と
読
み
押
さ
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
留
意
点
の
二
と
し
て
、
「
う
ら
や
み
顔
」
「
お
の
れ
起
き
か
へ
り
て
」
な
ど
の

擬
人
表
現
の
重
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
橘
」
、
「
松
」
、
そ
し
て
「
雪
」
さ
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ア
 

も
、
そ
れ
ら
は
自
ず
か
ら
人
物
・
人
事
の
比
喩
、
象
徴
表
現
と
解
さ
れ
る
。
そ

れ
に
「
橘
」
と
「
松
」
は
共
に
常
緑
樹
で
あ
る
こ
と
、
前
者
が
源
氏
の
随
身
に

「
雪
」
を
払
わ
せ
る
対
象
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
自
力
で
挑
ね
上
が
り
、

そ
れ
を
ふ
り
落
と
す
存
在
で
あ
る
と
い
う
対
比
描
写
は
、
そ
の
ま
ま
両
者
が
源

氏
の
愛
情
を
待
ち
つ
つ
変
わ
ら
ぬ
心
で
相
競
う
二
女
性
を
暗
示
し
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
人
物
像
造
型
に
ま
で
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
二
人
は
、
ま
さ
に
対
偶
の

関
係
に
お
か
れ
て
い
る
と
読
ま
れ
る
。
よ
り
端
的
に
、
「
橘
」
は
花
型
里
、
「
松
」

は
末
摘
花
を
喩
え
て
い
る
。
源
氏
を
め
ぐ
っ
て
の
両
女
性
の
関
係
の
あ
り
方
、

そ
の
人
物
像
の
対
偶
性
に
つ
い
て
、
以
下
に
よ
り
詳
し
い
検
証
を
試
み
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
人
物
末
摘
花
の
直
接
の
比
喩
が
植
物
末
摘
花
に
よ
っ
て
い
る
の
は
当
然
と
し

て
、
人
物
造
型
上
の
象
徴
的
景
物
と
し
て
「
松
」
を
と
り
重
ね
る
の
が
、
物
語

作
者
の
当
初
か
ら
の
用
意
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
源
氏
が
は
じ
め
て
の
逢

瀬
を
企
て
、
荒
廃
甚
だ
し
い
末
摘
花
邸
に
進
み
入
る
場
面
で
、
い
ち
は
や
く

「
松
」
が
描
叙
さ
れ
て
い
る
。

 
 
星
の
光
ば
か
り
さ
や
け
く
、
松
の
梢
吹
く
風
の
心
細
く
て
、
い
に
し
へ
の
こ

対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

 
 
と
語
り
出
で
て
う
ち
泣
き
な
ど
し
た
ま
ふ
。
（
末
摘
花
、
（
1
）
二
七
九
頁
）

こ
こ
で
の
「
松
の
梢
吹
く
風
の
音
」
が
、
荒
れ
ま
さ
る
庭
前
の
寂
蓼
を
聴
覚
に

訴
え
て
す
る
表
現
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
同
時
に
そ
れ
は
深

い
孤
独
の
極
み
に
堪
え
き
れ
ず
哀
泣
す
る
女
の
切
な
い
泣
き
声
と
も
重
ね
ら
れ

て
い
よ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
表
現
が
、
「
琴
」
を
唯
一
の
友
と
し

て
生
き
て
い
る
彼
女
（
同
、
二
六
七
頁
）
の
人
物
造
型
に
深
く
関
わ
っ
て
な
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
は
併
せ
て
、

 
 
琴
の
音
に
峰
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
つ
れ
の
を
よ
り
調
べ
そ
め
け
む
（
拾
遺

 
 
集
巻
第
八
、
斎
宮
女
御
）

の
和
歌
の
美
意
識
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
松
」
の
こ
う

し
た
豊
か
な
表
象
表
現
の
う
ち
に
末
摘
花
像
が
造
型
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

い
ま
後
朝
の
別
れ
の
庭
前
に
も
、
景
物
「
松
」
は
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
。
前

に
触
れ
た
本
文
に
先
だ
つ
叙
述
で
あ
る
が
、

 
 
い
と
あ
は
れ
に
さ
び
し
く
荒
れ
ま
ど
へ
る
に
、
松
の
雪
の
み
あ
た
た
か
げ

 
 
に
降
り
つ
め
る
、
山
里
の
心
地
し
て
も
の
あ
は
れ
な
る
を
、
（
同
、
二
九

 
 
五
頁
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
松
」
と
「
雪
」
の
と
り
合
わ
せ
が
、
当
時
の
屏
風
絵
に

通
例
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
あ
た
上
で
、
さ
ら
に
別
趣
の
表
現
性
も
確
か

め
ら
れ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
「
雪
」
の
白
に
い
っ
そ
う
映
え
る
常
磐
木
「
松
」

の
不
変
の
緑
は
、
あ
ま
り
に
移
ろ
い
や
す
い
世
の
中
に
あ
っ
て
、
平
な
に
故
父

宮
の
教
え
を
墨
守
し
、
古
風
操
守
の
態
度
を
貫
い
て
生
き
る
末
摘
花
の
人
物
形

象
と
そ
の
ま
ま
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
も
、
同
じ
く
和
歌
世
界
の
伝
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対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

統
的
な
美
意
識
を
背
景
と
し
て
お
り
、
例
え
ば
、

 
 
高
砂
の
松
と
い
ひ
つ
つ
年
を
経
て
か
は
ら
ぬ
色
と
聞
か
ば
頼
ま
む
（
後
撰

 
 
集
巻
第
十
二
 
読
み
人
し
ら
ず
）

な
ど
に
み
る
「
松
」
の
表
象
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
表
現
で
あ
ろ
う
。

 
こ
う
し
た
叙
景
文
脈
中
に
自
ず
か
ら
な
る
伸
長
と
し
て
暮
せ
ら
れ
る
の
が
、

前
掲
本
文
の
擬
人
表
現
な
の
で
あ
る
。
再
説
す
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
こ
こ
で

の
景
物
「
松
」
に
関
わ
る
「
う
ら
や
み
顔
」
「
お
の
れ
起
き
か
へ
り
て
」
の
擬

人
表
現
は
、
清
水
婦
久
子
氏
の
説
に
学
ん
で
も
解
け
る
よ
う
に
、
「
そ
の
風
景

に
象
徴
的
な
意
味
が
加
わ
っ
て
」
「
景
が
人
々
の
感
情
や
状
況
を
わ
き
ま
え
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
氏
の
併
せ
す
る
留
意
の
と
お

り
、
擬
人
表
現
の
中
の
景
物
と
人
物
の
関
係
は
、
単
純
に
「
機
械
的
な
あ
て
は

め
方
」
に
な
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
表
現
特
有
の
象
徴
性
、
比
喩
性
は

確
固
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
松
」
の
人
物
象
徴
蝕
す
な
わ
ち
末
摘
花

像
暗
示
の
た
め
の
表
現
機
能
は
確
実
な
の
で
あ
る
。
「
橘
」
の
表
現
性
に
つ
い

て
も
同
断
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
景
物
「
松
」
を
人
事
「
待
つ
恋
」
と
重
ね
合
わ
せ
る
美
意
識
お

よ
び
表
現
法
は
、
『
万
葉
集
』
以
来
の
和
歌
世
界
に
伝
統
的
な
も
の
で
、
『
古
今

集
』
を
経
て
『
後
撰
集
』
に
至
る
時
代
に
か
け
て
、
そ
の
様
式
化
、
類
型
化
が

著
し
く
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
前
者
で
は
十
一
首
中
四

首
、
後
者
で
は
二
十
九
首
中
九
首
。
但
し
、
「
松
虫
」
や
「
松
」
を
含
む
地
名

と
掛
け
た
歌
を
加
算
し
て
い
く
と
、
比
喩
数
値
は
か
な
り
高
く
な
る
。
）
い
ま
、

二
首
の
み
を
引
い
て
、
例
証
と
す
る
。

 
 
久
し
く
も
な
り
に
け
る
か
な
住
江
の
ま
っ
は
く
る
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け

 
 
る
（
古
今
難
儀
第
十
五
 
読
み
怪
し
ら
ず
）

 
 
常
磐
に
と
た
の
め
し
事
は
松
ほ
ど
の
久
し
か
る
べ
き
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ

 
 
（
後
撰
集
巻
第
十
二
 
読
み
画
し
ら
ず
）

こ
う
し
た
和
歌
の
理
念
や
表
現
を
背
景
と
し
て
こ
そ
、
「
末
摘
花
」
巻
で
の
件

の
景
物
「
松
」
に
か
か
る
擬
人
表
現
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
「
待

つ
恋
」
物
語
の
主
題
形
成
、
「
待
つ
女
」
末
摘
花
像
造
型
に
直
結
す
る
も
の
と
、

小
論
で
は
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
用
意
が
こ
こ
ま
で
整
え
ら
れ
た
段
階
で
、
物

語
は
は
や
く
も
巻
を
閉
じ
る
。
物
語
の
本
領
を
語
る
は
ず
の
こ
れ
の
展
開
部

は
、
数
巻
の
別
の
物
語
を
は
さ
ん
だ
先
の
「
蓬
生
」
巻
に
承
け
継
が
れ
る
こ
ど

に
な
る
。

 
当
然
の
ご
と
く
、
「
蓬
生
」
巻
で
も
景
物
「
松
」
は
重
要
な
人
事
表
象
と
し

て
叙
せ
ら
れ
る
。
読
む
に
注
意
を
払
う
べ
き
は
、
そ
の
描
叙
の
進
め
ら
れ
方
で

あ
る
。
巻
頭
に
近
い
条
で
、
末
摘
花
邸
の
極
ま
る
窮
乏
、
荒
廃
の
様
子
が
描
か

れ
る
が
、
そ
の
荒
れ
果
て
た
庭
前
風
景
を
構
成
す
る
景
物
と
し
て
「
蓬
」
「
浅

茅
」
「
葎
」
な
ど
が
叙
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
「
松
」
は
捜
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

「
け
遠
き
木
立
」
（
蓬
生
（
2
）
三
二
七
頁
）
が
そ
れ
を
指
し
て
い
る
と
し
て

も
、
「
松
」
と
叙
せ
ら
れ
る
景
物
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
い
ま
、
こ

の
風
景
が
、
源
氏
の
再
訪
を
「
待
ち
」
続
け
て
十
年
置
歳
月
を
過
ご
し
て
き
て

い
る
末
摘
花
邸
前
の
「
情
景
」
と
し
て
彼
に
見
改
め
ら
れ
る
と
き
、
は
じ
め
て

そ
こ
に
「
松
」
の
木
立
が
現
前
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
 
大
き
な
る
松
に
藤
の
咲
き
か
か
り
て
月
影
に
な
よ
び
た
る
、
風
に
つ
き
て
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さ
と
匂
ふ
が
な
つ
か
し
く
、
そ
こ
は
か
と
な
き
か
を
り
な
り
。
橘
に
か
は

 
 
り
て
を
か
し
げ
れ
ば
、
（
蓬
生
、
（
2
）
三
四
四
頁
）

「
松
」
と
「
藤
」
の
と
り
合
わ
せ
ば
、
当
時
の
大
和
絵
に
つ
く
詠
歌
に
類
型
的

な
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
「
橘
」
へ
の
連
想
が
及
ぶ
と
こ
ろ
、
ま
さ
し
く
「
人
物

と
景
物
の
関
係
が
固
定
的
に
な
っ
て
い
る
」
（
『
新
編
全
集
』
頭
注
）
の
が
知
ら

れ
る
。
そ
の
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
源
氏
と
末
摘
花
の
対
面
唱
和
場
面
に
お

い
て
、
互
い
の
詠
唱
を
深
く
切
り
結
ぶ
の
は
掛
け
詞
「
ま
つ
」
（
「
松
」
「
待

つ
」
）
の
表
現
で
あ
っ
た
。

 
 
藤
波
の
う
ち
過
ぎ
が
た
く
見
え
つ
る
は
ま
つ
こ
そ
宿
の
し
る
し
な
り
け
れ

 
 
（
同
、
（
2
）
三
五
一
頁
）

 
 
年
を
へ
て
ま
っ
し
る
し
な
き
わ
が
宿
を
花
の
た
よ
り
に
過
ぎ
ば
か
り
か

 
 
（
同
）

こ
こ
で
の
末
摘
花
の
「
待
つ
恋
」
成
就
の
た
あ
に
こ
そ
、
物
語
作
者
は
は
や
く

「
末
摘
花
」
巻
で
の
叙
景
文
中
で
の
景
物
「
松
」
の
擬
人
化
、
象
徴
化
表
現
を

用
意
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
一
つ
の
用
意
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
物
語
主
題
と
末
摘
花
像
造
型
の
達
成
の
た
め
に
は
、
そ
の
前

提
と
し
て
源
氏
の
須
磨
流
請
事
件
を
め
ぐ
っ
て
の
十
年
間
の
歳
月
の
経
過
も
必

須
の
物
語
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
こ
こ
で
も
作
者
の
構
想
の
周
到
さ
が
読

み
確
か
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
成
立
論
上
の
問
題
も
残
る

が
、
当
面
の
諸
巻
の
巻
序
に
つ
い
て
、
文
脈
や
叙
述
に
つ
い
て
、
小
論
は
現
行

形
態
の
ま
ま
と
し
、
そ
れ
は
当
初
か
ら
物
語
に
お
け
る
構
想
上
の
要
請
と
し
て

必
然
の
も
の
で
あ
っ
た
と
読
み
解
き
た
い
の
で
あ
る
。

対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
末
摘
花
と
の
対
偶
関
係
を
読
み
と
り
た
い
小
論
で
、
併
せ
て
花
藤
里
に
つ
い

て
の
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
前
節
に
引
用
し
た
「
末
摘
花
」
巻

本
文
に
つ
い
て
検
し
た
よ
う
に
、
景
物
「
松
」
と
「
橘
」
に
即
応
す
る
人
物
末

摘
花
と
花
譜
里
の
対
偶
の
関
係
は
、
「
蓬
生
」
巻
に
至
っ
て
さ
ら
に
確
定
的
と

な
る
。
帰
還
し
て
多
事
多
忙
の
源
氏
が
、
ふ
と
昔
の
恋
を
偲
ん
で
訪
れ
る
先

は
、
末
摘
花
で
は
な
く
、
花
散
里
で
あ
っ
た
。

 
 
卯
月
ば
か
り
に
、
花
昏
怠
の
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
忍
び
で
、
対

 
 
の
上
に
御
暇
聞
こ
え
て
出
で
た
ま
ふ
。
（
蓬
生
、
（
2
）
三
四
四
頁
）

そ
の
途
次
に
、
通
り
過
ぎ
か
け
て
眼
を
留
め
た
の
が
「
形
も
な
く
荒
れ
た
る

家
」
「
大
き
な
る
松
に
藤
」
（
同
）
、
思
い
出
す
に
そ
こ
は
他
な
ら
ぬ
末
摘
花
邸
で

あ
っ
た
。
い
ま
源
氏
の
車
を
止
め
さ
せ
た
の
は
「
藤
の
香
り
」
で
あ
っ
た
が
、

 
 
橘
に
か
は
り
て
を
か
し
げ
れ
ば
、
（
同
）

と
の
叙
述
で
解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
が
い
ち
は
や
く
想
起
し
て
い
る
の
は
花

散
里
の
こ
と
、
か
つ
て
女
の
邸
を
訪
ね
た
際
詠
ん
だ
自
身
の
歌

 
 
橘
の
香
を
な
つ
か
し
み
ほ
と
と
ぎ
す
花
散
る
里
を
た
つ
ね
て
ぞ
と
ふ

 
 
（
花
散
里
、
（
2
）
一
五
六
頁
）

で
あ
っ
た
。
そ
の
意
識
の
根
底
に
は
、
古
歌

 
 
五
月
ま
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
 
（
古
今
集
巻

 
 
第
三
 
読
み
下
し
ら
ず
）

に
よ
る
懐
旧
の
情
が
喚
起
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
情
感
に
押
し
動
か
さ
れ
つ
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対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

つ
末
摘
花
邸
内
に
進
ん
で
い
く
源
氏
な
の
で
あ
る
。
彼
の
意
識
の
中
で
、
花
道

里
と
末
摘
花
が
交
錯
す
る
。
思
え
ば
、
花
散
里
邸
庭
前
も
同
じ
く
、
「
い
と
ど

木
高
き
影
ど
も
木
暗
く
見
え
わ
た
り
」
（
花
散
里
、
（
2
）
一
五
六
頁
）
、
寂
し

く
荒
れ
果
て
て
い
た
。
そ
れ
は
、
続
く
、
「
須
磨
」
巻
で
花
散
々
に
自
ら
詠
歌

を
、 

 
荒
れ
ま
さ
る
軒
の
し
の
ぶ
を
な
が
め
つ
つ
し
げ
く
も
露
の
か
か
る
袖
か
な

 
 
（
同
、
一
九
六
頁
）

と
し
た
た
め
さ
せ
、
源
氏
に
は
「
葎
」
の
門
と
し
て
想
像
さ
せ
る
も
の
な
の
で

も
あ
っ
た
。

 
さ
ら
に
ま
た
、
花
散
髪
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
末
摘
花
像
に
共
通
、
類
同
の

造
型
が
施
さ
れ
る
の
も
、
両
者
の
対
偶
関
係
を
支
え
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

も
と
も
と
花
散
里
は
、
麗
景
殿
女
御
邸
を
指
し
て
い
う
語
で
あ
っ
た
が
、
文
脈

の
中
で
、
ま
た
源
氏
の
意
識
の
中
で
、
彼
の
恋
慕
す
る
七
三
の
君
の
人
物
呼
称

と
し
て
徐
々
に
転
移
し
て
成
っ
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
登
場
の
し
方
そ

の
も
の
が
、
花
前
里
の
一
見
存
在
感
の
薄
い
印
象
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
に
の

み
造
型
さ
れ
る
彼
女
の
人
柄
、
個
性
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
西
面
に
は
、
わ
ざ
と
な
く
忍
び
や
か
に
う
ち
ふ
る
さ
れ
た
ま
ひ
て
の
ぞ
き

 
 
た
ま
へ
る
も
、
め
づ
ら
し
き
に
添
へ
て
、
世
に
目
馴
れ
ぬ
御
さ
ま
な
れ

 
 
ば
、
（
花
散
里
、
（
2
）
一
五
七
頁
）

 
 
か
の
花
豊
里
に
も
、
お
は
し
通
ふ
こ
と
こ
そ
ま
れ
な
れ
、
心
細
く
あ
は
れ

 
 
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
こ
の
御
蔭
に
隠
れ
て
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
（
須
磨
、

 
 
（
2
）
一
六
二
頁
）

須
磨
退
居
と
い
う
大
事
の
直
前
に
、
源
氏
が
情
け
を
交
わ
し
て
語
ら
う
相
手
の

一
人
と
し
て
、
花
散
里
が
彼
に
と
っ
て
い
か
に
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
か
が
知

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
後
朝
の
別
れ
で
は
、

 
 
月
影
の
や
ど
れ
る
袖
は
せ
ば
く
と
も
と
め
て
も
見
ぼ
や
あ
か
ぬ
光
を

 
 
（
同
、
一
七
五
頁
）

と
詠
歌
す
る
彼
女
に
も
、
「
い
と
い
み
じ
う
心
細
き
あ
り
さ
ま
、
た
だ
こ
の
御

蔭
に
隠
れ
て
過
い
た
ま
へ
る
」
（
同
、
一
七
四
頁
）
と
同
じ
く
多
年
の
歳
月
が

流
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
「
荒
れ
ま
さ
る
軒
の
し
の
ぶ
」

（
前
引
）
が
源
氏
の
心
象
に
「
葎
」
と
見
え
る
そ
の
前
方
に
立
ち
現
れ
た
の
が
、

「
蓬
生
」
巻
で
の
末
摘
花
邸
庭
前
の
景
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
は
や
く
、

花
散
里
も
ま
た
「
あ
れ
た
る
宿
に
」
（
濡
標
、
（
2
）
二
九
八
頁
）
ひ
っ
そ
り

と
、 

 
年
ご
ろ
待
ち
過
ぐ
し
き
こ
え
た
ま
へ
る
も
、
さ
ら
に
お
ろ
か
に
は
思
さ
れ

 
 
ざ
り
け
り
。
（
同
）

慎
し
み
深
く
「
待
つ
」
女
性
と
し
て
、
源
氏
に
切
に
顧
み
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

 
か
く
て
、
集
散
里
も
末
摘
花
も
、
荒
廃
ま
さ
る
邸
内
奥
深
く
に
耐
え
忍
ん
で

源
氏
を
「
待
つ
女
」
と
し
て
確
か
な
造
型
を
与
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に

個
性
的
で
豊
か
な
美
質
の
体
現
者
と
な
る
。
そ
の
六
書
の
あ
り
方
は
、
基
本
的

に
、
一
定
の
共
通
条
件
の
も
と
で
可
能
な
二
人
物
像
の
対
比
、
そ
れ
に
よ
っ
て

物
語
主
題
の
深
化
を
は
か
る
方
法
、
す
な
わ
ち
待
偶
法
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
互
い
に
共
通
の
境
遇
、
状
況
を
生
き
る
花
散
逸
と
末
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摘
花
が
、
ま
た
互
い
に
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
た
人
格
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固

有
の
生
を
辿
る
の
か
。
そ
こ
に
深
め
ら
れ
る
物
語
の
主
題
、
構
想
の
発
展
を
確

か
め
つ
つ
前
後
の
文
脈
を
さ
ら
に
辿
り
、
そ
の
対
偶
律
の
及
ぶ
と
こ
ろ
を
追
考

し
て
み
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
四

 
政
界
に
返
り
咲
い
て
新
体
制
を
整
え
る
源
氏
は
、
さ
っ
そ
く
に
二
条
学
院
の

改
築
に
と
り
か
か
る
。

 
 
二
条
院
の
東
な
る
宮
、
院
の
御
処
分
な
り
し
を
、
生
な
く
改
め
造
ら
せ
た

 
 
ま
ふ
。
花
散
里
な
ど
や
う
の
心
苦
し
き
人
々
住
ま
せ
む
な
ど
思
し
あ
て
て

 
 
つ
く
ら
せ
た
ま
ふ
。
（
直
面
、
（
2
）
二
八
四
～
五
頁
）

こ
こ
で
の
「
心
苦
し
き
人
々
」
が
、
花
西
里
の
ほ
か
に
明
石
の
君
、
末
摘
花
、

空
蝉
、
五
節
な
ど
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
が
、
後
文
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。

実
際
の
改
築
完
成
、
方
々
の
入
居
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
「
松
風
」
巻
に
、

 
 
東
の
院
造
り
た
て
て
、
花
散
里
と
聞
こ
え
し
、
移
ろ
は
し
た
ま
ふ
。
西
の

 
 
対
、
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政
所
、
家
司
な
ど
、
（
中
略
）
東
の
対
は
、
明

 
 
石
の
御
方
と
思
し
お
き
て
た
り
。
北
の
対
は
こ
と
に
広
く
造
り
た
ま
ひ

 
 
て
、
（
松
風
、
（
2
）
三
九
七
頁
）

と
叙
せ
ら
れ
、
花
散
里
が
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
末
摘
花

の
入
居
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
の
「
蓬
生
」
巻
に
、

 
 
二
年
ば
か
り
こ
の
古
宮
に
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
東
の
院
と
い
ふ
所
に
な

 
 
む
、
後
は
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
。
（
蓬
生
、
（
2
）
三
五
五
頁
）

対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

と
叙
せ
ら
れ
て
い
て
、
い
ま
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
同
時
期
に
、
彼
女

は
北
の
対
に
移
り
住
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
花
忍
里
と
末
摘
花
入
居
に
つ
い
て
見

ら
れ
る
こ
う
し
た
描
叙
の
前
後
を
、
文
脈
上
の
単
な
る
偶
然
と
解
す
る
に
は
当

ら
な
い
。
小
論
で
は
、
明
石
の
君
の
登
場
と
関
わ
っ
て
、
花
散
里
と
末
摘
花
の

対
偶
関
係
が
徐
々
に
変
容
さ
せ
ら
れ
て
い
く
物
語
構
造
の
兆
候
と
考
え
た
い
。

も
と
よ
り
、
明
石
の
君
と
対
偶
さ
せ
ら
れ
て
い
る
人
物
は
紫
の
上
で
あ
り
、
二

人
の
そ
の
関
係
の
深
化
発
展
の
う
ち
に
物
語
の
本
系
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
傍
系
の
人
物
末
摘
花
と
の
関
係
は
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
系
列
か
ら
す
れ
ば
別
々
の
、
互
い
に
直
接
の
人
間

関
係
を
も
ち
得
な
い
は
ず
の
花
蕊
里
と
末
摘
花
が
、
同
じ
二
条
東
院
の
西
と
北

の
対
に
隣
接
し
て
住
む
物
語
の
必
然
の
論
理
は
あ
ら
た
め
て
顧
み
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
明
石
の
君
の
上
京
を
待
っ
て
線
太
く
進
展
す
る
物
語
の
長

篇
化
構
想
の
中
に
、
末
摘
花
は
さ
し
置
か
れ
て
も
、
花
豊
里
は
ま
す
ま
す
頻
繁

に
呼
び
出
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
物
語
状
況
に
十
分
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ

う
。
本
文
に
即
し
て
、
読
解
を
深
め
よ
う
。

 
明
石
の
君
の
入
居
拒
否
で
、
二
条
東
院
の
東
の
対
が
住
人
不
在
の
部
屋
と
さ

れ
る
の
は
（
「
松
風
」
巻
か
ら
「
朝
顔
」
巻
ま
で
は
続
く
状
態
）
、
物
語
作
者
の

周
到
な
用
意
に
よ
る
と
小
論
で
は
考
え
た
い
。
「
少
女
」
巻
に
お
い
て
、

 
 
字
つ
く
る
こ
と
は
、
東
の
院
に
て
し
た
ま
ふ
。
東
の
対
を
し
つ
ら
は
れ
た

 
 
り
。
（
少
女
、
（
3
）
二
三
頁
）

と
叙
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
は
夕
霧
が
ひ
た
す
ら
学
問
に
専
念
す
る
場
所
で

あ
っ
た
。
源
氏
の
厳
し
い
教
育
方
針
に
従
っ
て
、
夕
霧
は
「
才
を
も
と
と
し
て

一 27 一



対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

こ
そ
、
大
和
魂
の
世
に
用
ゐ
ら
る
る
」
「
こ
の
世
の
重
し
と
成
る
べ
き
心
お
き

て
を
な
ら
ひ
」
（
同
、
二
二
頁
）
励
む
に
、
そ
こ
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
「
曹
司
」

だ
っ
た
。
こ
こ
で
そ
の
支
援
監
督
を
務
め
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
花
蜜
里

で
あ
る
。
彼
女
は
、
す
で
に
早
く
「
薄
雲
」
巻
に
お
い
て
、

 
 
東
の
院
の
対
の
御
方
も
、
あ
り
さ
ま
好
ま
し
う
あ
ら
ま
ほ
し
き
さ
ま
に
、

 
 
（
薄
雲
、
（
2
）
四
三
七
頁
）

と
描
叙
さ
れ
て
、
源
氏
に
好
ま
れ
る
、
理
想
的
な
側
室
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
人
柄
の
好
も
し
さ
を
見
込
ん
で
、
源
氏
は
彼
女
に
夕
霧
の
後
見
を
依

頼
（
少
女
、
（
3
）
六
七
頁
）
、
息
子
に
ほ
の
見
ら
れ
る
養
母
は
、
「
容
貌
の
ま

ほ
な
ら
ず
も
お
は
し
け
る
」
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
「
心
ば
へ
の
か
や
う
に
や

は
ら
か
な
ら
む
人
を
こ
そ
あ
ひ
思
は
め
」
（
同
）
と
敬
慕
さ
れ
る
女
性
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
文
脈
の
う
ち
に
型
ど
ら
れ
る
寒
寒
里
が
、
二
条
東
院
か
ら
新
造
成
っ

た
栄
華
の
殿
堂
六
条
院
夏
の
町
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
読
む
に
辿
り
易
い

物
語
展
開
と
い
え
よ
う
。

 
 
例
の
お
い
ら
か
に
気
色
ば
ま
ぬ
花
潜
里
ぞ
、
そ
の
夜
添
ひ
て
移
ろ
ひ
た
ま

 
 
ふ
。
（
中
略
）
げ
に
か
う
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
け
り
と
見
え
た
り
。
（
少

 
 
女
、
（
3
）
八
十
頁
）

紫
の
上
に
付
き
添
っ
て
の
入
居
は
、
慎
ま
し
や
か
で
お
ち
つ
い
た
花
散
里
の
理

想
的
人
格
の
い
っ
そ
う
の
称
揚
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

 
 
御
料
ら
ひ
、
ま
し
て
い
と
み
や
び
か
に
聞
こ
え
か
は
し
て
な
ん
過
ぐ
し
た

 
 
ま
ひ
け
る
。
（
少
女
、
（
3
）
七
七
頁
）

夏
の
御
殿
の
庭
に
は
、
そ
こ
に
ふ
さ
わ
し
い
草
木
「
卯
の
花
の
垣
根
」
、
ま
た

 
 
昔
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
、
撫
子
、
薔
薇
、
く
た
に
な
ど
や
う
の
暗
く
さ
ぐ
さ

 
 
（
少
女
、
（
3
）
七
九
頁
）

が
植
え
わ
た
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
女
は
玉
霰
の
後
見
を
も
託
さ
れ
、

（
玉
婁
、
（
3
）
一
二
八
頁
）
、
万
端
に
行
き
届
い
た
世
話
を
し
て
、
源
氏
の
信

愛
を
い
っ
そ
う
深
く
す
る
。
六
条
院
に
欠
け
が
え
の
な
い
、
い
か
に
も
貴
重
な

存
在
な
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
花
霞
里
の
存
在
感
の
増
伸
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
明
石
の
君
に

か
か
る
人
物
造
型
の
進
展
、
そ
の
存
在
の
比
重
の
増
大
と
深
く
関
わ
っ
て
お

り
、
相
対
的
に
末
摘
花
の
人
格
性
の
格
下
げ
、
そ
の
存
在
の
卑
小
化
と
相
即
併

行
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
花
園
里
と
末
摘
花
の
対
偶
関
係
の
消
滅
、
ほ
と

ん
ど
そ
の
差
し
替
え
に
等
し
い
花
合
里
と
明
石
の
君
と
の
対
比
関
係
の
位
相
が

留
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
不
本
意
の
ま
ま
上
京
、
よ
う
や
く
大
堰
の
山
荘
に
落

ち
着
い
た
明
石
の
君
に
つ
い
て
、
「
松
風
」
巻
本
文
は
次
の
よ
う
に
叙
す
。

 
 
な
か
な
か
も
の
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
、
棄
て
し
家
居
も
恋
し
う
つ
れ
づ
れ

 
 
な
れ
ば
、
か
の
御
形
見
の
琴
を
掻
き
鳴
ら
す
。
（
中
略
）
松
風
は
し
た
な

 
 
く
響
き
あ
ひ
た
り
。
（
中
略
）

 
 
身
を
か
へ
て
ひ
と
り
か
へ
れ
る
山
里
に
聞
き
し
に
似
た
る
松
風
ぞ
吹
く

 
 
（
松
風
、
（
2
）
四
〇
七
～
四
〇
八
頁
）

彼
女
は
「
琴
」
の
名
手
。
そ
の
音
が
「
松
風
」
に
通
う
の
は
、
や
は
り
斎
宮
女

御
歌
（
前
掲
）
に
引
き
合
わ
せ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
素
材
、
景

物
の
取
り
合
せ
に
よ
る
明
石
の
君
像
は
、
前
述
の
花
摘
花
虻
と
確
実
に
重
な
っ

て
く
る
。
明
石
の
浦
の
「
松
」
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
れ
は
元
来
明
石
の
君
の
象
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徴
景
物
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
二
人
に
共
通
の
「
松
」
の

表
象
性
は
動
か
な
い
。
さ
ら
に
補
い
及
ぶ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
明
石
の
君
も
同

じ
く
源
氏
を
「
待
つ
女
」
で
あ
っ
た
。
や
が
て
彼
女
は
新
造
な
っ
た
六
条
院
の

冬
の
町
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
庭
前
に
は
、

 
 
隔
て
の
垣
に
松
の
参
し
げ
く
、
雪
を
も
て
あ
そ
ば
ん
た
よ
り
に
よ
せ
た

 
 
り
。
（
少
女
、
（
3
）
七
九
頁
）

と
の
景
趣
が
移
し
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
後
の
「
初
音
」
巻
で
も
、
明
石
母
子
の

贈
答
は
「
松
」
「
待
つ
」
の
掛
詞
で
な
さ
れ
る
。

 
 
年
月
の
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に
け
ふ
鶯
の
初
音
き
か
せ
よ
（
初
音
、

 
 
（
3
）
一
四
六
頁
）

 
 
ひ
き
わ
か
れ
年
は
経
れ
ど
も
鶯
の
巣
だ
ち
し
松
の
根
を
わ
す
れ
め
や
（
同
）

一
連
の
文
脈
中
、
「
琴
」
「
松
」
「
雪
」
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
共
通

と
し
な
が
ら
、
相
違
す
る
の
は
一
方
が
没
落
皇
族
の
貧
家
の
も
の
、
い
ま
一
方

は
栄
華
の
絶
頂
を
極
め
つ
つ
あ
る
豪
邸
の
も
の
と
い
う
大
き
な
格
差
で
、
そ
れ

が
対
を
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
取
ら
れ
る
末
摘
花
と
明
石
の
君
の
人
物
像

と
は
、
い
わ
ば
同
じ
被
写
体
の
陰
画
と
陽
画
の
現
像
体
に
も
比
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

 
玉
婁
十
帖
に
再
登
場
す
る
末
摘
花
が
極
端
な
「
を
こ
」
者
と
し
て
造
型
さ
れ

る
の
が
、
花
散
里
や
明
石
の
君
像
造
型
と
の
相
対
関
係
に
お
い
て
の
も
の
な
の

か
ど
う
か
、
性
急
な
論
断
は
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
小
論
で
は
お
よ
そ
次

の
ご
と
く
に
読
み
押
さ
え
た
い
。
も
と
も
と
、
「
少
女
」
巻
で
の
源
氏
の
六
条

院
造
営
構
想
（
同
、
七
六
頁
）
は
、
異
論
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
二
条
東
男
の

対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

改
変
、
そ
の
発
展
と
し
て
の
創
設
計
画
と
考
え
ら
れ
る
。
六
条
院
構
想
の
出
発

点
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
故
六
条
御
息
所
鎮
魂
の
こ
と
、
梅
壷
中
宮
里
第
の
こ

と
な
ど
が
重
要
な
動
機
と
考
え
ら
れ
も
す
る
が
、
い
ま
、
明
石
の
君
の
東
院
入

居
拒
否
の
こ
と
も
軽
く
は
考
え
た
く
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
明
石
の
姫
君
の

将
来
を
全
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
源
氏
に
と
っ
て
、
併
せ
て
向
後

に
お
け
る
花
散
里
の
役
割
の
大
き
さ
及
び
彼
女
に
対
す
る
待
遇
の
問
題
も
考
慮

す
べ
き
肝
要
事
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
方
々
へ
の
顧
慮
に
最
優
先
し
て
思
量
す

べ
き
は
、
当
然
、
最
愛
の
妻
紫
の
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
物
語
の
人

物
関
係
動
態
に
つ
い
て
の
本
文
の
引
証
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
い
ま
は
省
略
に

従
う
こ
と
と
し
、
当
面
の
課
題
に
よ
り
密
着
し
て
論
を
進
め
る
。

 
完
満
を
誇
る
六
条
院
世
界
と
相
起
ろ
う
と
す
る
末
摘
花
は
、
い
つ
で
も
滑
稽

な
「
を
こ
」
者
で
し
か
な
い
。
変
わ
り
よ
う
の
な
い
そ
の
醜
貌
に
併
せ
、
な
お

見
す
ば
ら
し
い
身
な
り
の
ま
ま
で
、

 
 
皮
衣
を
さ
へ
と
ら
れ
に
し
後
寒
く
そ
は
べ
る
（
初
音
、
（
3
）
一
五
四
頁
）

と
託
つ
衣
装
の
鈍
感
さ
は
、
源
氏
に
と
っ
て
笑
止
の
極
み
と
い
う
も
の
。
さ
ら

に
後
、
玉
髪
の
裳
着
の
祝
儀
に
さ
し
出
が
ま
し
く
も
す
る
贈
り
物
は
、
「
青
鈍

の
細
長
一
襲
」
ほ
か
時
代
お
く
れ
の
衣
服
ば
か
り
で
、
こ
れ
に
添
え
ら
れ
た
詠

歌
も
、
例
に
よ
っ
て
、

 
 
わ
が
身
こ
そ
う
ら
み
ら
れ
け
り
唐
衣
君
が
た
も
と
に
な
れ
ず
と
思
へ
ば

 
 
（
行
幸
、
（
3
）
三
一
五
頁
）

な
の
で
、
「
唐
衣
も
ま
た
か
ら
こ
ろ
も
か
ら
こ
ろ
も
」
（
同
）
と
源
氏
の
笑
い
種

と
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
衣
に
関
わ
っ
て
な
さ
れ
る
末
摘
花
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対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』

の
「
を
こ
」
像
造
型
は
、
同
じ
く
衣
に
関
わ
っ
て
そ
の
人
格
的
美
質
を
豊
か
に

す
る
花
散
里
像
造
型
と
確
実
に
相
対
の
位
相
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
早

く
、
「
少
女
」
巻
で
、
花
鰹
里
の
裁
縫
達
者
ぶ
り
が
描
か
れ
て
お
り
（
（
3
）
五

九
頁
）
、
巻
樽
を
つ
い
で
の
後
の
「
野
分
」
巻
で
も
、

 
 
物
裁
ち
な
ど
す
る
わ
び
御
達
、
御
前
に
し
て
、
（
中
略
）
い
と
き
よ
ら
な

 
 
る
朽
葉
の
羅
、
今
様
色
の
二
な
く
持
ち
た
る
な
ど
、
（
野
分
、
（
3
）
二
一

 
 
八
頁
）

夕
霧
の
衣
装
作
り
に
か
い
が
い
し
く
働
く
霧
散
里
が
、
源
氏
に
こ
よ
な
く
厚
遇

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
「
今
様
色
」
の
叙
述
は
、
明
ら
か
に
末
摘
花

の
「
古
代
」
（
（
3
）
三
一
四
頁
）
色
に
対
比
対
応
さ
せ
て
の
も
の
で
あ
る
。
末

摘
花
の
衣
装
感
覚
の
鈍
感
さ
を
声
高
に
嘲
笑
し
た
源
氏
の
そ
の
同
じ
ロ
が
、
今

度
は
花
命
題
の
裁
縫
技
能
、
衣
装
セ
ン
ス
の
秀
逸
を
称
賛
し
て
や
ま
な
い
の
は

象
徴
的
と
い
う
べ
く
、
対
偶
関
係
に
あ
っ
た
両
女
性
の
上
昇
と
下
降
の
交
替
劇

の
演
出
者
源
氏
が
そ
こ
に
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
き
て
、
い
ま
小
論
に
結
語
を
得
た
い
。

 
当
初
に
お
い
て
、
末
摘
花
と
花
台
里
は
、
「
貧
女
潭
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
あ
る

い
は
「
待
つ
女
」
の
す
ぐ
れ
た
人
格
性
に
お
い
て
共
通
の
造
型
を
与
え
ら
れ
な

が
ら
、
や
が
て
源
氏
と
の
愛
情
関
係
の
消
長
変
容
、
ま
た
「
冬
の
女
」
と
「
夏

の
女
」
の
対
比
形
象
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
確
か
な
待
遇
律
を
生
き
る
人
物

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
石
の
君
（
お
よ
び
姫
君
）
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
れ
が
物
語
の
主
題
、
構
造
に
大
き
く
関
っ
て
き
て
物
語
全
体

を
変
容
せ
は
じ
あ
る
「
松
風
」
巻
あ
た
り
か
ら
、
さ
き
の
二
女
性
間
の
対
偶
律

は
に
わ
か
に
変
調
を
来
た
し
、
消
滅
に
向
か
う
と
考
え
ら
れ
る
。
花
散
乱
の
人

格
性
お
よ
び
そ
の
存
在
の
上
昇
優
位
は
、
彼
女
の
六
条
肝
入
り
と
い
う
形
で
決

定
的
と
な
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
他
方
の
末
摘
花
像
の
戯
画
化
、
そ
の
人
格
の
下

降
退
行
が
急
速
に
進
ん
だ
も
の
と
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
明
石
の
君
の
存
在

が
、
末
摘
花
と
花
露
里
の
対
偶
関
係
を
退
け
、
そ
の
比
重
を
小
さ
く
す
る
理
由

と
は
、
こ
の
物
語
の
基
本
構
造
に
関
わ
る
明
石
の
君
と
紫
の
上
の
対
偶
関
係
を

最
重
要
視
し
た
い
作
者
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
第
一
部
の
大
団

円
は
、
い
わ
ば
最
大
対
偶
と
も
す
べ
き
こ
の
二
女
性
の
円
満
な
関
係
、
そ
れ
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
、
調
和
と
秩
序
に
満
ち
た
六
条
院
の
栄
華
の
世
界
で
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
明
石
の
君
の
「
卑
下
と
忍
従
と
い
う
意
識
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
自
己
否
定
の
努
力
」
の
結
実
、
そ
の
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
が
語
り
収
め
ら

れ
る
物
語
展
開
で
は
あ
る
が
、
彼
女
自
身
の
意
識
は
と
も
あ
れ
、
そ
の
過
程
に

お
い
て
は
哀
れ
む
べ
き
犠
牲
者
が
い
た
わ
け
で
、
末
摘
花
が
そ
の
人
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
物
語
の
第
二
部
「
若
菜
上
」
巻
以
降
に
お

い
て
、
敗
者
末
摘
花
の
復
活
は
な
い
。
他
方
、
明
石
の
君
の
無
類
の
僥
倖
と
繁

栄
が
続
く
と
こ
ろ
、
そ
の
絶
頂
期
の
姿
は
「
若
菜
下
」
巻
で
の
女
楽
の
場
面
に

描
か
れ
て
い
る
と
読
ま
れ
よ
う
。

 
 
も
て
な
し
な
ど
気
色
ば
み
恥
つ
か
し
く
、
心
の
底
ゆ
か
し
き
さ
ま
し
て
、

 
 
そ
こ
は
か
と
な
く
あ
て
に
な
ま
あ
か
し
く
見
ゆ
。
（
中
略
）
五
月
ま
つ
花

 
 
橘
、
花
も
実
も
具
し
て
押
し
折
れ
る
か
を
り
お
ぼ
ゆ
。
（
若
菜
下
、
（
4
）

 
 
一
九
三
頁
）

こ
れ
ま
で
「
橘
」
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
き
た
花
魁
里
に
か
わ
っ
て
、
こ
こ
で
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は
明
石
の
君
を
象
徴
比
喩
す
る
「
花
も
実
も
」
あ
る
「
橘
」
で
あ
る
の
が
、
特

に
注
意
さ
れ
る
。
藤
田
加
代
氏
が
説
論
ず
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
大
願
成
就
を

通
し
て
六
条
院
の
栄
光
の
礎
に
な
っ
た
女
の
『
め
で
た
さ
』
と
美
し
さ
を
語
っ

 
は
け
 

て
」
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
小
論
の
問
題
意
識
に
ひ
き
付
け
て
い
え
ば
、
明
石
の

君
の
存
在
は
、
す
で
に
早
く
末
摘
花
を
退
け
去
り
、
い
ま
ま
た
導
引
里
を
も
吸

収
し
て
我
が
世
の
春
を
謳
歌
す
る
、
い
か
に
も
し
た
た
か
な
女
人
像
を
思
わ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
深
い
苦
悩
と
身
の
ほ
ど
認
識
は
放
下
し
去
ら
れ
、

た
だ
一
門
繁
栄
の
現
状
に
自
己
満
足
し
て
い
る
だ
け
の
女
人
と
の
イ
メ
ー
ジ
が

濃
く
見
え
る
の
で
あ
る
。
彼
女
が
、
対
偶
人
物
紫
の
上
の
苦
悩
の
内
界
を
ど
こ

ま
で
深
く
理
解
し
共
生
す
る
女
性
で
あ
っ
た
か
、
問
い
質
す
に
如
く
は
な
か
ろ

う
。
が
、
以
降
の
物
語
は
、
明
石
の
君
の
内
面
世
界
を
叙
す
に
い
か
に
も
消
極

的
で
、
対
す
る
紫
の
上
の
そ
れ
は
い
つ
そ
う
深
刻
に
、
分
厚
く
追
求
し
て
い
く

こ
と
に
専
念
す
る
か
の
ご
と
く
で
、
物
語
作
者
は
、
や
が
て
は
こ
の
最
大
対
偶

さ
え
さ
し
置
い
て
、
ひ
た
す
ら
孤
独
の
紫
の
上
と
向
き
合
っ
て
語
り
進
め
る

の
で
あ
る
。

 
末
摘
花
と
花
環
里
の
予
備
対
偶
存
在
性
を
中
心
に
、
そ
こ
に
明
石
の
君
を
介

在
人
物
と
し
て
見
な
が
ら
、
小
論
を
試
み
た
。
物
語
第
二
部
に
つ
い
て
の
論
及

不
足
は
、
別
の
機
会
に
補
説
し
た
い
。
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玉
上
琢
弥
「
源
氏
物
語
の
巻
名
そ
の
他
」
（
『
言
語
と
文
芸
』
昭
三
五
、
『
源
氏
物
語

研
究
』
角
川
書
店
刊
 
昭
四
一
所
収
）

森
一
郎
「
源
氏
物
語
五
十
四
帖
の
構
成
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
四
四
・
六
、
『
源
氏

物
語
の
方
法
』
桜
楓
社
刊
 
昭
四
四
所
収
）
、
岩
下
光
雄
「
葵
・
賢
木
・
花
散
里
」

（『

ｹ
氏
物
語
講
座
』
第
三
巻
有
精
図
工
 
昭
四
六
所
収
）
な
ど
。

野
村
精
一
『
源
氏
物
語
の
創
造
』
（
幽
魂
隠
忍
 
昭
四
四
の
H
章
）
、
増
田
繁
夫

「
空
蝉
と
夕
顔
」
（
『
源
氏
物
語
の
探
求
』
第
五
輯
風
間
書
房
刊
 
昭
五
五
所
収
）
、

島
内
景
二
『
光
源
氏
の
人
間
関
係
』
（
新
潮
社
刊
 
平
五
）
ほ
か
。

吉
岡
暖
「
紫
上
系
十
七
帖
の
構
想
」
（
『
む
ら
さ
き
』
第
六
輯
 
昭
四
二
、
『
源
氏
物

語
論
』
笠
間
書
院
刊
 
昭
四
二
所
収
）
で
の
コ
対
」
論
、
針
本
正
行
「
二
条
東

回
物
語
の
終
焉
」
（
『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
』
8
 
昭
五
二
）
な
ど
。

上
坂
信
男
『
古
代
物
語
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
刊
 
昭
四
六
）
皿
章
4
。

河
添
房
江
「
源
氏
物
語
の
比
喩
と
象
徴
」
（
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
四
集
 
風

間
書
房
刊
 
平
十
一
所
収
）
参
照
。

清
水
婦
久
子
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
（
和
泉
書
院
刊
 
平
九
第
二
、
第
四
章
）

二
条
東
院
と
六
条
造
営
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
論
議
が
重
ね
ら
れ
て
き

て
い
る
。
多
数
の
論
考
の
う
ち
、
い
ま
は
森
藤
侃
子
「
二
条
東
回
と
明
石
君
」

（『

l
文
学
報
』
第
八
十
号
 
昭
四
六
）
、
鈴
木
日
出
男
「
六
条
院
創
設
」
（
『
中
古
文

学
』
第
四
十
号
 
昭
四
九
）
、
高
橋
和
夫
「
『
源
氏
物
語
』
の
創
作
過
程
」
（
右
文
書

院
刊
 
平
四
の
六
、
七
章
）
を
注
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

今
井
源
衛
『
改
訂
版
源
氏
物
語
の
研
究
』
（
未
来
社
刊
 
昭
三
七
の
三
章
）

藤
田
加
代
『
源
氏
物
語
の
「
表
現
」
を
読
む
』
（
風
間
書
房
刊
 
平
十
一
の
四
章
）

一 31 一

注
1
 
武
田
祐
吉
「
源
氏
物
語
に
於
け
る
対
偶
意
識
」
（
金
沢
庄
三
郎
・
折
口
信
夫
編

 
 
『
国
文
学
論
究
』
昭
九
、
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
源
氏
物
語
1
』
有
精
堂
刊
昭

 
 
四
四
所
収
）

な
お
、
本
文
引
用
は
阿
部
秋
生
 
秋
山
度
 
今
井
源
衛
 
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
』
（
小
学
館
）
に
拠
り
、
そ
の
巻
数
と
頁
数

を
記
し
た
。

対
偶
人
物
法
で
読
む
『
源
氏
物
語
』


