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一

 
源
氏
物
語
が
、
同
時
代
の
他
の
物
語
作
品
に
類
を
見
な
い
卓
越
し
た
文
芸
形

象
を
な
し
得
て
い
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
物
語
を
構
成
す
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
の

場
面
群
の
そ
の
効
果
的
な
描
写
の
あ
り
方
に
あ
る
。
物
語
が
物
語
た
り
得
る
生

命
は
、
そ
の
場
面
の
描
写
、
表
現
の
あ
り
方
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ

て
も
、
け
っ
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

 
ま
た
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
場
面
描
写
が
、
そ
れ
と
し
て
最
も
効
果
的
に
機

能
す
る
場
合
は
、
作
中
人
物
の
詠
ず
る
和
歌
が
き
わ
だ
っ
て
重
要
な
機
能
を
発

．
寂
し
て
い
る
こ
と
も
、
確
認
さ
れ
て
よ
い
。
そ
の
詠
歌
が
、
独
力
で
あ
れ
、
対

詠
（
贈
答
・
唱
和
）
で
あ
れ
、
濃
密
に
し
て
豊
か
な
場
面
描
写
に
お
け
る
和
歌

は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
欠
の
条
件
を
な
す
叙
述
な
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
場
面

論
に
つ
い
て
多
く
の
卓
説
を
な
し
て
お
ら
れ
る
清
水
好
子
氏
は
、
「
場
面
を
構

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
代
の
物
語
に
は
じ
め
て
真
の
描
写
が
存
在
し
え
た
し

人
物
の
心
理
も
こ
ま
ご
ま
と
書
き
分
け
ら
れ
た
。
嬉
々
に
は
い
く
つ
が
の
柱
に

な
る
場
面
が
構
成
さ
れ
、
そ
こ
に
登
場
す
る
主
人
公
た
ち
は
か
な
ら
ず
歌
を
詠

ん
だ
。
彼
ら
の
感
情
が
も
っ
と
も
充
実
し
高
ま
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
一
方
、
伊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

勢
物
語
以
来
の
歌
物
語
の
型
を
受
け
つ
ぐ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
こ
の
物
語
の
叙
述
の
申
心
が
主
要
人
物
の
対
座
の
場
面
を
も
っ
て
構
成

．
さ
れ
て
い
る
こ
之
を
強
調
さ
れ
る
氏
が
、
そ
の
場
面
の
中
核
と
し
て
人
物
の
詠

歌
を
重
視
さ
れ
る
点
に
、
私
も
賛
湿
し
た
い
の
で
あ
る
。

 
か
つ
て
時
枝
誠
記
氏
も
説
か
れ
た
よ
ケ
に
、
「
源
氏
物
語
の
申
で
は
、
二
人

の
人
物
が
相
対
し
て
、
感
情
が
高
潮
し
て
来
た
場
合
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら

両
者
の
感
情
、
意
志
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
和
歌
の
形
で
表
白
さ
れ
、
交
換

さ
れ
る
。
 
（
中
略
）
恋
愛
と
か
別
離
と
か
の
感
情
は
、
入
間
生
活
に
於
い
て
は
・

普
通
の
喜
怒
哀
楽
と
は
異
っ
た
愛
情
の
高
潮
し
た
も
の
で
あ
り
、
切
実
な
も
の

で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
表
現
は
、
ど
う
し
て
も
折
目
正
し
い
形
式
を

用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
て
来
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
和
歌
が
生
ま

れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
和
歌
と
は
、
高
潮
し
た
、
切
実
な
感
情
の
要
求
、
意
志

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
乞
）

の
折
目
正
し
い
改
ま
っ
た
言
語
表
現
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う

こ
と
も
、
こ
こ
で
同
時
に
あ
わ
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
水
氏
も
時
枝

氏
も
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
場
面
描
写
を
支
え
て
い
る
の
が
、
そ
の
中
に
塗
せ

ら
れ
る
和
歌
の
機
能
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

 
と
こ
ろ
で
、
言
語
に
お
け
る
「
場
面
」
の
聞
題
に
つ
い
て
は
、
時
枝
氏
を
は
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じ
め
と
す
る
多
く
の
国
語
学
者
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と
を

こ
こ
で
想
起
し
て
よ
い
。
私
は
こ
こ
で
、
そ
う
し
た
国
語
学
上
の
「
場
面
」
論

を
援
戯
し
て
、
源
氏
物
語
の
場
面
構
造
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
た
め
の
ひ
と
つ

の
手
が
か
り
を
得
て
み
た
い
と
思
う
。

 
私
が
い
ま
特
に
注
目
し
て
い
る
点
は
、
時
枝
氏
の
「
場
面
」
論
の
中
で
、
言

語
の
存
在
条
件
（
後
に
「
成
立
条
件
」
と
改
め
ら
れ
た
）
と
し
て
の
「
場
面
」

が
、
言
語
の
主
体
を
離
れ
た
純
客
体
的
世
界
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

客
体
世
界
に
対
す
る
主
体
の
志
向
作
用
の
総
体
と
し
て
、
い
わ
ば
主
客
の
融
合

し
た
世
界
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
行
為
に
お
い
て
、
言
語
主
体
と
「
場
面
」
と
は
緊

密
な
機
能
的
関
係
、
函
数
関
係
に
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
、
「
場
面
が
言
語
表
現

を
制
約
す
る
と
同
時
に
、
言
語
的
表
現
も
亦
場
面
を
制
約
し
て
、
そ
の
間
に
切

離
す
こ
と
の
出
来
な
い
関
係
が
あ
る
。
」
「
言
語
は
常
に
そ
の
場
面
と
の
調
和

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

関
係
に
於
て
表
現
せ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
氏
は

さ
ら
に
、
「
受
容
者
と
し
て
の
聴
手
は
、
話
手
と
同
様
に
言
語
の
主
体
に
外
な

ら
な
い
」
と
論
及
し
、
表
現
主
体
と
同
様
の
「
場
面
」
論
が
、
理
解
主
体
に
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

い
て
も
適
合
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

 
時
枝
氏
に
よ
る
「
場
面
」
論
は
、
さ
ら
に
同
学
の
諸
氏
に
継
承
さ
れ
発
展
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
永
野
賢
氏
は
時
枝
氏
の
論
に
共
鳴
し
な
が
ら
、
「
主
客
未

分
化
」
の
時
枝
理
論
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
、
「
主
体
の
意
識
に
還
元
す
べ
き
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

あ
る
」
こ
と
を
強
調
さ
れ
、
「
場
面
」
論
の
理
論
要
約
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。

 
い
ま
、
こ
う
し
た
国
語
学
者
に
よ
る
「
場
面
」
論
を
こ
こ
に
詳
述
す
る
こ
と

は
省
略
に
従
う
が
、
こ
れ
ら
の
論
考
を
た
ど
っ
て
み
て
私
が
注
目
す
る
の
は
、

言
語
行
為
に
お
け
る
「
話
し
手
（
ま
た
は
書
き
手
）
の
『
場
面
』
（
P
）
と
、
聞

き
手
（
ま
た
は
読
み
手
）
の
『
場
面
』
（
Q
）
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
成
立
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
場
面
」
は
、
互
に
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
的
な
立
場
に
お
い
て
構
成

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
之
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
場
面
」

論
は
、
主
と
し
て
話
し
こ
と
ば
に
即
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
書
き
こ

と
ば
に
つ
い
て
も
当
然
適
合
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
時
枝
氏
は
v
小

説
や
映
画
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
場
面
」
は
、
「
表
現
の
下
地
と
し
て
の
場
面
の

意
味
で
は
な
ぐ
、
読
者
や
観
客
に
よ
っ
て
読
ま
れ
、
或
は
見
ら
れ
て
る
る
表
現

の
素
材
、
題
材
に
つ
い
て
言
は
れ
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
「
読
者
や
観
客
は
、

小
説
や
映
画
を
表
現
と
し
て
受
取
っ
て
み
る
の
で
は
な
い
」
と
論
及
し
て
お
ら

 
 
（
注
6
）

れ
る
が
、
永
野
氏
の
所
論
か
ら
も
肯
け
る
よ
う
に
、
言
語
行
為
と
し
て
の
表
現

と
理
解
の
原
理
そ
の
も
の
は
、
話
し
こ
と
ば
で
も
書
き
こ
と
ば
で
も
同
軌
の
も

の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、
私
が
当
面
の
課
題
と
し
て
扱
お
う
と

し
て
い
る
源
氏
物
語
の
場
合
は
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
物
語
は
当
時
、

主
と
し
て
音
読
に
よ
っ
て
享
受
者
に
語
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
作
者
自
身

に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
享
受
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
要
因
は
大
き

く
、
耳
聞
き
手
意
識
（
な
い
し
対
読
者
意
識
）
が
強
く
表
現
（
描
写
）
に
ま
で
反
映

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
7
）

し
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
の
ほ
ぼ
定
説
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
物

語
の
場
面
構
造
な
い
し
そ
の
描
写
の
あ
り
方
と
は
、
前
述
の
「
表
現
の
場
面
」

と
「
理
解
の
場
面
」
の
微
妙
な
二
重
唱
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
成
り
立
た
し
め

ら
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
源
氏
物
語
に
お
け
る
場
面
構
造
の
二
重
性
と
、
そ
こ
で
顕
著
な
機
能
を
示
す

和
歌
に
つ
い
て
、
以
下
、
具
体
夙
に
即
し
て
分
析
と
考
察
を
試
み
た
い
。

二

（36）



'

 
読
者
が
物
語
を
享
受
・
理
解
し
て
い
く
の
は
、
作
者
の
描
写
し
た
作
中
場
面

を
そ
の
ま
ま
に
読
者
自
身
の
場
面
と
し
て
理
解
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い

よ
う
。
作
者
は
そ
う
い
う
理
解
が
成
立
す
べ
く
表
現
し
た
の
だ
か
ら
、
い
わ
ば

「
表
現
の
場
面
」
と
「
理
解
の
場
面
」
は
、
多
く
の
場
合
一
致
し
て
い
る
し
、

ま
た
一
致
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
表
現
・
描
写
と
は
、

ま
ず
こ
の
よ
う
な
形
態
と
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
の
場
合
も

原
則
と
し
て
、
作
者
の
表
現
す
る
場
面
は
、
読
者
に
と
っ
て
も
そ
の
ま
ま
じ
ゅ

う
ぶ
ん
理
解
さ
れ
、
納
得
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

 
た
と
え
ば
、
桐
壼
巻
に
、
帝
の
あ
ま
り
の
寵
愛
の
故
に
他
の
女
御
・
更
衣
た

・
ち
の
嫉
妬
・
反
目
を
買
い
、
心
身
を
わ
ず
ら
っ
て
病
状
篤
く
な
っ
た
桐
壼
更
衣

が
帝
に
退
出
を
乞
ヶ
場
面
が
あ
る
。
主
要
人
物
の
別
離
の
場
面
で
あ
る
。
重
態

に
陥
っ
て
衰
弱
し
き
っ
た
更
衣
の
様
子
を
、
作
者
ば
き
わ
め
て
効
果
的
な
描
写

で
表
現
し
て
い
る
。
「
言
に
い
で
て
も
、
き
こ
え
や
ら
ず
、
あ
る
か
な
き
か
に

消
え
入
り
つ
㌻
物
し
給
ふ
」
女
は
、
「
い
と
ゴ
、
な
よ
く
と
、
我
か
の
気
色

に
て
臥
し
」
て
い
る
の
で
、
帝
は
「
い
か
さ
ま
に
か
」
と
思
ひ
惑
っ
て
い
る
。

「『

ﾀ
り
あ
ら
む
道
に
も
、
後
れ
先
だ
㌧
じ
』
と
、
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、
さ
り

と
も
、
う
ち
捨
て
㌧
は
え
行
き
や
ら
じ
」
と
の
帝
の
こ
と
ば
に
対
し
、
女
は
詠

歌
で
応
え
て
い
る
。

 
 
か
ぎ
り
と
て
別
る
～
道
の
か
な
し
き
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

人
物
の
感
情
が
最
も
高
潮
し
た
と
こ
ろ
で
歌
が
詠
ま
れ
、
こ
の
叙
述
を
頂
点
と

し
た
場
面
の
描
写
が
完
成
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
い
ま
別
れ
て
再
び
相
ま
み
え

ず
死
に
至
る
か
も
知
れ
な
い
女
の
痛
切
な
哀
感
が
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
最
高
度

に
強
調
さ
れ
た
描
写
で
あ
る
が
、
こ
の
詠
歌
を
成
立
せ
レ
め
た
場
面
的
条
件
は

承
前
の
散
文
に
よ
っ
て
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
描
写
さ
れ
て
お
り
、
読
者
も
そ
れ
ら

一
連
の
場
面
描
写
を
通
し
て
、
物
語
の
場
面
を
過
不
足
な
く
理
解
し
得
て
い

る
。
作
者
に
よ
る
場
面
の
表
現
は
読
者
に
も
十
全
に
理
解
さ
れ
、
共
感
さ
れ
て

い
る
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
同
じ
桐
壼
巻
に
お
け
る
次
の
場
面
は
わ
れ
わ
れ
に
問
題
を
な
げ
か

け
て
く
る
。
更
衣
の
死
後
、
悲
歎
に
く
れ
る
母
北
の
方
を
、
帝
の
使
者
靱
負
の

命
婦
が
弔
問
す
る
、
著
名
な
場
面
で
あ
る
。
悲
傷
の
極
に
あ
る
帝
か
ら
の
消
息

を
た
ず
さ
へ
て
、
命
婦
は
「
野
分
に
、
い
と
皮
荒
れ
た
る
」
「
月
か
げ
ば
か
り

ぞ
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
、
さ
し
入
り
た
る
」
北
の
方
邸
の
門
を
入
り
、
対
面

す
る
。
語
る
者
も
聞
く
者
も
、
更
衣
の
死
を
悼
ん
で
涙
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

帝
の
文
を
手
渡
さ
れ
て
、
北
の
方
は
か
ら
う
じ
て
そ
れ
を
読
む
。
ま
た
も
あ
ふ

れ
る
涙
が
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、

 
「
『
程
経
ば
、
す
こ
し
、
う
ち
ま
ぎ
る
㌧
こ
と
も
や
』
と
、
待
ち
過
ぐ
す
月

日
に
そ
へ
て
、
 
（
中
略
）
今
は
猶
、
昔
の
か
た
み
に
な
ず
ら
へ
て
、
も
の
し
た

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ま
へ
」
な
ど
、
こ
ま
や
か
に
書
か
せ
給
へ
り
。

 
 
宮
城
野
の
露
吹
（
き
）
む
す
ぶ
風
の
音
に

 
 
 
 
 
 
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
あ
れ
ど
、
え
見
給
ひ
は
て
ず
」
 
（
傍
点
三
者
）
と
の
叙
述
を
見
る
。
「
な
ど
」

は
、
、
「
大
体
の
と
こ
ろ
…
…
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
…
…
」
の
意
（
岩
波

古
語
辞
典
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
叙
述
が
帝
の
消
息
文
の
全
文
で
は
な
い
こ
と

を
作
者
は
書
き
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
ま
や
か
に
」
は
、
「
こ
ま

か
く
・
こ
ま
ご
ま
」
で
は
な
く
、
「
情
厚
し
・
ね
ん
ご
ろ
」
の
意
（
古
典
文
学

大
系
頭
注
。
諸
注
と
も
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
も
、
文
意
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
帝
の
消
息
に
は
、
本
文
に
試
せ
ら
れ
た
部
分
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ

k

源
氏
物
語
の
場
面
構
造
と
和
歌
の
機
能
 
一
「
場
面
」
描
写
の
二
重
性
に
関
す
る
考
察
1

（37）



と
書
か
れ
て
い
て
、
北
の
方
は
当
然
そ
の
全
文
を
読
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、

読
者
は
省
略
さ
れ
た
部
分
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
叙
述
ど
お
り
に
読
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ほ
か
は
な
い
。
作
中
人
物
が
も
つ
「
場
面
仁
と
読
者
の
「
場
面
」
と
が
ず
れ
て

き
て
い
る
。
作
者
は
お
そ
ら
く
、
右
の
省
略
部
分
を
承
前
の
命
婦
の
弔
辞
、
後

続
の
母
の
会
話
な
ど
の
一
連
の
場
面
描
写
に
よ
っ
て
、
読
者
自
身
の
想
像
力
に

．
委
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
へ
読
者
に
対
す
る
「
表

現
の
下
地
と
し
て
の
場
面
」
 
（
時
枝
氏
）
の
描
写
で
あ
り
、
あ
え
て
言
え
ば
「

作
者
の
場
面
」
と
し
て
の
表
現
の
描
写
な
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
、
こ
こ
で
「
え
見
給
ひ
は
て
ず
」
に
注
目
し
た
い
。
作
中
の
素
材
と

し
て
の
場
面
で
は
、
読
者
は
母
の
詠
歌
を
読
み
は
て
て
し
ま
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
作
中
場
面
で
北
の
方
は
読
み
は
て
て
は
い
な
い
と
描
写
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
作
中
人
物
が
認
知
し
て
い
な
い
と
叙
せ
ら
れ
る
事
柄
を
、
読

者
は
す
で
に
認
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
客
観
的
に
は
、
「
作
中
の
場
面
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

「
作
者
の
場
面
」
と
が
ず
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
事
態
は
前
述
の
ケ
」

馳ス

ﾆ
は
ち
ょ
う
ど
逆
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま

た
、
「
表
現
の
下
地
と
し
て
の
場
面
」
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
し
か
る
べ

き
で
あ
る
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
場
面
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
、
巧
妙
に

し
て
複
雑
な
二
重
構
造
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

，
別
の
例
を
あ
げ
て
、
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
分
析
し
て
み
よ
う
。
若
紫
巻
の
初

頭
に
近
い
部
分
で
、
智
謀
が
は
じ
め
て
少
女
紫
上
を
垣
間
見
る
著
名
な
場
面
が

あ
る
。
い
ま
、
本
文
の
長
い
引
用
は
省
略
す
る
が
、
の
ぞ
き
見
る
源
氏
の
眼
前

に
、
四
十
才
ば
か
り
の
尼
君
、
女
房
．
可
憐
に
し
て
美
し
い
十
才
く
ら
い
の
少

女
が
現
わ
れ
る
。
、
「
雀
の
子
を
、
新
樹
が
逃
が
し
つ
る
」
と
、
童
女
と
喧
嘩
を

し
て
頬
を
赤
く
染
め
て
泣
い
て
い
る
少
女
を
、
尼
君
は
「
お
の
が
、
か
く
、
今

日
・
明
石
に
お
ぼ
ゆ
る
命
を
ば
、

ど
よ
。
 
『
罪
得
る
こ
と
そ
』
と
、

し
な
め
て
、
泣
き
臥
し
な
が
ら
、

何
と
も
お
ぼ
し
た
ら
で
、
下
し
た
ひ
遵
ふ
ほ

常
に
聞
ゆ
る
を
。
心
憂
く
」
と
や
さ
し
く
た

女
房
と
唱
和
し
て
い
る
。

お
ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を

 
 
 
 
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
む
そ
ら
な
き

は
つ
草
の
生
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
ま
に

 
 
 
 
い
か
で
か
露
の
消
え
む
と
す
ら
む

こ
の
場
面
に
お
い
て
注
意
し
た
い
の
は
、
作
中
人
物
と
読
者
と
作
者
の
闘
係
で

あ
る
。
垣
間
見
の
場
面
で
は
、
読
者
の
視
点
と
の
ぞ
き
見
る
主
入
公
源
氏
の
視

点
と
は
ほ
ぼ
完
全
に
合
致
し
て
い
る
。
源
氏
の
感
情
・
思
惟
に
即
応
し
て
、
読

者
は
感
じ
、
思
量
す
る
。
い
ま
、
こ
の
二
人
の
女
の
唱
和
を
成
り
立
た
し
め
る

場
面
的
条
件
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
整
っ
て
い
る
わ
け
で
、
「

お
ひ
煮
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
」
と
い
う
詠
出
に
対
応
し
て
、
「
は
つ
草

の
生
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
ま
に
」
と
唱
和
さ
れ
、
「
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
む
そ

ら
な
ぎ
」
と
い
う
尼
君
の
こ
と
ば
に
和
し
て
、
「
い
か
で
か
露
の
消
え
む
と
す

ら
ん
」
と
対
詠
ず
る
女
房
の
こ
と
ば
も
、
こ
の
場
面
の
中
で
生
き
て
い
る
。
し
．

か
し
、
こ
の
唱
和
の
世
界
は
、
源
氏
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
唐
突
に
知
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
詠
歌
の
意
味
は
源
氏
に
は
よ
く
理
解
さ
れ
得
よ
う
は
ず

も
な
い
。
こ
の
場
面
に
対
す
る
源
氏
の
関
わ
り
方
は
、
そ
の
ま
ま
読
者
の
そ
れ

で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
読
者
に
と
っ
て
も
、
こ
の
二
人
の
女
の
唱
和
世
界

は
ほ
と
ん
ど
共
有
さ
れ
ず
、
共
感
さ
れ
も
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
物
語
の
作
者
は
、
つ
ね
に
用
意
周
到
な
作
家
で
あ
る
。
こ
の
唱
和
場
面
の

前
に
、
作
者
は
少
女
の
髪
を
か
き
撫
で
な
が
ら
す
る
尼
君
の
長
い
会
話
を
叙
し

（38）



て
い
る
。
「
け
つ
る
事
を
う
る
さ
が
り
給
へ
ど
、
を
か
し
の
御
髪
や
。
い
と
、

は
か
な
う
も
の
し
給
ふ
こ
そ
、
あ
は
れ
に
、
う
し
ろ
め
た
け
れ
。
 
（
中
略
）
た

ゴ
今
、
お
の
れ
、
見
す
て
た
て
ま
つ
ら
ば
、
い
か
で
、
世
に
お
は
せ
む
と
す
ら

む
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
会
話
文
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
の
情
態
が

形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
右
の
女
の
唱
和
が
あ
る
。
承
前
の
散
文
に
よ
る

場
面
描
写
に
よ
っ
て
和
歌
の
叙
述
が
生
か
さ
れ
、
同
時
に
ま
た
詠
歌
に
よ
っ
て

会
話
が
場
面
を
場
面
と
し
て
生
か
し
て
い
る
ゆ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
の

ぞ
き
見
て
い
る
源
氏
に
と
．
っ
て
、
そ
の
対
象
世
界
は
な
お
驚
き
と
謎
に
つ
つ
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
源
氏
の
驚
き
、
感
動
、
疑
念
、
不
審
の
情
感

は
、
そ
の
ま
ま
読
者
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
垣
間
見
の
場
面

描
写
を
通
し
て
、
・
そ
う
い
う
読
者
の
心
理
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
計
算
に
入
れ
て
、
そ

．
こ
に
独
特
の
表
現
効
果
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
文
に
お
い
て
、

源
氏
は
僧
都
を
訪
問
も
、
こ
の
少
女
や
尼
君
の
素
姓
や
境
遇
を
つ
ぶ
さ
に
聞
き

知
る
。
そ
の
時
点
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
源
氏
は
こ
の
垣
間
見
の
場
面
で
詠
ぜ

ら
れ
た
女
の
歌
の
世
界
の
内
実
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
読
者
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

 
垣
間
見
の
場
面
叙
法
は
、
こ
う
い
う
意
味
で
き
わ
め
て
技
巧
に
富
ん
で
い

る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
作
中
人
物
の
も
つ
「
場
面
」
が
、
必
ず
し
も
読
者
の

「
場
面
」
と
過
不
足
な
く
合
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
「
場
面
」
の

ヘ
 
 
へ

ず
れ
に
こ
そ
、
作
者
の
ね
ら
う
表
現
の
効
果
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
作

者
に
お
け
る
「
表
現
の
下
地
と
し
て
の
（
作
者
の
）
場
面
」
と
「
読
者
の
場

面
」
と
は
、
巧
妙
な
二
重
構
造
を
示
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
「
場
面
」
を
形
成

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
物
語
の
作
者
は
、
作
申
人
物
の

毛
つ
「
場
面
」
を
、
対
読
者
意
識
、
対
読
者
効
果
と
い
う
表
現
意
識
の
中
で
さ

ら
に
「
場
面
」
化
し
よ
う
と
し
て
、
巧
妙
に
描
き
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
も
う
一
例
を
、
夕
顔
巻
の
描
写
か
ら
引
こ
う
。
忍
び
あ
る
き
に
熱
中
し
は
じ

・
め
た
源
氏
が
、
む
さ
苦
し
い
五
条
大
路
の
一
角
に
た
、
ず
ん
で
、
黄
昏
時
の
薄

明
の
中
に
鮮
や
か
に
白
く
咲
く
夕
顔
の
花
を
注
視
し
て
い
る
と
、
源
氏
は
思
い

・
が
け
な
く
、
そ
．
の
主
を
知
ら
ぬ
女
の
贈
歌
を
受
け
と
る
。
「
も
て
馴
ら
し
た
る

移
り
香
、
い
と
、
深
う
な
つ
か
し
く
て
、
を
か
し
う
す
さ
び
書
き
た
る
」
そ
の

歌
は
、

 
 
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
そ
見
る
白
露
の

 
 
 
 
 
 
 
ひ
か
り
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花

ど
あ
っ
た
。
源
氏
は
、
・
強
烈
な
驚
き
と
好
奇
の
衝
動
に
う
た
れ
て
、
こ
の
詠
歌

の
主
で
あ
る
，
女
の
正
体
を
つ
き
と
め
る
べ
く
、
惟
光
に
内
偵
を
命
じ
、
や
が
て

そ
の
女
の
正
体
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
．
く
る
。
や
が
て
、
源
氏
と
夕
顔
と

の
情
純
に
し
て
熱
烈
な
恋
愛
が
始
発
す
る
。

 
 
こ
の
場
面
で
、
女
の
贈
歌
は
た
し
か
に
唐
突
で
あ
る
。
唐
突
で
あ
る
が
故
に

源
氏
の
驚
き
は
深
く
、
好
奇
心
は
強
烈
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
深
く
読
め
ば

す
ぐ
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
和
歌
の
叙
述
は
、
こ
の
場
面
描
写
の
申
で

け
っ
し
て
唐
突
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
た
ん
ね
ん
に
殺
風
景
な
下
町

の
往
来
の
風
景
を
、
源
氏
の
視
線
を
通
し
て
描
写
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
源
氏

の
視
線
を
と
め
る
夕
顔
の
花
が
確
実
な
筆
致
で
焦
点
化
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
花
は
「
お
の
れ
ひ
と
り
、
ゑ
み
の
眉
開
け
た
る
」
，
「
花
の
名
は
人
め
き
て
、

か
う
、
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
、
咲
き
侍
り
け
る
」
・
花
で
あ
る
。
・
源
氏
は
「
く

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ち
を
し
の
、
花
の
契
り
や
」
と
歎
じ
て
い
る
（
傍
点
稿
者
）
。
こ
れ
ら
の
叙
述
で

注
目
す
べ
き
は
、
夕
顔
の
花
を
人
間
に
見
た
て
る
擬
人
表
現
法
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
格
別
の
華
麗
さ
と
は
無
縁
の
、
質
素
に
し
て
清
楚
癒
白
い
夕
顔
の
花
に

源
氏
物
語
の
場
面
構
造
と
和
歌
の
機
能
・
・
一
「
場
面
」
法
描
の
二
重
性
に
関
す
る
考
察
i
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作
者
は
そ
の
家
の
主
で
あ
る
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
源
氏
と
夕
顔
の
花
と
の
は
じ
め
て
の
出
合
い
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
後

．
の
夕
顔
と
い
う
女
（
常
夏
）
と
の
出
合
い
な
の
で
あ
る
。
そ
の
描
写
の
き
わ
ま

る
と
こ
ろ
に
、
女
の
贈
歌
が
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
贈
歌
は
、

こ
の
場
面
描
写
の
中
で
確
実
に
「
場
面
」
化
さ
れ
て
お
り
、
少
し
も
唐
突
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
承
前
の
場
面
描
写
と
和
歌
の
叙
述
と
は
、
こ
こ
で
み
ご
と
に

調
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
歌
を
贈
ら
れ
た
源
氏
の
驚
き
の
感
情
は

強
烈
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
の
主
で
あ
る
女
に
対
す
る
彼
の
興
味
乏
関
心
の
高
ま

り
よ
う
は
、
こ
の
前
後
の
描
写
か
ら
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
（
そ

う
し
た
源
氏
の
感
情
の
高
ま
り
、
好
奇
の
衝
動
は
、
．
い
う
ま
で
も
な
く
読
者
自

身
の
そ
れ
で
も
あ
る
。
読
者
に
と
っ
て
も
、
こ
の
贈
歌
の
主
な
る
女
へ
の
興
味

と
関
心
は
、
い
や
が
上
に
も
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
そ
れ
と
知
ら

れ
ま
い
乏
し
て
身
を
や
つ
し
た
源
氏
を
、
い
ち
早
ぐ
そ
れ
之
見
ぬ
い
て
い
る
ら

し
い
女
の
存
在
を
読
者
に
知
ら
せ
た
。
読
者
は
い
ま
、
漠
然
と
で
は
あ
る
が
確

実
に
、
こ
の
下
町
に
住
む
夕
顔
の
花
に
も
似
た
女
と
源
氏
と
の
愛
の
始
発
を
、
．

は
っ
き
り
と
予
想
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
あ
と
は
作
者
の
物
語
展
開
を

た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の
女
の
様
子
を
興
味
深
々
と
読
み
と
っ
て
い
く
ほ
か
は
な

い
。
こ
こ
で
、
物
語
の
始
発
は
、
み
ご
と
な
場
面
描
写
を
獲
得
し
た
も
の
と
評

さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
女
の
贈
歌
に
対
す
る
源
氏
の
返
歌
が
叙
せ
ら
れ
て
、
こ
の

場
面
は
全
き
完
結
を
得
た
と
解
さ
れ
る
。

，
こ
れ
を
要
す
る
に
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
作
中
人
物
の
和
歌
の
贈
答
あ

る
い
は
階
和
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
の
描
写
が
「
場
面
」
と
し
て
十
全
な
形
態
と

機
能
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
作
者
は
ま
た
、
そ
れ
が
読
者
に
対
す
る
「
表

現
」
と
し
て
の
「
場
面
」
と
も
な
る
よ
う
に
、

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三

注
意
深
く
描
写
を
す
す
め
て
い

 
源
氏
物
語
の
場
面
が
、
前
述
の
よ
う
な
二
重
構
造
を
示
す
も
の
で
あ
る
も
う

ひ
と
つ
の
例
を
あ
げ
て
、
、
問
題
の
基
底
を
探
求
し
て
み
よ
う
。

 
若
紫
巻
終
末
部
に
近
い
条
に
、
源
氏
が
少
女
紫
上
に
手
習
い
の
教
授
を
し
な

が
ら
、
和
歌
を
贈
答
す
る
場
面
が
あ
る
。
源
氏
は
、
か
ね
て
よ
り
恋
慕
し
て
止

ま
な
い
藤
壼
へ
の
憂
情
を
、
古
歌
に
託
し
て
そ
の
手
習
い
の
手
本
と
し
て
少
女

に
示
し
て
い
る
。

 
 
知
ら
ね
ど
も
武
蔵
野
と
い
へ
ば
か
こ
た
れ
ぬ

 
 
 
 
 
 
よ
し
や
さ
こ
そ
は
紫
の
故

こ
れ
は
、
古
今
和
歌
六
帖
第
五
に
か
さ
の
女
郎
の
歌
と
し
て
入
っ
て
い
る
、
当

時
の
著
名
な
歌
で
あ
る
。
こ
の
古
歌
の
傍
に
、
源
氏
自
身
の
詠
歌

 
 
ね
は
見
ね
ど
あ
は
れ
と
そ
思
ふ
武
蔵
野
の

 
 
 
 
 
 
露
わ
け
わ
ぶ
る
草
の
ゆ
か
り
を

が
書
き
し
た
た
め
ら
れ
て
い
惹
。
紫
上
は
こ
れ
に
応
え
て
、

 
 
か
こ
つ
べ
ぎ
故
を
知
ら
ね
ば
お
ぼ
っ
か
な

 
 
 
 
 
 
い
か
な
る
草
の
ゆ
か
り
な
る
ら
ん

と
返
歌
す
る
。

 
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
手
本
と
し
て
示
さ
れ
た
古
今
和
歌
六
帖
の
古
歌

は
、
物
語
本
文
に
は
「
武
蔵
野
と
い
へ
ば
か
こ
た
れ
ぬ
」
と
い
う
部
分
の
み
回

せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
紫
雲
に
は
そ
の
歌
の
全
体
が
示
さ
れ

て
い
た
は
ず
で
、
彼
女
は
こ
の
古
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
、
同
時
に
源
氏
の
濡
歌
を

（40）



も
踏
ま
え
て
、
「
か
こ
つ
べ
き
」
「
い
か
な
る
草
の
ゆ
か
り
な
る
ら
ん
」
な
ど

の
表
現
を
得
た
詠
歌
を
返
し
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
呈
上
の
詠
歌
は
、
二
首

の
歌
を
同
時
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
源
氏
に
対
す
る
自
己
の
感
情
を
も
詠
出
し
た

も
の
で
、
贈
答
歌
を
交
わ
す
と
き
の
当
時
の
ル
ー
ル
を
正
確
に
ま
も
っ
た
、
き

わ
め
て
膏
度
の
技
法
を
駆
使
し
た
歌
で
あ
る
。
置
上
の
も
と
も
と
の
素
姓
あ
る

い
は
成
育
し
た
家
庭
環
境
か
ら
考
え
て
、
こ
の
よ
う
な
詠
出
技
能
を
彼
女
が
す

で
に
修
得
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
ま
だ
雛

遊
び
に
興
じ
る
ほ
ど
の
幼
い
少
女
の
詠
歌
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
熟
達
し
た
詠

法
に
支
え
ち
れ
た
も
の
で
あ
ゆ
、
こ
の
巻
に
お
け
る
可
憐
な
紫
上
製
と
は
、
必

ず
し
も
合
致
し
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
黒
砂
人
物
の
造
型

と
そ
の
中
に
挿
入
さ
れ
た
詠
歌
と
が
、
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
源
氏
物
語
中
の
和
歌
が
、
す
べ
て
作

者
紫
式
部
の
作
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右

の
よ
う
な
指
摘
は
け
っ
し
て
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ

れ
は
ギ
作
中
人
物
の
も
つ
「
場
面
」
と
読
者
の
「
場
面
」
と
が
、
必
ず
し
も
単

純
に
整
合
し
な
い
、
二
重
の
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
端
的
に
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

．
こ
の
よ
う
な
「
場
面
」
の
描
写
が
、
物
語
の
描
写
と
し
て
当
時
の
読
者
に
じ

ゅ
う
ぶ
ん
許
容
さ
れ
、
共
感
さ
れ
得
た
理
由
が
、
こ
こ
で
最
も
重
要
な
点
で
あ

る
。
手
習
い
の
「
場
」
を
通
し
て
、
当
時
の
貴
族
が
和
歌
に
つ
い
て
の
素
養
を

身
に
つ
け
、
歌
を
贈
答
し
て
意
思
・
感
情
を
交
換
す
る
と
い
う
営
み
は
、
す
で

に
彼
ら
の
実
生
活
の
中
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
「
武
蔵
野
と
い
へ

ば
か
こ
た
れ
ぬ
」
と
い
う
古
歌
の
一
節
を
見
る
だ
け
で
、
そ
の
歌
の
全
体
を
想

起
し
、
こ
の
「
場
面
」
に
か
な
っ
た
も
の
と
し
て
そ
れ
を
即
座
に
共
感
す
る
こ

と
が
当
時
の
読
者
に
も
容
易
に
可
能
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
作
者
は

そ
う
し
た
当
時
の
読
者
と
、
い
わ
ば
古
歌
を
通
じ
て
成
立
す
る
文
学
的
・
趣
味

的
共
同
体
と
し
て
の
「
場
」
を
形
成
し
、
そ
れ
を
享
受
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど

を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
作
者
と
読
者
と
の
、
こ
う
し
た
連
帯
性
の
意
識
に
支

，
え
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
場
面
は
「
場
面
」
と
し
て
十
全
な
表
現
と
な
り
得

て
い
る
の
で
あ
る
。

 
清
水
文
雄
先
生
は
、
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
和
歌
の
実
態
と
機
能
に
つ
い
て

論
ぜ
ら
れ
、
「
塩
鮭
の
条
件
」
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
こ
と
が
ら
を
強
調
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
ω
「
を
り
」
を
知
っ
た
詠
出
、
ω
連
帯
性
の
意
識
、
㈲
才
藻
の

均
衡
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
「
対
詠
」
．
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
当
事
者

間
に
「
連
帯
性
の
意
識
を
共
通
の
心
理
的
基
盤
と
し
」
「
才
藻
の
均
衡
を
条
件

と
す
る
通
じ
合
い
の
『
場
」
が
成
り
立
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
対
詠
行
為
を
さ
ら
に
活
発
化
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら

一
首
一
首
の
歌
が
「
「
を
り
』
を
知
っ
て
詠
出
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
を
み
た
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
平
安
朝

貴
族
の
、
和
歌
の
世
界
と
は
、
「
一
見
放
縦
と
見
え
る
男
女
関
係
に
お
い
て
、
案

外
厳
し
い
規
律
を
、
こ
と
ば
を
媒
介
と
し
て
自
他
に
課
し
て
い
た
」
わ
け
で
、

こ
れ
が
「
連
帯
性
の
意
識
の
支
え
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
形
式
的
な

規
律
と
な
る
こ
と
を
免
れ
て
、
生
の
モ
ラ
ル
と
な
り
え
て
い
る
と
」
を
意
味
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
8
）

て
い
る
と
、
先
生
は
結
論
さ
れ
て
い
る
。

 
私
の
当
面
し
て
い
る
若
紫
巻
の
場
合
に
即
し
て
考
察
す
れ
ば
、
こ
こ
で
源
氏

と
少
女
紫
黒
と
の
間
に
、
対
詠
の
条
件
と
し
て
の
通
じ
合
い
の
「
場
」
が
ど
れ

ほ
ど
の
程
度
に
成
立
し
て
い
た
の
か
が
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
作
者
と
読
者
の
間
に
は
そ
う
し
た
連
帯
の
「
場
」
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
成
り

源
氏
物
語
の
場
面
構
造
と
和
歌
の
機
能
 
一
「
場
面
」
描
写
の
二
重
性
に
関
す
る
考
察
1

C4！）

／

、



＼

立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
の
問
題
性
が
問
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
清
水
先
・

生
は
、
先
の
こ
論
文
の
補
注
に
、
「
平
安
朝
に
お
い
て
、
は
じ
め
男
か
ら
求
愛
の

歌
が
贈
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
受
け
と
っ
た
女
が
年
少
で
あ
っ
た
り
、
初
心
で

あ
っ
た
り
し
た
場
合
、
返
し
の
歌
が
母
や
姉
や
侍
女
た
ち
の
助
け
に
よ
っ
て
詠

ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
歌
才
の
不
均
衡
な
際
に
、
相
手
の
歌
の
真

意
を
十
分
読
み
と
っ
た
う
え
で
、
贈
歌
に
適
応
し
た
歌
を
詠
ん
で
返
す
ま
で
の

全
営
為
が
、
先
輩
の
指
導
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、
意
識
的
に
通

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
9
）

じ
合
い
の
『
場
』
が
創
造
さ
れ
る
場
含
の
例
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
証
は
、
源
氏
物
語
の
申
で
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
巻
の
場
合
で
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
と

こ
ろ
が
、
私
の
い
う
「
場
面
」
の
二
重
構
造
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
中
人
物
の
対
詠
の
「
場
」
と
し
て
は
必
ず
し
も
じ
ゅ
う

ぶ
ん
に
成
立
し
て
い
な
い
「
場
面
」
を
描
き
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
描

写
を
読
者
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
「
表
現
の
下
地
と
し
て
の

場
面
」
を
生
か
し
、
読
者
に
対
す
る
作
者
の
表
現
の
効
果
を
意
図
し
た
の
で
あ

る
。
少
女
言
上
が
、
「
『
書
き
そ
こ
な
ひ
つ
』
之
、
は
ち
隠
し
給
ふ
」
そ
の
詠

、
歌
の
叙
述
が
、
書
き
そ
こ
な
っ
た
形
跡
を
示
す
と
こ
ろ
な
く
、
そ
れ
を
省
い
て

完
結
し
た
形
で
一
首
正
確
に
漏
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
場
面
描
写
の
巧
み

な
叙
法
を
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
読
者
に
対
す
る
効
果
的
な
表
現
の

営
み
と
は
、
常
に
こ
う
い
う
飛
躍
を
含
ん
で
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

四

以
上
、
源
氏
物
語
の
場
面
構
造
に
お
け
る
二
重
性
を
、
「
読
者
の
場
面
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ
 
 
ら

『
作
者
の
場
面
」
と
の
関
わ
り
方
．
の
微
妙
な
ず
れ
と
し
て
見
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
問
題
は
必
然
的
に
、
作
者
と
読
者
の
間
を
連
結
す
る
描
写
の
視
点
と

密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
源
氏
物
語
で
は
、
原
則
と
し
て
は
、
作
者
は
読

者
と
は
か
け
離
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
全
知
視
点
に
よ
っ
て
作
中
人
物
や
事
件
を
描

写
し
て
い
る
。
が
、
同
時
に
ま
た
、
作
中
の
特
定
人
物
の
視
点
を
通
し
て
他
の

作
中
人
物
や
事
件
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
描
写
を
す
す

め
る
、
い
わ
ゆ
る
限
定
視
点
の
方
法
も
併
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
両
様
の
描

写
方
法
が
隅
読
者
に
対
す
る
表
現
効
果
の
あ
り
方
と
か
ら
み
合
い
な
が
ら
、
微

妙
に
動
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
源
氏
物
語
の
文
体
の
精
妙
さ
を
見
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
略
顕
著
な
徴
証
は
、
こ
の
物
語
の
随
所
に
見
ら
れ
る
草

子
地
に
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
物
語
の
描
写
視
点
の
問
題
、
表
現
の
技
法
と
し

て
の
草
子
地
文
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
論
を
公
け
に
し
て
い
る
の

（
注
絶
）

で
、
い
ま
は
再
論
を
省
略
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
「
場
面
」
論
と
の
関
係

で
重
要
な
指
標
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
作
中
場
面
の
描
写
と
し
て
は
一
見
不
合
理
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
叙
述
が
多
だ
見
と
め
ら
れ
る
。
人
物
の
直
接
会
話
文
の
中
に
「
か
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
に
が
し

ノ
＼
」
（
示
指
語
）
と
か
、
「
某
」
と
か
い
う
叙
述
が
あ
っ
た
り
、
読
者
に

は
そ
れ
と
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
前
提
的
に
踏
ま
え
た
内
容
の
描
写
が
あ

っ
た
り
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
多
く
、
人
物
の
会
話
や
詠
歌
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て

く
る
が
、
そ
れ
が
ま
た
「
場
面
し
と
し
て
す
ぐ
れ
た
「
表
現
」
効
果
を
も
つ
場

合
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
「
表
現
」
が
成
り
立
っ
た
の
は

源
氏
物
語
の
作
者
が
そ
う
し
た
、
一
見
不
合
理
と
飛
躍
を
も
理
解
し
共
感
し
う

る
読
者
と
の
連
帯
意
識
の
「
場
」
で
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
文
学
的
営
為
を

果
し
た
か
ら
で
、
こ
の
物
語
の
描
写
の
卓
越
性
も
、
主
と
し
て
そ
・
γ
し
た
点
に

（42）



看

由
来
す
る
も
の
と
老
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
物
の
会
話
や
贈
答
歌

に
よ
っ
て
、
作
中
世
界
に
虚
構
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
「
場
面
」
を
構
成
・
描
写

し
な
が
ら
、
そ
の
「
場
面
」
が
読
者
に
対
し
て
も
生
き
生
き
と
し
た
、
効
果
的

な
「
場
面
」
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
、
作
者
は
「
表
現
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
「
場
面
」
の
二
重
構
造
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

二
重
性
の
も
つ
微
妙
な
ず
れ
を
、
平
安
朝
の
読
者
な
い
し
聞
き
手
と
の
生
活
協

同
体
の
心
理
的
基
盤
に
よ
っ
て
融
和
統
合
し
て
い
く
営
み
を
継
続
す
る
こ
と

で
、
作
者
は
効
果
的
に
し
て
し
か
も
自
在
な
物
語
の
展
開
を
見
せ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
場
面
」
．
の
形
成
と
展
開
の
中
心
は
人
物
の
対
詠
（
唱
和
）

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
特
定
の
相
手
に
詠
み
か
け
た
の
で
な
い
独
詠
歌
に
つ

い
て
も
、
そ
の
機
能
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
果
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
ぐ

れ
て
場
面
的
な
描
写
の
中
に
叙
せ
ら
れ
る
独
詠
歌
が
、
読
者
に
対
し
て
す
ぐ
れ

た
描
写
性
表
現
性
を
獲
得
し
て
い
る
の
も
、
基
本
的
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う

な
精
確
な
「
場
面
」
叙
法
の
結
果
と
評
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
注
1
）

（
注
2
）

、

（
注
3
）

（
注
4
）

，
（
注
5
）

清
水
好
子
氏
「
源
氏
物
語
の
文
体
時
間
の
処
理
に
つ
い
て
」
 
（

「
解
釈
と
鑑
賞
」
（
昭
4
1
・
1
2
）
）

時
枝
誠
記
氏
「
源
氏
物
語
の
文
章
と
和
歌
」
 
（
『
源
氏
物
語
講

座
』
下
巻
所
収
（
東
京
大
学
文
学
部
源
氏
物
語
研
究
会
編
）
（
昭

24

E
1
2
）

時
枝
誠
記
氏
『
国
語
学
原
論
』
 
（
昭
1
6
・
1
2
）

注
3
に
同
じ
。

永
野
賢
氏
『
講
座
現
代
国
語
学
1
．
こ
と
ば
の
働
き
』
 
（
昭
3
2
・

1
1
）
（
『
伝
達
論
に
も
と
つ
く
日
本
語
文
法
の
研
究
』
昭
4
5
・
4

・

源
氏
物
語
の
場
面
構
造
と
和
歌
の
機
能
 
一
h
場
面
」
描
写
の
二
重
性
に
関
す
る
考
察
1

所
収
）
に
よ
る
と
、
一
、
言
語
行
動
は
、
だ
れ
か
（
A
）
が
、
だ

れ
か
（
B
）
に
、
何
か
（
C
）
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
状
況
（
D
）
に

お
い
て
、
何
か
の
展
開
（
E
）
と
し
て
、
行
な
わ
れ
る
。
二
、
A

を
「
話
し
手
（
ま
た
は
書
き
手
。
 
一
括
し
て
表
現
者
と
も
い

う
。
）
」
、
B
を
「
聞
き
手
（
ま
た
は
読
み
手
。
一
括
し
て
理
解

者
と
も
い
ヶ
。
）
」
、
C
を
「
素
材
」
、
D
を
「
環
境
」
、
E
を

「
文
脈
」
と
呼
ぶ
。
三
、
A
・
B
・
C
・
D
・
E
の
間
の
緊
張

関
係
を
、
言
語
行
動
の
行
な
わ
れ
る
現
場
の
「
事
態
」
と
呼

ぶ
。
四
、
A
・
B
・
C
・
D
・
E
が
、
話
し
手
（
ま
た
は
書
き

手
）
の
意
識
に
反
映
す
る
と
、
客
観
的
な
、
も
と
の
ま
ま
の
A

・
B
・
C
・
D
・
E
と
は
、
必
ず
し
も
同
じ
姿
で
な
い
a
・
b

・
c
・
d
・
e
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
五
、
a
を
「
自
分
」
、
'

b
を
「
相
手
」
、
c
を
「
話
材
」
、
d
を
「
雰
囲
気
」
、
e
を
「

脈
絡
」
と
呼
ぶ
。
六
、
a
・
b
・
・
c
・
．
d
・
e
の
問
の
緊
張
関

係
を
、
言
語
行
動
の
主
体
の
「
場
面
」
（
ま
た
は
「
場
」
）
と
呼

ぶ
。
七
、
話
し
手
（
ま
た
は
書
き
手
）
の
「
場
面
」
（
P
）
と
、

聞
き
手
（
ま
た
は
読
み
手
）
の
「
場
面
」
（
Q
）
と
は
、
別
個
に

成
立
す
る
。
P
を
「
表
現
の
場
面
」
、
・
Q
を
「
理
解
の
場
面
」

と
呼
ぶ
。
理
解
の
場
面
に
お
い
て
は
、
「
聞
き
手
（
ま
た
は
書

き
手
）
」
が
「
自
分
」
で
あ
り
、
「
話
し
手
（
ま
た
は
読
み
手
）
」

が
「
相
手
」
で
あ
る
。
八
、
「
事
態
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、

．
「
場
面
」
は
、
「
事
態
」
に
基
づ
い
て
、
「
話
し
手
（
書
き
手
）
」

や
「
聞
き
手
（
読
み
手
）
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
構
成
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
主
体
的
な
立
場
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
と
説
明
さ

（43）



（
注
6
）

（
注
7
）

（
注
8
）

（
注
9
）

（
注
1
0
）

 
な
お
、
源
氏
物
語
本
文
の
引
用
は
、

店
刊
）
に
よ
っ
た
。

 
ま
た
、
本
稿
は
、
国
語
学
に
お
け
る
「
場
面
」
論
を
積
極
的
に
源
氏
物
語
の

湯
面
描
写
に
あ
て
は
め
て
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
問
題
点

も
多
く
、
な
お
総
合
的
に
考
察
を
続
け
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
昭
和
5
1
年
1
0
月
稿
Y

れ
て
い
る
。

時
枝
誠
記
氏
『
文
章
概
究
序
説
』
 
（
昭
3
5
．
9
）

玉
上
琢
弥
氏
に
よ
る
源
氏
物
語
音
読
論
、
ま
た
同
氏
や
中
野
幸

一
氏
ほ
か
に
よ
る
草
子
地
の
研
究
成
果
は
、
細
部
に
お
い
て
異

見
を
容
れ
る
余
地
を
残
こ
し
つ
つ
も
、
今
日
で
は
広
く
承
認
さ

れ
て
い
る
。

清
水
文
雄
氏
『
国
語
教
育
科
学
講
座
-
 
国
語
教
育
科
学
論
』

（
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
編
）
 
（
昭
3
3
へ
5
）

注
8
に
同
じ
。

既
稿
「
対
読
者
意
識
と
物
語
の
世
界
」
、
「
場
面
描
写
と
心
理

描
写
」
 
（
い
ず
れ
も
拙
著
『
源
氏
物
語
論
一
人
物
と
叙
法
1
』

桜
楓
社
刊
、
昭
5
1
・
9
）
所
収

 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
べ
て
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書

（44）


