
中
古
和
文
の
要
説
明
疑
問
表
現

『
源
氏
物
語
』
を
資
料
と
し
て
一

磯

部

佳

宏

剛
 
は
 
じ
 
め
 
に

 
国
語
史
に
お
け
る
各
時
代
の
疑
問
表
現
の
形
式
、
お
よ
び
そ
の
史
的
変
遷
に

関
し
て
は
、
既
に
先
学
の
研
究
に
よ
り
、
そ
の
概
略
は
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て

い
る
。

 
阪
倉
篤
義
氏
は
、
疑
問
表
現
の
形
式
を
「
要
説
明
」
「
要
選
択
」
・
「
要
判
定
」

の
三
種
類
に
大
別
し
、
そ
の
史
的
変
遷
を
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち

「
要
説
明
」
の
疑
問
表
現
に
つ
い
て
は
、
上
代
文
献
で
は
次
の
諸
形
式
が
み
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

れ
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
中
古
に
入
っ
て
も
受
け
継
が
れ
る
と
さ
れ
る
。

 
 
疑
問
詞
（
…
…
）
カ
ー
。

 
 
ー
や
疑
問
詞
。
 
 
 
 
／

 
 
疑
問
詞
i
ゾ
。

 
ま
た
、
山
口
尭
二
氏
は
、
上
代
か
ら
現
代
に
到
る
疑
問
表
現
の
推
移
を
、

「
特
定
方
式
・
不
定
方
式
」
お
よ
び
、
助
詞
「
カ
・
ヤ
・
ゾ
」
の
「
係
り
（
文

中
）
用
法
・
結
び
（
文
末
）
用
法
」
と
い
う
分
類
に
よ
り
概
観
し
て
お
ら
れ
る

が
、
阪
倉
氏
の
「
要
説
明
」
疑
問
表
現
に
相
当
す
る
、
疑
問
詞
を
用
い
る
「
不

定
方
式
」
に
つ
い
て
は
、
中
古
の
場
合
、
一
般
的
に
は
次
の
諸
形
式
が
み
ら
れ

 
 
 
（
2
）

る
と
さ
れ
る
。

 
 
疑
問
詞
の
み
を
有
す
る
方
式

 
 
「
カ
」
の
係
り
用
法

 
 
「
ヤ
」
の
係
り
用
法

 
 
「
ゾ
」
の
結
び
用
法

「
疑
問
詞
の
み
を
有
す
る
方
式
」
が
、
特
に
一
形
式
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
以

外
は
、
阪
倉
氏
の
場
合
と
｝
、
致
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

 
こ
れ
ら
の
う
ち
、
助
詞
「
ヤ
」
を
用
い
る
形
式
に
つ
い
て
は
、
疑
問
詞
が
必

ず
助
詞
よ
り
下
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
、
山
口
氏
が
こ
の
「
ヤ
」
は
「
疑
問
文
の

主
題
を
提
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
形
式
と
は

明
ら
か
に
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
、
 
「
旧
聞
詞
（
…
…
）
カ
ー
。
」
（
「
カ
」
の
係
り
用
法
）

と
「
疑
問
詞
ー
ゾ
。
」
 
（
「
ゾ
」
の
結
び
用
法
）
の
二
形
式
の
間
に
は
、
何

ら
か
の
性
格
の
違
い
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
柳
田
征
司
氏
は
、
 
「
竹
取
物

語
」
の
会
話
文
に
お
け
る
疑
問
表
現
の
形
式
を
調
査
し
て
お
ら
れ
る
が
、
 
「
要

説
明
」
の
疑
問
表
現
に
つ
い
て
は
、
 
「
問
い
」
「
疑
い
」
・
「
反
語
」
の
用
法
別

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

に
分
類
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
。
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問
い
 
疑
聞
詞
（
…
…
）
カ
…
…
。

 
 
 
 
 
疑
問
詞
…
…
ゾ
。

 
 
疑
い
 
疑
問
詞
力
…
…
。

 
 
 
 
 
疑
問
詞
…
…
ゾ
。

 
、
反
語
 
疑
聞
詞
（
…
…
）
カ
…
…
。

 
 
 
 
 
奏
聞
詞
…
…
。

つ
ま
り
、
 
「
疑
問
詞
（
…
…
）
カ
ー
。
」
と
「
疑
問
詞
ー
ゾ
。
」
の
両
形

式
は
、
い
ず
れ
も
「
問
い
」
と
し
て
も
「
疑
い
」
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
こ
の
両
形
式
が
「
疑
い
」
 
「
聞
い
」
と
い
う
基
準
に
よ
り
使
い

分
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
こ
れ
は
、
柳
田
氏
が
比
較
対
照
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

れ
て
い
る
室
町
時
代
の
『
天
草
版
伊
国
保
物
語
』
で
は
、
「
疑
問
詞
i
ゾ
。
」

が
「
問
い
」
専
用
の
形
式
と
な
り
、
一
方
、
 
「
疑
い
」
に
は
「
疑
問
詞
ー

カ
。
」
の
形
式
が
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
 
「
問
い
」
と
「
疑

い
」
と
で
、
表
現
形
式
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
と
は
事
情
が
違
う
。
そ
れ

で
は
、
 
「
疑
問
詞
（
…
…
）
カ
i
。
」
と
「
疑
問
詞
ー
ゾ
。
」
の
両
形
式

に
は
何
か
別
の
基
準
に
よ
る
使
い
分
け
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

関
し
て
、
柳
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

 
こ
の
二
つ
は
、
要
判
定
の
場
合
の
二
つ
の
形
式
と
ち
が
っ
て
、
文
法
的
機
能

 
差
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
つ
に
ち
が
い
が
あ
っ
た
と

 
す
れ
ば
、
前
者
が
柔
ら
か
い
ひ
び
き
の
表
現
、
後
者
が
強
い
ひ
び
き
の
表
現

 
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
の
稿
で
は
、
中
古
和
文
に
お
け
る
、
要
説
明
の
疑
問
表
現
の
二
形
式
、

「
疑
問
詞
（
…
…
）
カ
ー
。
」
 
（
「
カ
」
の
係
り
用
法
）
と
「
疑
問
詞
ー

ゾ
。
」
 
（
「
ゾ
」
の
結
び
用
法
）
と
の
性
格
上
の
差
異
に
つ
い
て
、
 
『
源
氏
物

語
』
を
資
料
と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
 
（
用
例
検
索
に
は
「
源
氏
物
語
大
成

索
引
篇
」
お
よ
び
「
源
氏
物
語
用
語
索
引
」
を
利
用
し
た
。
本
文
引
用
の
際
は

「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
 
（
小
学
館
）
に
よ
る
が
、
私
意
に
よ
り
表
記
を
改
め

た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
心
申
思
惟
の
部
分
に
は
〈
 
〉
を
付
し
た
コ
）
そ
の

際
、
両
形
式
と
の
関
連
で
、
 
「
疑
問
詞
一
。
」
と
い
う
「
疑
問
詞
の
み
を
有

す
る
方
式
」
に
つ
い
て
も
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
特

に
、
乱
世
に
な
る
と
、
む
し
ろ
要
説
明
の
「
問
い
」
の
形
式
と
し
て
標
準
化
し

て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
「
疑
問
詞
ー
ゾ
。
」
の
形
式
の
、
中
古
和
文
に
お
け

る
表
現
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

 
な
お
、
 
「
疑
い
」
 
「
問
い
」
と
い
う
用
語
の
概
念
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

必
要
が
あ
ろ
う
。
次
に
示
す
阪
倉
篤
義
氏
の
よ
う
な
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

 
疑
問
表
現
に
は
、
そ
の
名
の
ご
と
く
、
㈲
〈
疑
〉
の
表
現
と
、
㈲
〈
問
〉
の

 
表
現
と
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
㈲
は
、
た
だ
自
ら
の
内
心
の
疑
惑
を
表
明

 
し
、
な
い
し
は
、
断
定
を
保
留
し
て
不
定
の
ま
ま
に
一
往
そ
れ
と
し
て
叙
述

 
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
相
手
に
問
い
か
け
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
内

 
に
向
か
い
、
そ
れ
だ
け
で
自
足
す
る
と
い
う
面
が
つ
よ
い
。
断
定
保
留
と
い

 
う
意
味
で
、
こ
れ
は
推
量
表
現
に
つ
ら
な
り
、
さ
ら
に
は
詠
嘆
表
現
に
む
す

 
び
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
㈲
は
、
疑
問
点
を
示
し
て
そ
の
説
明
を

 
も
と
め
、
ひ
と
つ
の
判
断
に
つ
い
て
そ
の
成
立
・
不
成
立
の
判
定
を
せ
ま
る

 
な
ど
、
明
ら
か
に
相
手
へ
の
依
存
、
な
い
し
は
働
き
か
け
を
意
図
す
る
も
の

 
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
阪
倉
氏
も
、
こ
れ
に
続
け
て
、
実
際
に
は
「
両
者
の
中
間
に
は

種
々
の
段
階
が
あ
り
、
㈲
の
な
か
に
も
、
自
ら
に
問
う
と
い
う
か
た
ち
の
も
の
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が
あ
っ
て
、
明
確
な
分
別
は
困
難
な
場
合
が
多
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
山
口
尭
二
氏
の
よ
う
に
「
疑
い
」
と
「
問
い
」
の
原
理
的
な
連
続
性
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

つ
い
て
、
根
本
か
ら
考
え
直
し
た
見
解
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
疑
い
」

「
問
い
」
．
の
内
容
に
つ
い
て
、
非
常
に
便
宜
的
に
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
き

た
い
。
つ
ま
り
、
会
話
文
に
お
い
て
、
対
話
相
手
に
対
し
て
解
答
を
要
求
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
の
み
ら
れ
る
も
の
を
「
問
い
」
の
表
現
と
考
え
、
そ
れ
以
外
は

す
べ
て
「
疑
い
」
の
表
現
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
会
話
文
で
用
い
ら
れ
て

い
て
も
、
相
手
に
解
答
を
求
め
て
い
る
と
は
み
ら
れ
な
い
場
合
は
「
問
い
」
分

表
現
と
は
考
え
な
い
し
、
心
中
思
惟
に
お
け
る
用
例
は
、
自
問
自
答
的
色
彩
の

強
く
感
じ
ら
れ
る
場
合
も
含
め
て
、
一
応
は
す
べ
て
「
疑
い
」
の
表
現
に
分
類

す
る
。

 
 
 
二
 
 
「
疑
問
詞
（
…
…
）
カ
i
。
」
の
形
式

 
『
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
、
要
説
明
の
疑
問
表
現
に
関
わ
る
文
中
用
法
の
係

助
詞
「
カ
」
は
、
全
部
で
元
仁
み
ら
れ
る
。
 
（
和
歌
お
よ
び
詩
句
等
の
引
用
に

基
く
用
例
は
除
外
し
た
。
ま
た
、
 
「
い
か
で
か
」
「
な
ど
か
」
の
形
で
使
用
さ

れ
て
い
る
も
の
は
、
全
体
を
ひ
と
つ
の
単
位
と
み
て
用
例
数
に
は
含
め
て
い
な

 
 
 
（
7
）

い
が
、
前
日
で
扱
っ
て
い
る
の
で
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
し
、
用

例
は
適
宜
引
用
す
る
。
）
こ
の
う
ち
、
断
定
の
助
動
詞
「
ナ
リ
」
の
連
用
形

「
二
」
に
下
接
し
て
い
る
場
合
が
約
半
数
の
餅
例
も
み
ら
れ
、
こ
れ
は
む
し
ろ

「
ニ
カ
」
で
ひ
と
つ
の
形
式
と
み
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
項
で

ま
と
め
て
扱
う
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

 
表
1
は
、
 
「
ニ
カ
」
の
形
式
を
除
き
、
文
中
用
法
の
「
カ
」
が
使
用
さ
れ
て

中
古
和
文
の
要
説
明
疑
問
表
現
 
！
『
源
氏
物
語
」
を
資
料
と
し
て
一

い
る
要
説
明
の
疑
問
表
現
の
文
末

の
形
を
用
法
別
に
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
狭
義
の
疑
問
表
現
よ
り

も
、
む
し
ろ
反
語
表
現
に
な
る
例

が
多
い
が
、
こ
れ
は
「
い
か
で
」

「
な
ど
」
の
場
合
も
、
係
助
詞

「
カ
」
の
下
接
し
た
「
い
か
で
か
」

「
な
ど
か
」
の
形
で
は
、
反
語
表

現
に
片
寄
る
傾
向
が
み
え
た
こ
と

と
同
様
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
文
末

に
推
量
の
助
動
詞
「
ム
」
が
存
在

す
る
場
合
、
反
語
の
例
が
目
立
つ

が
、
こ
こ
で
は
狭
義
の
疑
問
表
現

の
場
合
に
つ
い
て
の
み
考
察
す
る
。

な
お
、
邸
中
の
「
φ
」
は
、
文
末

に
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
な
ど

の
、
言
語
主
体
の
主
体
的
表
現
と

 
 
 
 
（
8
）

考
え
ら
れ
る
語
が
含
ま
れ
て
い
な

い
場
合
で
あ
る
。

 
文
末
に
推
量
の
助
動
詞
が
存
在

し
な
い
形
式
は
、
．
一
般
的
に
会
話

で
使
用
さ
れ
、
対
話
相
手
に
解
答

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
要
求
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
み
 
 
表

ら
れ
る
「
問
い
」
の
表
現
で
あ
る
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と
考
え
ら
れ
る
。

ω
（
源
氏
）
 
「
…
…
。
さ
て
は
、
 
（
あ
な
た
ハ
）
い
つ
れ
を
と
か
思
す
」
と

 
（
紫
の
上
二
）
聞
こ
え
給
へ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
玉
婁
）

㈲
（
源
氏
）
「
い
と
う
た
て
、
ゆ
ゆ
し
き
御
事
な
り
。
 
（
あ
な
た
ハ
）
な
ど
て

 
訓
さ
ま
で
は
思
す
。
…
…
」
と
（
女
三
の
宮
二
）
聞
こ
え
給
ふ
。
 
（
柏
木
）

㈲
（
内
大
臣
）
「
う
た
た
寝
は
い
さ
め
き
こ
ゆ
る
も
の
を
、
 
（
あ
な
た
ハ
）
起

 
ど
訓
、
い
と
も
の
は
か
な
き
さ
ま
に
て
は
大
殿
籠
り
け
る
。
…
…
」
な
ど

 
（
雲
居
雁
二
）
の
た
ま
ひ
て
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
常
夏
）

ω
（
薫
）
 
「
（
あ
な
た
ハ
）
な
ど
か
御
声
を
だ
に
聞
か
せ
た
ま
は
ぬ
」
と
て
、

 
（
大
君
ノ
）
御
手
を
と
ら
へ
て
お
ど
ろ
か
し
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
 
（
総
角
）

ω
が
純
粋
に
解
答
を
要
求
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ω
～
ω
に
は
、
む
し
ろ
非
難

・
恨
み
な
ど
の
言
語
主
体
の
情
意
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
対
話

相
手
自
身
の
思
考
や
行
動
に
関
し
て
、
明
確
な
応
答
を
要
求
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

㈲
（
源
氏
）
 
「
（
夕
顔
ハ
）
年
は
い
く
つ
に
か
物
し
給
ひ
し
。
…
…
」
と
（
右

 
三
二
）
の
た
ま
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
夕
顔
）

㈲
（
夕
霧
）
 
「
五
節
は
い
っ
か
内
へ
参
る
」
と
（
童
二
）
問
ひ
給
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
少
女
）

ω
（
三
宮
）
 
「
…
…
。
い
か
や
う
に
て
か
、
か
の
人
は
亡
く
な
り
に
し
」
と

 
（
薫
二
）
問
は
せ
給
ふ
を
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習
）

こ
れ
ら
は
、
第
三
者
が
話
題
で
あ
る
が
、
言
語
主
体
と
し
て
は
、
対
話
相
手
が

事
実
を
知
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
、
解
答
を
要
求
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
実
際
に
対
話
相
手
は
応
答
を
し
て
い
る
。

 
文
末
に
推
量
の
助
動
詞
が
存
在
す
る
場
合
は
、
次
の
よ
う
ん
心
申
思
惟
で
用

い
ら
れ
、
「
疑
い
」
の
表
現
で
あ
る
例
が
多
い
。

㈲
（
親
た
ち
）
 
〈
…
…
、
 
（
明
石
の
上
ガ
）
い
か
な
る
歎
き
を
か
せ
ん
〉
と
思

 
ひ
や
る
に
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
明
石
）
．

㈲
（
匂
宮
）
〈
い
つ
れ
か
い
つ
れ
な
ら
む
〉
と
、
う
ち
も
お
か
ず
御
覧
じ
つ

 
 
つ
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
椎
本
）

⑩
（
源
氏
）
 
〈
…
…
、
 
（
入
道
ハ
）
い
か
な
る
願
を
か
心
に
起
こ
し
け
む
〉
と

 
ゆ
か
し
け
れ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
上
）

⑳
（
良
清
）
 
〈
…
…
、
い
つ
の
ま
に
か
舟
出
し
つ
ら
む
〉
と
、
心
得
が
た
く
思

 
 
へ
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
明
石
）

⑫
（
二
宮
）
 
〈
い
か
で
か
、
こ
れ
を
わ
が
も
の
に
は
な
す
べ
き
〉
と
、
心
も
そ

 
ら
に
な
り
た
ま
ひ
て
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
浮
舟
）

 
こ
れ
に
対
し
て
、
文
末
に
推
量
の
助
動
詞
が
存
在
す
る
形
式
が
、
会
話
文
で

使
用
さ
れ
て
．
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。

03

ﾙ
参
り
て
、
「
い
と
あ
や
し
く
、
中
の
宮
は
い
つ
く
に
か
お
は
し
ま
す
ら
む
」

 
と
い
ふ
を
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
総
角
）

ω
（
薫
）
「
…
…
。
い
か
や
う
な
る
、
た
ち
ま
ち
に
い
ひ
知
ら
ぬ
事
あ
り
て

 
か
、
 
（
浮
舟
ハ
）
さ
る
わ
ざ
は
し
給
は
む
。
・
-
…
」
と
（
右
近
二
）
の
た
ま

 
 
へ
ば
、
 
 
 
 
 
，
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
蜻
蛉
）

、
⑮
（
右
近
）
 
「
…
…
。
…
…
、
 
（
匂
宮
ハ
）
い
か
で
か
聞
か
せ
た
ま
ひ
け
ん
、

 
た
だ
、
こ
の
二
月
ば
か
り
よ
り
、
訪
れ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
し
。
…
…
」
と

 
 
（
董
…
二
）
聞
こ
え
さ
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
蜻
蛉
）

03

ﾍ
、
㈲
～
⑫
の
よ
う
な
、
言
語
主
体
の
心
中
思
惟
に
お
け
る
「
疑
い
」
が
そ

の
ま
ま
冒
葉
に
な
っ
た
独
自
的
な
表
現
で
あ
り
、
ω
も
基
本
的
に
は
言
語
主
体

の
「
疑
い
」
の
表
明
で
あ
る
。
た
だ
、
対
話
相
手
に
対
す
る
間
接
的
な
「
持
ち
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（
9
）

か
け
」
の
効
果
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
㈲
の
よ
う
に
、
挿
入
句
的
に
用

い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
言
語
主
体
に
は
解
答
を
求
め
よ
う
と
す
る
意
識
は

」
全
く
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

⑱
（
源
氏
）
「
…
…
。
二
条
院
に
も
同
じ
す
ぢ
に
て
、
い
つ
く
に
か
た
が
へ

 
脳
。
…
…
」
と
て
、
大
殿
籠
れ
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
粗
木
）

αの

i
女
三
の
宮
）
 
「
恥
つ
か
し
う
こ
そ
は
あ
ら
め
。
何
事
を
か
聞
こ
え
ん
」
と
、

 
お
い
ら
か
に
の
た
ま
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
上
）

こ
れ
ら
の
助
動
詞
「
ム
」
は
言
語
主
体
の
意
志
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
独
白
的
表
現
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
対
話
相
手
に
応
答
を
要
求
し
よ
う
と
す

る
姿
勢
の
感
じ
ら
れ
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。

⑱
（
夕
霧
）
 
「
…
…
。
（
あ
な
た
ハ
）
い
か
や
う
に
か
お
き
て
思
し
召
す
ら
む
」

 
と
（
源
氏
二
）
申
し
給
へ
ば
、
 
 
 

、
 
 
 
 
 
（
幻
）

⑲
λ
源
氏
）
「
（
あ
な
た
ハ
）
こ
の
御
返
り
は
、
い
か
や
う
に
か
聞
こ
え
さ
せ

 
給
ふ
ら
む
。
…
…
」
な
ど
（
前
斎
宮
二
）
聞
こ
え
給
へ
ど
、
 
 
（
絵
合
）

⑳
阿
閣
梨
の
も
と
よ
り
、
 
（
文
）
 
「
年
改
ま
り
て
は
何
事
か
お
は
し
ま
す
ら

 
ん
。
…
…
」
な
ど
（
中
の
君
二
）
聞
こ
え
て
、
 
 
 
 
 
 
 
（
早
蕨
）

こ
れ
ら
も
、
言
語
主
体
の
「
疑
い
」
の
表
明
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
話

題
の
人
物
と
対
話
相
手
と
が
一
致
し
て
い
る
た
め
、
ω
の
よ
う
な
間
接
的
な

「
持
ち
か
け
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
質
的
に
は
対
話
相
手
に
対
す
る
「
問

い
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
山
口
尭
二
氏
は
、
事
実
に
基
く
応
答
を
め
ざ

し
て
い
る
質
問
表
現
に
お
い
て
、
推
量
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

「
質
問
相
手
に
敬
意
を
表
す
尊
敬
語
や
丁
寧
語
と
の
共
起
が
め
だ
つ
」
こ
と
を

指
回
し
て
、
 
「
相
手
に
応
答
を
求
め
る
そ
の
対
他
的
な
要
求
性
を
和
ら
げ
て
」

「
質
問
表
現
を
娩
曲
化
」
し
て
い
る
の
だ
と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
が
、
本
来
は

中
古
和
文
の
要
説
明
疑
問
表
現
 
i
『
源
氏
物
語
」
を
資
料
と
し
て
i

「
疑
い
」
の
表
現
で
あ
る
も
の
が
、
会
話
文
で
、
話
題
の
人
物
と
対
話
相
手
と

が
一
致
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
、
文
脈
上
「
問
い
」
の
表
現
に
な
り
う
る
の

だ
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

 
現
代
語
の
場
合
に
も
、

。
い
か
が
お
過
ご
し
で
す
か
。

。
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
（
か
）
。

を
比
較
す
る
と
、
推
量
の
助
動
詞
を
含
む
後
者
の
表
現
の
方
が
、
娩
曲
で
や
わ

ら
か
い
感
じ
が
す
る
の
と
共
通
の
感
覚
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
現
代
語
で
、

。
あ
な
た
は
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
す
か
。

。
あ
な
た
は
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
（
か
）
。

を
比
較
す
る
と
、
前
者
の
方
が
理
由
を
尋
ね
る
単
な
る
「
問
い
」
と
感
じ
ら
れ

る
の
に
対
し
、
推
量
の
助
動
詞
を
含
む
後
者
は
む
し
ろ
批
判
的
否
定
的
色
彩
を

強
く
帯
び
て
く
る
が
、

⑳
（
僧
都
）
 
「
ま
だ
い
と
行
く
先
遠
げ
な
る
御
ほ
ど
に
、
 
（
あ
な
た
ハ
）
い
か

 
で
洲
、
「
ひ
た
み
ち
に
し
か
は
思
し
た
た
む
。
…
…
」
と
（
浮
舟
二
）
の
た
ま

 
へ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習
）

㈱
（
薫
）
 
「
…
…
。
 
（
あ
な
た
ハ
）
な
ど
か
、
今
ま
で
、
か
く
も
か
す
め
さ
せ

 
た
ま
は
ざ
ら
ん
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
宿
木
）
，

な
ど
の
場
合
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
以
上
、
文
中
用
法
の
係
助
詞
「
カ
」
を
用
い
る
要
説
明
の
疑
問
表
現
の
場

合
、
一
般
的
に
、
文
末
に
推
量
の
助
動
詞
を
含
ま
な
い
形
式
は
、
会
話
文
に
お

い
て
「
問
い
」
の
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
推
量
の
助
動
詞

を
含
む
形
式
は
、
心
中
思
惟
で
「
疑
い
」
の
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
が

多
い
。
し
か
し
、
こ
の
形
式
が
会
話
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
基
本
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的
に
は
言
語
主
体
が
自
己
の
「
疑
い
」
を
対
話
相
手
に
表
明
し
て
い
る
表
現
と

考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
的
に
は
間
接
的
で
腕
曲
的
な
「
問
い
」
の
表
現
と
み
る

べ
き
性
格
の
も
の
も
あ
る
。
中
古
和
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
好
ん
で
用

い
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
逆
に
、
強
い
態
度
で
解
答
を
要
求
し
よ
う
と
す

る
、
明
確
な
「
問
い
」
の
表
現
を
、
む
し
ろ
で
き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
す
る
傾

向
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。

三
 
「
疑
問
詞
-
二
力
。
」
の
形
式

 
前
述
の
よ
う
に
、
 
『
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
、
要
説
明
の
疑
問
表
現
に
関
わ

る
文
中
用
法
の
係
助
詞
「
カ
」
全
鋤
例
の
う
ち
、
約
半
数
の
餅
例
が
、
断
定
の

．
助
動
詞
「
ナ
リ
」
の
連
用
形
「
二
」
に
下
接
し
て
「
ニ
カ
」
の
形
式
を
と
っ
て

い
る
。
表
2
は
、
そ
の
結
び
の
形
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
ニ
カ
」
以
下

が
省
略
さ
れ
て
、
実
際
に
は
「
ニ
カ
」
の
形
で
文
が
終
止
し
て
い
る
例
が
圧
倒

的
多
数
で
あ
る
。

 
表
5
は
、
こ
の
形
式
の
使
用
さ
れ
て
い
る
場
面
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

約
半
数
は
心
申
思
惟
で
用
い
ら
れ
て
、
言
語
主
体
の
「
疑
い
」
の
表
現
と
考
え

表2

37

11

 4

 4

  1

  1

109

む
む
む
む
む

 
ナ
 
 
ナ
け

ら
一
ら
一
し

 
り
 
 
 
り
ま

あ
あ
侍
侍
お
おはすらむ

省   略
（「ニカ」止め）

167計

表5

27

U9

U9

Q

・
文
文

の
話

地
会

心申思惟
文紙手

167計

ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

㈱
春
宮
の
お
ほ
ぢ
お
と
ど
な
ど
、
 
〈
い
か
な
る
事
に
か
〉
と
思
し
疑
ひ
て
な
ん

 
あ
り
け
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
桐
壺
）

⑳
（
源
氏
）
 
〈
め
で
た
し
と
お
も
ほ
し
し
み
に
け
る
御
か
た
ち
、
い
か
や
う
な

 
る
を
か
し
さ
に
か
〉
と
、
ゆ
か
し
う
思
ひ
聞
こ
え
給
へ
ど
、
 
 
 
（
絵
合
）

㈱
（
夕
霧
）
 
〈
う
ち
い
で
聞
こ
え
て
け
る
を
、
（
源
氏
ハ
）
い
か
に
思
す
に
か
〉

 
と
、
つ
つ
ま
し
く
思
し
け
り
と
そ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
（
横
笛
）

㈱
（
浮
舟
）
 
〈
（
薫
ガ
）
い
か
に
も
て
な
い
給
は
ん
と
す
る
に
か
〉
と
浮
き
で

 
匿
し
う
お
ぼ
ゆ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
東
屋
）

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
ニ
カ
」
終
止
の
形
が
、
心
中
思
惟
で
「
疑
い
」
の
表
現

と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
や
は
り
「
ニ
カ
」
、
で
完
全
に
文
が
完

結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
推
量
の
助
動
詞
を
含
ん
だ
形
が
省
略
さ
れ
て
い
る

と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
表
2
に
見
る
よ
う
に
、
実
際
に

結
び
の
明
ら
か
な
場
合
は
、
 
「
あ
ら
む
」
 
「
あ
り
け
む
」
な
ど
、
す
べ
て
推
量

の
助
動
詞
の
含
ま
れ
て
い
る
形
で
あ
る
。

⑳
大
夫
も
、
 
〈
い
か
な
る
事
に
か
あ
ら
む
〉
と
、
心
得
が
た
う
思
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
紫
）

㈱
菊
の
、
・
-
…
、
い
か
な
る
一
本
に
か
あ
ら
む
、
い
と
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
う
つ

 
ろ
ひ
た
る
を
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
宿
木
）

⑳
手
習
に
も
言
ぐ
さ
に
も
す
る
は
、
い
か
に
思
ふ
や
う
の
あ
る
に
か
あ
り
け

 
ん
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
河
）

㈱
・
鋤
の
よ
う
に
、
地
の
文
で
の
用
例
で
は
、
比
較
的
結
び
の
明
ら
か
な
場
合

が
多
い
。

 
「
ニ
カ
」
の
上
汁
語
に
は
、
㈱
・
⑳
の
よ
う
に
体
言
の
場
合
と
、
㈱
・
⑳
の
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ノ

よ
う
に
用
言
の
連
体
形
の
場
合
が
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
に

「
ニ
カ
」
を
除
い
て
も
、
疑
問
詞
の
み
を
有
す
る
疑
問
表
現
と
し
て
、
形
式
的

に
は
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。

測
う
ち
い
で
聞
こ
え
て
け
る
を
、
い
か
に
思
す
。

側
い
か
に
も
て
な
い
給
は
ん
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
形
は
、
文
末
に
推
量
の
助
動
詞
が
含
ま
れ
な
い
た
め
、
完
全
に

「
問
い
」
の
表
現
と
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
形
式
に
「
ニ
カ
」
が
付
加

す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
下
に
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
あ
ら
む
」

「
あ
り
け
む
」
の
よ
う
な
推
量
の
助
動
詞
を
含
ん
だ
形
式
が
同
時
に
想
起
さ
れ

て
「
疑
い
」
の
表
現
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

 
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
ニ
カ
」
の
形
式
が
、
次
の
よ
う
に
会
話
文
で
「
問

い
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
 
「
ニ
カ
」
の
下
に
は
推
量
の
助
動
詞

を
含
ん
だ
形
が
意
識
さ
れ
、
娩
曲
的
な
「
問
い
」
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

㈹
御
息
所
、
 
「
い
か
な
る
御
文
に
か
」
と
、
さ
す
が
に
（
少
将
二
）
問
ひ
給
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
夕
霧
）

㈱
（
薫
）
 
「
…
…
。
 
（
あ
な
た
ハ
）
い
か
や
う
な
る
御
な
や
み
に
か
」
と
（
匂

 
宮
二
）
聞
こ
え
給
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
浮
舟
）

㈱
（
中
将
）
 
「
忍
び
た
る
さ
ま
に
物
し
給
ふ
ら
ん
は
、
誰
に
か
」
と
（
妹
尼
二
）

 
問
ひ
給
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習
）

㈲
（
源
氏
）
 
「
…
…
、
清
げ
な
る
屋
廊
な
ど
つ
づ
け
て
、
木
立
い
と
よ
し
あ
る

 
は
、
何
人
の
住
む
に
か
」
と
（
御
供
二
）
問
ひ
給
へ
ば
、
 
 
 
 
（
若
紫
）

㈱
（
中
の
君
）
「
…
…
。
…
…
、
（
あ
な
た
ハ
）
い
か
に
推
し
量
り
給
ふ
に
か
」

 
と
（
北
の
方
二
）
の
た
ま
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
東
屋
）

中
古
和
文
の
要
説
明
疑
問
表
現
 
一
『
源
氏
物
語
」
を
資
料
と
し
て
一

つ
ま
り
、
こ
れ
ち
の
「
ニ
カ
」
は
積
極
的
な
「
問
い
か
け
」
を
意
味
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
式
上
は
省
略
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
推
量
表
現
を

想
起
さ
せ
て
、
 
「
問
い
」
の
表
現
を
間
接
的
に
し
、
や
わ
ら
げ
る
効
果
を
持
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

 
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
会
話
文
で
「
問
い
」
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
、
こ
の
よ
う
な
「
ニ
カ
」
に
は
、
対
話
相
手
に
対
す
る
「
問
い
か
け
」
の

効
果
は
全
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
㈲
～
㈱
の
例
を
、
次
の
よ
う
に
、
疑
聞
詞

の
み
を
有
す
る
形
式
で
、
文
末
が
は
っ
き
り
と
推
量
表
現
に
な
っ
て
い
る
形
と

比
較
し
て
み
る
と
、
や
は
り
明
ら
か
な
相
違
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

甜
い
か
な
る
御
文
な
ら
ん
。

虹
い
か
や
う
な
る
御
な
や
み
な
ら
ん
。

諺
誰
な
ら
ん
。

認
何
人
の
住
む
な
ら
ん
。

測
い
か
に
推
し
量
り
給
ふ
な
ら
ん
。

つ
ま
り
、
㈲
～
圃
の
よ
う
な
「
ニ
カ
」
は
、
対
話
相
手
に
対
す
る
積
極
的
な

「
問
い
か
け
」
の
指
標
で
は
な
い
と
し
て
も
、
係
助
詞
「
カ
」
が
文
末
に
存
在

す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
文
が
疑
問
表
現
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
間
接
的
に

で
は
あ
る
に
せ
よ
、
対
話
相
手
に
対
し
て
「
問
い
か
け
」
を
示
唆
す
る
表
現
効

果
は
充
分
に
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
ニ
カ
」
の

「
問
い
か
け
」
と
し
て
の
効
果
は
、
次
の
よ
う
に
「
ニ
カ
」
が
推
量
の
助
動
詞

に
下
接
し
て
い
る
場
合
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

圃
（
僧
都
）
 
「
…
…
。
 
（
浮
舟
ハ
）
い
か
な
る
あ
や
ま
ち
に
て
、
か
く
ま
で
は

 
ふ
れ
た
ま
ひ
け
む
に
か
」
と
（
薫
二
）
問
ひ
申
し
た
ま
へ
ば
、
 
（
夢
浮
橋
）

 
 
 
（
1
0
）

こ
の
場
合
、
 
「
ニ
カ
」
の
な
い
形
で
は
、
完
全
に
言
語
主
体
自
身
の
「
疑
い
」
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の
表
現
で
あ
り
、
 
「
ニ
カ
」
が
付
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
話
相
手
へ
の
「
持

ち
か
け
」
の
効
果
が
生
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

 
申
古
に
は
、
要
説
明
の
疑
問
表
現
に
お
い
て
、
 
「
カ
」
が
文
末
用
法
と
し
て

用
い
ら
れ
な
い
こ
と
播
い
て
、
山
・
尭
二
氏
は
、
「
ソ
」
と
の
関
連
羨
の

よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

 
疑
問
点
の
指
示
性
に
す
ぐ
れ
た
「
か
」
は
疑
問
詞
の
下
で
の
係
り
用
法
に
は

 
引
き
続
き
勢
力
を
保
っ
て
い
る
が
、
文
全
体
を
一
ま
と
め
に
し
た
文
末
の
、

 
そ
れ
だ
け
文
意
全
体
を
確
認
す
る
よ
う
に
な
る
位
置
に
は
、
よ
り
広
い
内
容

 
に
つ
い
て
の
指
示
確
認
辞
と
も
言
う
べ
き
「
ぞ
」
が
「
か
」
を
お
し
の
け
て

 
標
準
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
 
「
カ
」
は
「
ゾ
」
と
比
較
し
て
、
文
全
体
を
ま
と
め
る
力
が
弱
い
た

め
、
単
独
で
文
末
用
法
に
な
ら
ず
に
「
ニ
カ
」
の
形
式
を
と
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
文
全
体
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
名
詞
化
し
て
い
る
の
は
、
断
定
の
助
動
詞

 
「
ナ
リ
」
の
連
用
形
「
二
」
で
あ
り
、
 
「
カ
」
は
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
形
に
は
じ
め
て
付
き
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
文
末
の
「
ニ
カ
」
の

形
式
は
、
 
「
ニ
カ
」
全
体
で
、
む
し
ろ
文
末
用
法
の
「
ゾ
」
と
比
較
し
う
る
性

格
の
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
 
「
ゾ
」
が
完
全
に
文
の
完
結
を
明
示
す

る
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
ニ
カ
」
の
形
式
の
場
合
は
、
実
質
的
に
は
「
ニ
カ
」

で
文
が
終
止
し
て
い
て
も
、
や
は
り
推
量
の
助
動
詞
を
含
ん
だ
結
び
の
形
を
想

起
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
会
話
文
で
「
問
い
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
も
、
対

話
相
手
に
対
す
る
「
持
ち
か
け
」
の
効
果
は
示
し
な
が
ら
も
、
決
し
て
相
手
に

対
し
て
強
い
態
度
で
解
答
を
要
求
す
る
表
現
で
は
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と

が
、
こ
の
「
ニ
カ
」
の
形
式
が
、
 
『
源
氏
物
語
」
に
代
表
さ
れ
る
中
古
和
文
に

・
お
い
て
、
好
ん
で
多
用
さ
れ
る
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
 
「
疑
問
詞
ー
ゾ
。
」
の
形
式

 
表
4
は
、
 
『
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
、

助
詞
「
ゾ
」
の
文
末
用
法
を
用
い
る
要

説
明
の
疑
問
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
使

用
場
面
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
会
話
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
、

次
の
よ
・
つ
に
大
部
分
が
「
問
い
」
の
表
勲

現
と
考
え
ら
れ
、
言
語
主
体
が
対
話
相

  1

119

59

  1

文
 
文

の
 
忌

地
会

心中思惟

罫紙手

180計

手
に
対
し
て
解
答
を
要
求
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
い
る
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

㈹
（
老
女
）
 
「
か
れ
は
た
れ
ぞ
。
何
入
ぞ
」
と
問
ふ
。
 
 
 
 
 
（
蓬
生
）

㈲
（
源
氏
）
「
か
の
尋
ね
出
で
た
り
け
む
や
、
何
ざ
ま
の
人
ぞ
。
…
…
」
と

 
（
右
近
二
）
問
ひ
給
へ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
玉
童
）

㈱
（
律
師
）
 
「
そ
よ
や
。
こ
の
大
将
は
、
い
つ
よ
り
こ
こ
に
は
参
り
通
ひ
給
ふ

 
ぞ
」
と
（
御
息
所
二
）
問
ひ
由
・
し
給
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
夕
霧
）

69

i
匂
宮
）
 
「
昨
日
は
、
な
ど
い
と
と
く
は
ま
か
で
に
し
。
い
つ
参
り
つ
る
ぞ
」

 
な
ど
（
大
夫
の
君
二
）
の
た
ま
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
紅
梅
）

㈲
（
中
の
君
）
「
い
か
な
る
御
心
地
ぞ
」
と
、
 
（
浮
舟
二
）
た
ち
か
へ
り
と
ぶ

 
ら
ひ
聞
こ
え
給
へ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
 
 
 
 
（
東
屋
）

㈹
（
薫
の
随
身
）
「
ま
う
と
は
、
何
し
に
こ
こ
に
は
た
び
た
び
は
参
る
ぞ
」
と

 
（
使
二
）
問
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
浮
舟
）

働
（
妹
尼
）
 
「
…
…
。
い
か
な
れ
ば
、
か
く
は
の
た
ま
ふ
ぞ
。
い
か
に
し
て
、

 
さ
る
所
に
は
お
は
し
つ
る
ぞ
」
と
（
浮
舟
二
）
問
へ
ど
も
、
 
 
 
（
手
習
）
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こ
れ
ら
の
例
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
ニ
カ
」
の
形
式
を
用
い
た
り
、
文
末
に
推

量
の
助
動
詞
の
存
在
す
る
間
接
的
で
腕
曲
化
さ
れ
た
「
問
い
」
の
表
現
を
好
む

中
古
和
文
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
強
い
態
度
で
明
確
に
解
答
を
要
求
し
よ
う
と

す
る
「
問
い
」
の
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
言
語
主
体
と
対
話
相
手
と
の
関

係
を
み
る
と
、
身
分
の
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

が
多
い
の
も
こ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ち
。
も
っ
と
も
、
㈲
や
幽

の
よ
う
に
、
対
話
相
手
に
対
す
る
敬
語
と
共
起
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
し
、
次

の
よ
う
に
む
し
ろ
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
み

ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

㈲
右
近
来
て
、
 
（
浮
舟
二
）
「
殿
の
御
文
は
、
な
ど
て
返
し
奉
ら
せ
給
ひ
つ
る

 
ぞ
。
ゆ
ゆ
し
く
忌
み
侍
る
な
る
も
の
を
」
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
浮
舟
）

働
こ
の
人
々
は
、
「
…
…
。
…
…
、
残
り
多
か
る
御
世
の
末
を
、
い
か
に
せ
さ
せ

 
給
は
ん
と
す
る
ぞ
。
…
…
」
と
（
浮
舟
二
）
言
ひ
知
ら
す
れ
ど
、
 
（
手
習
）

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
対
話
相
手
に
対
す
る
非
難
を
含
ん
だ
、
非
常
に
強
い
表

現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
-

㈲
（
夕
霧
）
 
「
…
…
」
と
、
た
は
ぶ
れ
に
言
ひ
な
し
給
へ
ど
、
（
雲
居
雁
）
「
何

 
旧
い
ふ
ぞ
。
お
い
ら
か
に
死
に
給
ひ
ね
。
…
…
」
と
の
た
ま
ふ
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
夕
霧
）

の
よ
う
に
、
本
来
用
い
ら
れ
る
べ
き
敬
語
も
使
わ
れ
な
い
、
激
高
し
た
場
面
で

の
用
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

 
対
話
相
手
の
存
在
し
な
い
心
耳
思
惟
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
も
ち
ろ

ん
「
問
い
」
の
表
現
で
は
な
い
が
、
単
な
る
「
疑
い
」
の
表
現
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
、
言
語
主
体
の
感
情
表
現
的
性
格
が
強
い
。

㈲
（
源
氏
）
〈
な
ど
て
、
か
く
は
か
な
き
宿
り
は
取
り
つ
る
ぞ
〉
と
、
く
や
し

申
古
和
文
の
要
説
明
疑
問
表
現
 
一
『
源
氏
物
語
」
を
資
料
と
し
て
一

さ
も
や
ら
ん
主
な
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
夕
顔
）

㈹
（
兵
部
の
君
）
 
〈
こ
の
人
を
も
、
い
か
に
し
奉
ら
む
と
す
る
ぞ
〉
と
あ
き
れ

 
て
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
（
玉
量
）

㈲
（
女
三
の
宮
）
 
〈
は
て
は
、
い
か
に
し
つ
る
ぞ
〉
と
、
あ
き
れ
て
思
さ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
下
）

㈲
（
申
将
）
 
〈
あ
さ
ま
し
う
、
こ
は
い
か
な
る
事
ぞ
〉
と
思
ひ
惑
は
る
れ
ど
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
組
木
）

㈲
お
と
ど
の
君
、
…
…
、
〈
こ
は
い
か
な
る
べ
き
事
ぞ
〉
と
、
悲
し
く
口
惜
し
け

 
れ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
柏
木
）

㈹
（
大
君
）
 
〈
い
か
に
す
る
わ
ざ
ぞ
〉
と
胸
つ
ぶ
れ
て
、
 
 
 
 
（
総
角
）

 一

ﾊ
に
疑
問
表
現
に
は
言
語
主
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
意
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
場

 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

合
が
少
な
く
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
疑
聞
表
現
に
付
随
し
て
い

る
情
意
と
い
う
よ
り
も
、
言
語
主
体
の
強
い
感
情
を
表
す
、
む
し
ろ
本
来
的
な

感
情
表
現
と
考
え
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
感
情
は
、

波
線
部
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
後
悔
、
驚
き
、
あ
き
れ
、
困
惑
、
悲
嘆
な

ど
の
、
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
身
で
す

で
に
考
察
し
た
、
次
の
よ
う
な
「
い
か
で
」
が
「
ゾ
」
と
呼
応
す
る
場
合
も
同

，
様
で
あ
っ
た
。

勧
（
尼
君
）
 
〈
…
…
。
さ
る
に
て
は
、
か
の
若
草
を
、
い
か
で
聞
い
た
ま
へ
る

 
こ
と
そ
〉
と
さ
ま
ざ
ま
あ
や
し
き
に
、
心
乱
れ
て
、
 
 
 
 
 
（
若
紫
）

働
（
源
氏
）
 
〈
い
か
で
隔
て
つ
る
年
月
ぞ
〉
と
あ
さ
ま
し
き
ま
で
思
ほ
す
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
明
石
）

 
つ
ま
り
、
助
詞
「
ゾ
」
の
文
末
用
法
を
用
い
る
要
説
明
の
疑
問
表
現
は
、
一

般
に
、
会
話
文
で
は
対
話
相
手
に
強
い
態
度
で
明
確
に
解
答
を
要
求
し
よ
う
と
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す
る
「
問
い
」
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
、
一
方
、
心
中
思
惟
で
は
言
語
主
体

の
強
い
感
情
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
に
は
ど
の
よ

う
な
関
連
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

 
と
こ
ろ
で
、
終
助
詞
の
「
ゾ
」
は
、
中
古
に
お
い
て
は
、
一
般
に
「
ム
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

「
ケ
ム
」
 
「
ラ
ム
」
な
ど
の
推
量
の
助
動
詞
に
は
下
接
し
な
い
。
つ
ま
り
、
要

説
明
の
疑
問
表
現
に
お
い
て
、
文
末
に
推
量
の
助
動
詞
を
用
い
る
か
、
 
「
ゾ
」

を
用
い
る
か
は
、
い
わ
ば
二
者
択
一
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
よ

う
に
、
推
量
の
助
動
詞
を
用
い
る
場
合
は
、
基
本
的
に
は
言
語
主
体
の
「
疑

い
」
の
表
現
で
あ
り
、
多
く
は
心
中
思
惟
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
会
話
文
で
用

い
ら
れ
「
問
い
」
と
老
え
ら
れ
る
場
合
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
間
接
的
で
娩

曲
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
文
末
用
法
の
「
ゾ
」
を
用

い
る
疑
聞
表
現
は
、
 
「
ゾ
」
が
推
量
の
助
動
詞
と
は
共
起
し
得
な
い
こ
と
か
ら

考
え
て
、
推
量
の
助
動
詞
を
用
い
る
疑
問
表
現
と
は
む
し
ろ
正
反
対
と
も
い
う

べ
き
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に

は
「
問
い
」
の
表
現
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

 
も
っ
と
も
、
中
古
和
文
に
お
い
て
は
、
 
「
カ
」
の
文
中
用
法
で
文
末
に
推
量

の
助
動
詞
を
含
ま
な
い
形
式
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
「
問
い
」
の
標
準

形
と
し
て
数
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
形
式
は
、
推
量
の
助
動

詞
が
文
末
に
存
在
し
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
消
極
的
な
理
由
に
よ
り
、
「
疑
い
」

で
は
な
く
、
「
問
い
」
の
表
現
に
な
り
得
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
こ
れ
に

対
し
て
（
 
「
疑
い
」
の
指
標
と
も
言
う
べ
き
文
末
の
推
量
の
助
動
詞
と
明
確
に

対
照
さ
れ
る
形
で
、
た
と
え
そ
れ
が
「
ゾ
」
の
本
来
的
機
能
で
は
な
い
に
し

ろ
、
い
わ
ば
「
聞
い
」
の
指
標
的
印
象
を
与
え
て
顕
在
し
て
い
る
の
が
、
要
説

明
疑
問
表
現
に
お
け
る
文
末
の
「
ゾ
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た

め
、
 
「
上
聞
詞
ー
ゾ
。
」
の
形
式
が
、
 
「
疑
問
詞
（
…
…
）
カ
ー
β
。
」

の
形
式
よ
り
も
、
強
い
態
度
で
明
確
に
解
答
を
要
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
の

「
問
い
」
の
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
さ
ら
に
、
文
中
用
法
の
「
カ
」
を
用
い
る
形
式
は
む
し
ろ
反
語
に
片
寄
り
、

狭
義
の
疑
問
表
現
の
場
合
に
は
、
 
「
疑
問
詞
1
。
」
と
い
う
、
疑
鼻
詰
の
み

を
有
す
る
形
式
が
、
む
し
ろ
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
考
え
あ

わ
せ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
 
「
疑
問
詞
ー
ゾ
。
」
と
「
疑
問
詞
-
妬
。
」

と
は
完
全
に
「
ゾ
」
の
有
無
の
み
の
相
違
で
あ
り
、
前
者
の
文
末
の
「
ゾ
」

が
、
後
者
の
形
式
と
比
較
し
て
、
 
「
問
い
」
の
指
標
と
し
て
の
印
象
を
与
え
得

た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
 
「
疑
問
詞
ー
ゾ
。
」
の
形
式
に
お
け
る
、
文
末
の
「
ゾ
」

を
、
推
量
の
助
動
詞
と
対
照
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
と
、
こ
の
形
式

が
心
中
思
惟
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
、
そ
れ
は
単
な
る
「
疑
い
」
の
表
現

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
問
い
」
の
表
現
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
を
示
そ
う

と
し
て
い
る
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
心
申
思
惟
の

場
で
あ
る
か
ら
、
対
話
相
手
に
対
す
る
「
問
い
」
で
は
な
く
、
言
語
主
体
の
内

面
へ
の
「
問
い
か
け
」
、
い
わ
ゆ
る
自
剃
自
答
的
表
現
で
あ
る
。
心
中
思
惟
に

お
け
る
、
こ
の
「
ゾ
」
の
文
末
用
法
に
よ
る
疑
問
表
現
が
、
単
な
る
「
疑
い
」

の
表
現
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
強
い
感
情
表
現
と
な
る
の
は
、
言
語
主
体
の

激
し
い
自
問
自
答
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
い
。

 
阪
倉
篤
義
氏
は
、
こ
の
「
疑
問
詞
ー
ゾ
。
」
の
形
式
に
つ
い
て
、

 
こ
れ
は
、
上
代
で
は
、
不
定
な
い
し
疑
い
の
表
現
に
ち
か
く
、
ゾ
は
単
に
そ

 
れ
を
強
調
す
る
助
詞
と
も
見
ら
れ
る
が
、
平
安
時
代
に
は
い
る
と
、
右
の
よ
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（
1
4
）

 
う
な
疑
問
詞
の
性
質
の
変
化
も
あ
っ
て
、
訓
点
資
料
な
ど
で
は
、
ほ
と
ん
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
こ
れ
が
、
 
〈
要
説
明
〉
の
表
現
形
式
と
し
て
固
定
し
て
く
る
。
和
文
系
に
お

 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
い
て
も
、
院
政
鎌
倉
時
代
に
は
ほ
ぼ
固
定
し
た
も
の
に
な
っ
た
と
認
め
て
よ

 
い
で
あ
ろ
う
。
 
（
傍
点
引
用
者
）

の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
中
古
和
文
に
お
い
て
は
、
他
の
表
現
形
式
と

共
用
さ
れ
る
中
で
、
特
定
の
表
現
効
果
を
示
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

．
つ
。

 
注（

1
）
阪
倉
篤
義
「
文
法
史
に
つ
い
て
1
疑
問
表
現
の
変
遷
を
一
例
と
し
て
」

 
 
（
「
文
章
と
表
現
」
〈
一
九
七
五
年
、
角
川
書
店
〉
所
収
）

（
2
）
山
口
尭
二
「
疑
問
表
現
の
推
移
」
（
『
日
本
語
昏
怠
表
現
通
史
」
全
戸

 
 
九
〇
年
、
明
治
書
院
〉
所
収
）

（
3
）
柳
田
征
司
『
室
町
時
代
の
国
語
」
 
〈
一
九
八
五
年
、
東
京
堂
出
版
〉
一
二

 
 
一
ぺ
ー
ジ
以
下
。

（
4
）
「
…
…
ヤ
…
…
。
」
の
形
式
と
「
…
…
カ
。
」
お
よ
び
「
…
…
ヤ
。
」
の

 
 
形
式
の
こ
と
。

（
5
）
注
（
1
）
に
同
じ
。

（
6
）
山
口
尭
二
「
疑
問
表
現
の
原
理
」
 
（
注
（
2
）
の
前
掲
書
所
収
）

（
7
）
拙
稿
「
不
定
語
「
い
か
で
」
の
構
文
的
性
格
-
意
味
用
法
・
表
現
性
を

 
 
め
ぐ
っ
て
一
」
 
（
「
山
口
国
文
」
第
1
1
号
〈
一
九
八
八
年
〉
）

（
8
）
主
体
的
表
現
の
語
、
客
体
的
表
現
の
語
の
分
類
は
、
北
原
保
雄
氏
に
従

 
 
う
。
 
（
北
原
保
雄
『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
」
 
〈
一
九
八
一
年
、
大
修
館

 
、
書
店
〉
、
 
『
日
本
語
の
文
法
」
 
〈
一
九
八
一
年
、
申
央
公
論
社
〉
）

中
古
和
文
の
要
説
明
疑
問
表
現
 
一
『
源
氏
物
語
」
を
資
料
と
し
て
一

（
9
）
山
口
亮
二
氏
は
、
質
問
表
現
に
お
い
て
推
量
語
を
伴
う
場
合
の
ひ
と
つ
と

 
 
し
て
、
 
「
少
納
言
よ
、
香
炉
峰
の
雪
、
．
い
か
な
ら
む
」
 
（
枕
草
子
）
の
よ

 
 
う
な
例
を
示
し
、
 
「
話
手
が
質
問
の
相
手
に
も
想
像
に
よ
る
応
答
を
求
め

 
 
て
い
る
と
解
せ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
（
山
口
尭
二
「
疑
問
表
現
の

 
 
推
量
語
」
 
（
注
（
2
）
の
前
掲
書
所
収
）
）

（
1
0
）
北
原
保
雄
氏
に
よ
る
と
、
 
「
ベ
シ
」
 
「
マ
ジ
」
以
外
の
推
量
の
助
動
詞

 
 
は
、
中
古
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
断
定
の
助
動
詞
「
ナ
リ
」
に
は
上
接

 
 
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
は
や
や
疑
問
が
残
る
が
、
 
「
源
氏
物
語

 
 
大
成
」
に
よ
り
校
異
を
見
た
限
り
で
は
、
別
本
系
統
に
「
ふ
れ
た
ま
ひ
け

 
 
る
に
か
」
の
形
が
み
え
る
以
外
は
、
青
表
紙
本
系
統
、
河
内
本
系
統
す
べ

 
 
て
、
引
用
本
文
と
一
致
し
て
い
る
。
推
量
の
助
動
詞
「
ム
」
 
「
ケ
ム
」

 
 
「
ラ
ム
」
が
、
 
「
ニ
カ
」
の
形
式
に
上
接
し
て
い
る
例
は
他
に
は
み
ら
れ

 
 
な
い
が
、
 
「
ニ
カ
」
が
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
形
式
と
し
て
独
自
の
機
能
を
は

 
 
た
し
て
い
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
「
ナ
リ
」
単
独
で
は
下
接
し
え
な
い
推

 
 
量
の
助
動
詞
に
も
下
接
し
う
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か

 
 
と
思
う
。

（
1
1
）
注
（
2
）
に
同
じ
。

（
1
2
）
山
口
尭
二
「
疑
問
表
現
の
情
意
」
 
（
注
（
2
）
の
前
掲
書
所
収
）
に
は
、
疑

 
 
問
表
現
に
担
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
意
が
豊
富
な
用
例
と
と
も
に
ま
と
め

 
 
ら
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
「
ベ
シ
」
に
交
接
す
る
例
は
み
ら
れ
る
が
、
 
「
ベ
シ
」
の
場
合
は
、
注

 
 
（
1
0
）
の
よ
う
に
断
定
の
助
動
詞
「
ナ
リ
」
に
上
接
す
る
場
合
が
あ
る
な

 
 
ど
、
他
の
推
量
の
助
動
詞
と
は
、
大
き
く
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え

 
 
ら
れ
る
。
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（
1
4
）
「
「
不
定
詞
」
ま
た
は
「
疑
詞
」
と
も
い
う
べ
き
性
質
」
か
ら
「
「
（
疑
）

 
聞
詞
」
と
し
て
の
性
質
」
へ
の
変
化
。

（ 176 ）

、


