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依
田
学
海
と
『
聊
斎
志
異
』

─
『「
小
野
篁
」
と
「
蓮
花
公
主
」
と
の
比
較
研
究
を
中
心
に
─

楊　
　
　
　
　

爽

一
、
は
じ
め
に

魯
迅
は
『
中
国
小
説
史
略 

』
で
、『
聊
斎
志
異
』
の
こ
と
を
、「
描
写
が
委
曲
を
尽
く
し
、
叙
述
は
整
然
と
し
て
い
て
、
伝
奇
の
方
法
で
怪
を

記
し
、
変
幻
の
さ
ま
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
る
。
ま
た
あ
る
も
の
は
ま
っ
た
く
調
子
を
改
め
、
別
に
奇
人
の
奇
行
を
述
べ
、
幻
想
の
領
域
か
ら

出
て
、
急
に
人
間
世
界
に
入
る
。
た
ま
に
瑣
聞
を
記
し
て
も
多
く
は
簡
潔
で
あ
る
。
だ
か
ら
読
者
の
耳
目
は
そ
の
た
め
に
一
新
さ
れ
る（
１
）。」
と
評

価
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
特
色
と
し
て
、「
詳
細
を
尽
く
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ふ
だ
ん
の
あ
り
さ
ま
を
書
い
て
、
花
の
妖
精
で
も
狐
の

魑
魅
で
も
、
多
く
が
人
情
を
持
っ
て
い
て
、
穏
や
か
で
親
し
み
や
す
く
、
そ
れ
が
異
類
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。」
と
述
べ
、
明
末
の
志

怪
小
説
と
区
別
し
て
い
る
。
山
口
剛
も
『
聊
斎
志
異
』
の
こ
と
を
「
清
朝
奇
談
集
中
の
尤
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
支
那
奇
談
集
中
の
傑
れ
た
る
も

の
で
あ
る
。」
と
評
価
し
、
そ
の
文
辞
の
巧
妙
さ
を
賞
賛
し
て
い
る（
２
）。
そ
れ
ら
の
意
見
に
異
論
は
な
い
が
、
中
国
の
小
説
史
に
お
い
て
、
清
の
時

代
が
文
言
小
説
よ
り
白
話
小
説
が
主
流
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蒲
松
齢
が
あ
え
て
こ
の
時
代
の
流
れ
に
乗
ら
ず
、
文
言
を

取
っ
て
中
国
の
怪
異
文
学
の
集
大
成
と
言
わ
れ
る
『
聊
斎
志
異
』
を
作
り
あ
げ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
落
第
書
生
で
あ
っ
た
蒲

松
齢
は
こ
の
作
品
を
通
じ
て
、
様
々
な
異
界
の
物
語
を
語
る
と
同
時
に
、「
時
代
性
、
社
会
性
を
加
味
し
て（
３
）」、

実
世
界
に
対
す
る
批
判
を
し
、
鬼

狐
に
託
し
て
自
ら
の
志
を
述
べ
て
い
る
。『
聊
斎
志
異
』
現
存
最
古
の
刊
本
は
、
乾
隆
三
十
一
年
（
一
七
七
六
）
の
青
柯
亭
刻
本
（
十
六
巻
）
で
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あ
り
、
こ
の
作
品
が
初
め
て
日
本
に
渡
来
し
た
の
は
、
記
録
に
よ
る
限
り
で
は
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の
こ
と
で
あ
る（
４
）。

こ
の
よ
う
な
怪
異
譚
を
内
容
と
す
る
小
説
の
日
本
伝
来
は
『
聊
斎
志
異
』
だ
け
で
は
な
い
。
明
の
瞿
佑
が
著
し
た
文
語
体
の
怪
異
小
説
集
で
あ

る
『
剪
燈
新
話
』
は
、「
異
常
な
す
じ
書
き
と
異
国
情
緒
が
太
平
に
な
れ
た
島
国
の
民
に
ス
リ
ル
を
感
じ
さ
せ
た
の
か
、
数
多
く
の
翻
案
も
の
を

生
ん
だ（
５
）」

と
魚
返
善
雄
が
い
う
よ
う
に
、
そ
の
伝
来
は
、
江
戸
時
代
の
日
本
で
、
怪
談
の
流
行
を
も
た
ら
し
た
。
浅
井
了
意
の
『
伽
婢
子
』
と
上

田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
は
受
容
の
例
と
し
て
、
常
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、『
聊
斎
志
異
』
は
、「『
剪
燈
新
話
』
よ
り
も
は
る
か
に

ス
ト
ー
リ
ー
が
複
雑
に
描
写
が
細
や
か
に
な
っ
て
い
て
、
す
で
に
発
達
し
て
い
た
白
話
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
描
写
に
も
匹
敵
で
き
る
ほ
ど
の
短

編
小
説
集（
６
）」
で
あ
る
が
、
文
章
が
難
解
で
あ
る
た
め
か
、
当
初
は
、
一
部
の
漢
学
者
に
限
っ
て
愛
読
さ
れ
て
い
た（
７
）。
け
れ
ど
も
、
量
は
少
な
い
も

の
の
、
翻
案
作
も
い
く
つ
か
出
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
七
九
二
年
に
は
、
森
島
中
良
が
『
聊
斎
志
異
』
か
ら
五
篇
の
作
品
を
翻
案
し
、『
凩
草

紙
』
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。
五
年
後
の
一
七
九
七
年
に
は
、
曲
亭
馬
琴
の
『
聊
斎
志
異
』
翻
案
作
で
あ
る
『
押
絵
鳥
痴
漢
高
名
』
が
刊
行
さ
れ

た（
８
）。

明
治
期
に
な
る
と
、
漢
文
は
知
識
人
の
基
礎
教
養
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
聞
紙
上
の
漢
詩
欄
の
設
置
な
ど
に
う
か
が
え
る
よ

う
に
、
漢
文
学
は
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
成
し
、
知
識
人
の
漢
文
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
も
江
戸
時
代
よ
り
高
く
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
出
版
技
術

の
発
展
に
伴
っ
て
、『
聊
斎
志
異
』
は
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
、
新
世
代
の
文
学
者
の
中
で
も
愛
好
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
以

降
、
翻
案
、
翻
訳
が
多
く
な
さ
れ
、
日
本
の
文
芸
創
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た（
９
）。

以
上
は
『
聊
斎
志
異
』
の
先
行
研
究
の
諸
成
果
を
踏
ま
え
、
そ
の
作
品
の
様
相
及
び
日
本
へ
の
伝
来
の
歴
史
と
受
容
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
明
治
二
三
年
に
発
表
さ
れ
た
「
小
野
篁
」
と
い
う
作
品
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。
こ
の
作
品
は
明
治
二
三
年
二
月
に
、

漢
文
学
者
・
劇
作
家
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
依
田
学
海
が
『
新
著
百
種
』
第
八
号
に
発
表
し
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
と
『
聊
斎
志
異
』

と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
森
鴎
外
の
言
及
が
あ
る
も
の
の
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、「
小

野
篁
」
を
『
聊
斎
志
異
』
の
原
典
と
比
較
し
な
が
ら
、
小
説
に
つ
い
て
は
和
漢
洋
の
教
養
を
自
負
す
る
依
田
学
海）

（1
（

が
「
小
野
篁
」
を
作
る
時
、
ど

の
よ
う
な
創
意
工
夫
を
し
た
の
か
を
確
か
め
る
。
さ
ら
に
言
文
一
致
体
に
向
か
い
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
日
本
近
代
文
学
の
成
立
期
に
、
こ
の
文
語
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体
作
品
が
持
ち
え
た
歴
史
的
意
義
も
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。

二
、「
小
野
篁
」
と
『
聊
斎
志
異
』
と
の
対
訳

一
八
八
九
年
九
月
一
日
に
、
吉
岡
書
籍
店
創
業
の
吉
岡
哲
太
郎
は
依
田
学
海
を
訪
ね
て
、『
新
著
百
種
』
の
た
め
の
文
章
を
依
頼
し
た）

（（
（

。
同
年

十
二
月
十
五
日
、「
小
野
篁
」
が
完
成
し）

（1
（

、
翌
年
の
二
月
、『
新
著
百
種
』
第
八
号
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
間
も
な

く
、
森
鴎
外
は
一
八
九
〇
年
二
月
二
十
七
日
に
『
読
売
新
聞
』
で
次
の
文
章
を
発
表
し
て
、『
聊
斎
志
異
』
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た
。

聊
斎
志
異
の
翻
訳
は
此
頃
ち
ら
ほ
ら
と
世
に
出
づ
る
な
か
に
或
は
文
章
の
観
る
べ
き
も
あ
り
て
翻
訳
と
断
り
た
る
限
り
は
随
分
面
白
き
こ

と
な
る
が
既
に
三
昧
道
人
の
仙
人
巖
掘
鑿
と
い
ふ
も
の
な
り
て
都
の
花
に
出
で
た
る
も
お
か
し
か
ら
ず
思
ひ
し
に
又
々
新
著
百
種
に
て
（
善

く
聞
き
玉
へ
）

─
新
著
百
種
に
て
依
田
百
川
先
生
の
小
野
篁
と
い
ふ
は
例
の
聊
斎
志
異
な
り
小
野
篁
と
い
ふ
名
字
が
つ
き
し
の
み
に
て
趣

向
は
毫
釐
も
差
は
ず
桂
府
蓮
花
の
一
聯
さ
へ
其
儘
に
出
で
た
り
文
章
は
頗
典
雅
な
れ
ど
新
著
百
種
の
面
目
に
は
い
か
ヾ
に
や
と
者
は
釈
汚
然

と
申
す
も
の
な
り）

（1
（

。

こ
の
作
品
を
『
聊
斎
志
異
』
と
関
連
し
て
論
じ
た
の
は
、
管
見
の
限
り
、
森
鴎
外
の
こ
の
発
言
が
最
初
で
あ
る
。
学
海
の
「
小
野
篁
」
は
『
聊

斎
志
異
』
の
「
蓮
花
公
主
」
と
趣
向
が
一
致
し
て
お
り
、
桂
府
蓮
花
の
対
聯
の
よ
う
な
細
部
ま
で
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
で
、
文
章
は
典
雅
で
あ
る

が
、「
新
著
」
と
は
言
え
な
い
と
森
鴎
外
は
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
、「
小
野
篁
」
は
三
昧
道
人
の
「
仙
人
巖
掘
鑿
」
と
同
じ
よ
う
に
、『
聊
斎

志
異
』
の
翻
訳
作
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
ら
か
じ
め
読
者
に
断
わ
っ
て
い
な
い
と
言
う
点
に
は
、
鴎
外
の
批
判
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
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の
ち
に
、
森
鴎
外
は
『
月
草
』（
春
陽
堂　

一
八
九
六
年
十
二
月
）
で
「
小
野
篁
に
就
き
て
」
に
改
題
し
て
こ
の
評
論
を
改
め
て
発
表
し
た）

（1
（

。

原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

聊
斎
志
異
な
ど
訳
せ
む
こ
と
、
文
章
め
で
た
く
ば
、
頗
興
あ
る
べ
し
。
さ
れ
ど
か
か
る
著
に
は
そ
の
翻
訳
な
る
を
こ
と
わ
る
か
た
宜
か
ら

む
。
三
昧
道
人
は
さ
き
に
都
の
花
に
仙
人
巖
掘
鑿
と
い
ふ
も
の
を
出
し
し
を
見
し
が
、
今
又
此
訳
あ
り
。
趣
向
は
原
作
の
ま
ま
に
て
、
桂
府

蓮
花
の
一
聯
さ
へ
あ
り
。
其
文
は
頗
高
雅
な
れ
ど
新
著
百
種
と
い
ふ
も
の
の
趣
意
に
は
適
へ
り
や
あ
ら
ず
や）

（1
（

。

こ
の
論
説
で
は
表
現
が
婉
曲
的
に
な
っ
て
い
る
が
、「
小
野
篁
」
が
「
蓮
花
公
主
」
の
翻
訳
作
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
前
掲
引
用
と
変
わ
ら
な

い
。さ

て
、「
小
野
篁
」
と
い
う
作
品
は
ど
の
よ
う
な
物
語
構
成
を
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
梗
概
を
箇
条
書
き
の
型
で
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に

な
る
。

①　

秋
の
あ
る
日
、
小
野
篁
が
家
に
白
楽
天
の
詩
を
詠
唱
し
て
い
た
。
昼
寝
を
し
よ
う
と
す
る
時
、
褐
色
の
仮
衣
を
着
て
い
る
人
が
現
れ
、
小

野
篁
を
連
れ
て
幾
町
か
を
通
り
抜
け
て
い
き
、
大
厦
高
楼
の
別
世
界
に
案
内
す
る
。

②　

往
来
し
て
い
る
者
は
み
ん
な
褐
色
仮
衣
の
人
に
小
野
篁
の
到
来
を
確
認
す
る
。
出
迎
え
の
人
が
出
て
来
て
、
小
野
篁
と
挨
拶
し
た
。
そ
の

後
、
五
衣
に
緋
袴
を
着
て
い
た
人
が
檜
扇
を
か
ざ
し
て
現
れ
、
小
野
篁
を
君
王
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
い
っ
た
。

③　

君
王
と
あ
っ
た
小
野
篁
は
、「
桂
府
」
へ
の
招
待
を
受
け
た
。
宴
会
の
さ
な
か
、
君
王
が
「
才
人
登
桂
府
」
の
対
句
を
求
め
、
小
野
篁
が

「
君
子
愛
蓮
花
」
の
一
聯
を
提
示
す
る
。
そ
の
最
中
、
蓮
花
公
主
が
姿
を
現
す
。

④　

蓮
花
の
美
貌
に
ひ
か
れ
た
小
野
篁
は
、
君
王
が
縁
組
を
暗
示
し
た
の
に
気
づ
か
ぬ
ま
ま
家
に
帰
り
着
い
た
。
悔
し
い
気
持
ち
を
抱
え
、
幾

日
を
過
ご
し
た
。
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⑤　

あ
る
夜
、
学
生
と
枕
を
並
べ
て
寝
て
い
る
と
、
そ
の
褐
色
の
仮
衣
を
着
て
い
る
人
が
ま
た
現
れ
、
小
野
篁
を
再
び
桂
府
に
連
れ
て
行
っ

た
。
そ
こ
で
、
小
野
篁
と
蓮
花
公
主
と
は
縁
を
結
ん
だ
。

⑥　

蓮
花
公
主
と
新
婚
の
夜
を
過
ご
し
た
翌
朝
、
宮
殿
が
妖
蟒
に
襲
わ
れ
廃
墟
と
な
っ
た
。
君
王
の
望
み
に
応
じ
て
、
小
野
篁
は
蓮
花
公
主
を

自
分
の
家
に
連
れ
帰
っ
た
。
公
主
は
父
母
や
、
宮
殿
の
人
々
み
ん
な
を
連
れ
て
く
る
と
述
べ
た
が
、
小
野
篁
は
断
っ
た
。
公
主
を
慰
め
な

い
ま
ま
目
を
覚
ま
し
た
ら
、
耳
元
に
蜂
の
鳴
き
音
が
す
る
。
怪
し
い
と
思
っ
て
、
共
に
い
る
学
生
と
話
し
て
い
る
と
、
蜂
の
姿
も
目
に
し

た
。

⑦　

学
生
の
話
に
応
じ
て
、
蜂
の
た
め
に
巣
を
作
っ
て
や
る
と
、
群
れ
の
蜂
が
垣
の
外
面
よ
り
集
ま
っ
て
き
た
。
蜂
た
ち
が
や
っ
て
く
る
方
を

尋
ね
る
と
、
隣
の
翁
の
畑
に
古
い
蜂
の
巣
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

⑧　

巣
を
取
っ
て
、
壁
を
毀
す
と
、
中
に
長
い
蛇
が
い
た
。
そ
こ
で
、
蛇
を
殺
し
て
捨
て
た
。

森
鴎
外
の
言
う
よ
う
に
、
作
品
の
中
に
は
桂
府
蓮
花
の
挿
話
も
出
て
く
る
。「
小
野
篁
」
が
「
蓮
花
公
主
」
を
典
拠
に
仰
い
だ
こ
と
は
確
か
で

あ
る
が
、
翻
訳
・
翻
案
と
し
て
の
性
格
、
並
び
に
独
自
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

「
小
野
篁
」
と
同
時
代
に
、
森
鴎
外
の
妹
で
あ
る
小
金
井
き
み
子
は
『
聊
斎
志
異
』
の
「
画
皮
」
を
翻
訳
し
、「
皮
一
重
」
と
題
に
し
て
発
表
し

て
い
る
。
こ
の
作
品
が
依
田
学
海
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
後
に
ま
た
触
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
、「
皮

一
重
」
の
作
品
の
様
相
を
把
握
し
て
み
た
い
。

藤
田
祐
賢
は）

（1
（

、「『
皮
一
重
』
も
（『
浴
泉
記
』
と
）
同
じ
よ
う
な
美
し
い
擬
古
文
風
の
ス
タ
イ
ル
で
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
き
み
子
の
訳
は

原
文
に
忠
実
な
訳
で
は
な
く
、
か
な
り
潤
色
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
訳
の
『
皮
一
重
』
が
、
志
異
の
物
語
と
し
て
世
間

の
眼
に
触
れ
た
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
こ
の
二
つ
の
物
語
の
妻
に
共
通
し
た
、
夫
を
思
う
強
い
愛
情
の
美
し
さ
に
、
き
み
子
は
心
を

ひ
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
述
べ
て
い
た
。
後
に
、
き
み
子
の
「
皮
一
重
」
を
翻
訳
で
は
な
く
、
翻
案
と
改
め
て
認
識
し
て
い
る
。
ま

た
、
前
掲
引
用
の
鴎
外
の
発
言
で
言
及
の
あ
る
、
宮
崎
三
昧
の
「
仙
人
巖
掘
鑿
」
と
依
田
学
海
の
「
小
野
篁
」
に
も
触
れ
て
、
翻
案
と
と
ら
え
て
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い
る）

（1
（

。
翁
蘇
倩
卿
は
、「
小
金
井
き
み
子
女
史
翻
訳
の
「
皮
一
重
」
も
雅
文
調
の
文
語
体
で
、
王
朝
時
代
の
背
景
に
写
し
か
え
ら
れ
た
た
め
、
妖
怪
変

化
の
物
凄
さ
も
、
ま
た
道
士
が
法
術
を
つ
く
し
て
獰
鬼
を
制
伏
す
る
あ
た
り
の
不
可
思
議
も
、
ロ
ー
マ
ン
的
な
王
朝
文
学
調
で
は
原
文
の
迫
真
力

が
そ
が
れ
て
し
ま
う
結
果
を
招
い
た
。
こ
の
ま
だ
る
っ
こ
い
手
法
は
、
な
に
か
時
代
錯
誤
的
な
舞
台
劇
を
観
て
い
る
よ
う
な
感
じ
を
読
者
に
与
え

る
だ
け
で
あ
る）

（1
（

。」
と
し
た
。
後
に
、
小
田
桐
弘
子
は
、「
皮
一
重
」
と
「
画
皮
」
と
を
対
訳
の
形
で
掲
げ
、
原
作
に
対
す
る
潤
色
・
加
工
を
詳
細

に
検
討
し
た
。
分
析
を
通
じ
て
、
小
田
桐
は
両
作
品
の
異
な
り
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、「
皮
一
重
」
を
「
一
層
濃
厚
に
、
典
型
的
な
、
夫
を
想

う
妻
の
愛
の
物
語
と
し
て
再
構
成
し
て
い
る）

（1
（

」
作
品
と
述
べ
、
藤
田
祐
賢
の
意
見
を
追
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
翁
蘇
倩
卿
が
指
摘
し
た
翻
訳
の
限

界
も
比
較
検
討
を
通
じ
て
明
示
し
て
い
る
。

本
稿
も
、
小
田
桐
弘
子
の
方
法
に
倣
い
、「
小
野
篁
」
と
『
聊
斎
志
異
』
と
の
二
つ
の
作
品
を
対
訳
の
型
で
掲
げ
、
詳
し
く
比
較
検
討
す
る
こ

と
で
「
小
野
篁
」
の
特
質
を
探
り
た
い
と
思
う
。
同
時
に
分
析
に
よ
っ
て
、「
皮
一
重
」
と
「
小
野
篁
」
と
の
類
似
性
に
も
迫
り
た
い
。 

ま
ず
は
、
依
田
学
海
が
読
ん
だ
『
聊
斎
志
異
』
の
版
本
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
依
田
学
海
の
日
記
で
あ
る
『
学
海
日
録
』
と
『
墨
水

別
墅
雑
録
』
を
参
照
す
る
と
、
明
治
一
六
年
七
月
一
八
日
の
日
記
に
、「
評
本
聊
斎
志
異
十
六
巻
を
得
た
り
。
但
雲
湖
の
評
に
か
か
る
道
光
二
十

二
年
の
序
あ
り）

11
（

」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
学
海
の
日
記
に
お
け
る
『
聊
斎
志
異
』
関
係
記
録
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
南
葵
文
庫
所
蔵

学
海
遺
書
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
学
海
所
蔵
の
『
聊
斎
志
異
』
は
道
光
二
十
二
年
刊
行
さ
れ
た
呂
湛
恩
の
註
釋
、
及
び
但
明
倫
の
新
評
が
付
い
て
い

る
『
聊
斎
志
異
新
評
』
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
南
葵
文
庫
所
蔵
『
聊
斎
志
異
新
評
』
の
中
に
は
、
傍
点
、
句
読
点
が
加
え
ら
れ
、
難
解
語
彙

の
解
釈
も
書
か
れ
て
お
り
、
依
田
学
海
の
精
読
ぶ
り
が
わ
か
る
。
細
部
ま
で
検
討
す
る
た
め
、「
小
野
篁
」
と
「
蓮
花
公
主
」
の
原
文
を
対
訳
の

形
で
【
資
料
】
と
し
て
掲
げ
て
お
い
た
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
た
だ
し
、
学
海
の
受
容
の
仕
方
に
よ
り
、
完
全
な
対
訳
に
な
っ

て
い
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。「
蓮
花
公
主
」
の
本
文
は
、
南
葵
文
庫
の
依
田
学
海
蔵
本
『
聊
斎
志
異
新
評
』
に
よ
る
。
ま
た
、「
小
野
篁
」
は

一
八
九
○
年
の
二
月
に
発
刊
さ
れ
た
『
新
著
百
種
』
第
八
号
の
本
文
を
底
本
に
し
て
い
る
。
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三
、「
小
野
篁
」
と
「
蓮
花
公
主
」
と
の
比
較

両
作
品
を
読
み
合
わ
せ
る
と
、
主
人
公
の
名
前
は
変
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
ス
ト
ー
リ
ー
面
で
は
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
細
部
に
関
し
て
は
、
依
田
学
海
の
独
自
な
創
意
が
窺
え
る
。
以
下
具
体
的
に
分
析
し
て
い
く
。

先
述
の
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、『
聊
斎
志
異
』
は
「
た
ま
に
瑣
聞
を
記
し
て
も
多
く
は
簡
潔
で
あ
る
」。
表
現
の

簡
潔
さ
は
『
聊
斎
志
異
』
の
特
色
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
叙
事
法
は
、
小
田
桐
弘
子
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
通
常
「
ど
こ
の
だ
れ

が
何
を
す
る
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
わ
ず
か
な
文
字
数
で
、
物
語
の
最
初
に
主
人
公
の
紹
介
を
行
う
。「
蓮
花
公
主
」
も
そ
の
形
を
取
っ
て
い

て
、
⑴
「
膠
州
竇
旭 

字
曉
暉 
方
晝
寢 

見
一
褐
衣
人
立
榻
前
」（
膠
州
の
竇
旭
は
、
字
を
曉
暉
と
す
る
。
昼
寝
を
し
よ
う
と
す
る
時
、
榻
の
前

に
、
褐
色
着
の
人
が
現
れ
た
）
と
い
う
ふ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
学
海
の
作
品
の
題
名
で
あ
る
小
野
篁
は
、
平
安
前
期
の
官
人
・
学
者
・

歌
人
で
あ
り
、
博
学
で
詩
文
に
長
じ
、
天
才
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
嵯
峨
天
皇
が
小
野
篁
の
詩
才
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
小
野
篁
が
白
楽
天

と
同
じ
よ
う
な
詩
文
を
作
っ
た
と
い
う
逸
話
は
古
く
か
ら
流
伝
し
て
き
た）

1（
（

。
そ
の
た
め
、
学
海
の
作
品
で
は
、『
聊
斎
志
異
』
の
叙
事
法
を
受
け

な
が
ら
、「
小
野
篁
」
の
「
英
才
」
が
あ
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
表
現
す
る
た
め
に
、
小
野
篁
に
関
す
る
説
話
を
巧
妙
に
活
か
し
て
、
白
楽
天
の
詩

な
ど
を
吟
味
す
る
優
雅
な
文
人
の
姿
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
原
作
に
は
、
季
節
に
関
す
る
情
報
は
一
切
な
い
が
、
学
海
の
「
訳
文
」
に
は
、
B
「
折
し
も
秋
の
半
に
て
。
紅
葉
の
庭
に
散
り
た
る

も
。
流
石
に
見
と
こ
ろ
無
に
あ
ら
ず
。」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
秋
の
季
語
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
紅
葉
も
登
場
さ
せ
、
詩
の
吟
味
の
傍

ら
、
紅
葉
を
味
わ
っ
て
い
る
風
流
な
主
人
公
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
い
か
に
も
趣
あ
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
季
節
を
特
定
す
る
傾
向
は
、
小

金
井
き
み
子
の
「
皮
一
重
」
に
も
あ
り
、
両
作
と
も
秋
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

A
「
い
ま
た
官
道
に
進
ま
さ
り
し
頃
」
の
一
句
は
、
一
見
無
用
に
見
え
る
が
、
実
は
後
段
の
伏
線
と
し
て
重
要
な
設
定
で
あ
る
。
ま
だ
若
い
書

生
だ
か
ら
こ
そ
、
好
奇
心
旺
盛
で
、
浅
は
か
な
言
動
を
取
っ
た
り
、
一
目
ぼ
れ
し
た
り
す
る
こ
と
に
も
違
和
感
が
な
い
。
こ
れ
は
主
人
公
の
入
れ
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変
え
た
こ
と
に
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
工
夫
で
あ
る
と
言
え
る
。

⑵
「
逡
巡
惶
顧 

似
欲
有
言　

生
問
之
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
学
海
は
C
「
お
事
は
い
か
な
る
人
に
お
は
す
」
と
い
う
内
容
を
添
え
、
原
作
に

な
い
主
人
公
の
疑
問
を
対
話
で
具
体
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
く
部
分
で
、
学
海
は
「
謹
て
答
ふ
る
」
と
敬
語
を
用
い
、
相
手
の
小

野
篁
に
対
す
る
尊
敬
ぶ
り
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
小
さ
な
加
筆
に
よ
っ
て
、
褐
色
着
の
人
物
の
礼
儀
正
し
さ
を
表
し
、
君
主
の
使
者
で
あ
る
身
分

に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

学
海
は
原
作
に
あ
る
⑶
「
相
公
何
人 

曰 

近
在
鄰
境
」
の
対
話
部
分
を
削
除
し
、
代
り
に
D
「
篁
も
と
よ
り
奇
を
好
め
は
」
と
い
う
ふ
う
に
小

野
篁
の
内
面
を
叙
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
好
奇
心
に
よ
っ
て
、
異
議
な
く
使
者
に
従
う
小
野
篁
が
見
た
大
厦
高
楼
に
つ
い
て
、
学
海
は
「
見
る

ほ
と
に
。
常
に
は
見
え
ぬ
」
と
潤
色
し
、
異
世
界
の
で
き
ご
と
と
い
う
先
の
展
開
を
暗
示
し
て
い
る
。

⑷
「
又
見
宮
人
女
官 

往
來
甚
夥
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
学
海
は
訳
文
で
、「
衣
冠
」、「
衣
装
」
ま
で
丁
寧
に
描
写
し
て
、
原
作
よ
り
、
異
世
界

を
詳
細
に
描
き
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
一
層
醸
し
出
し
て
い
る
。
E
「
見
る
ほ
と
に
。
常
に
は
見
え
ぬ
大
厦
高
樓
あ
り
」、
F
「
此
世
の
う
ち
そ

と
は
覚
え
ぬ
は
か
り
な
り
き
」
の
後
に
、
G
「
何
と
も
得
し
ら
ぬ
い
と
麗
は
し
き
衣
裝
を
着
た
る
も
の
あ
り
」
が
続
き
、
傍
線
部
分
の
「
何
と
も

得
し
ら
ぬ
」
の
表
現
を
通
じ
て
、
不
思
議
さ
に
打
た
れ
る
篁
の
心
情
を
表
現
し
た
上
で
、
読
者
の
好
奇
心
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る
。

⑸
「
生
益
駭 

問 

王
何
人
」
の
簡
潔
さ
に
比
べ
て
、
学
海
の
表
現
は
、
篁
の
驚
き
ぶ
り
を
表
現
す
る
た
め
、
H
「
君
王
と
し
も
の
玉
ふ
は
。
い

か
な
る
君
に
在
し
ま
す
。
吾
大
君
の
外
に
は
。
さ
る
人
あ
ら
し
と
思
ひ
し
に
。」
と
い
う
創
作
的
な
対
話
部
分
を
加
え
、
一
層
効
果
を
あ
げ
て
い

る
。⑹

「
以
雙
旌
導
生
行
」
の
「
雙
旌
」
は
、「
旗
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
学
海
作
で
は
、「
檜
扇
」
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
原
作
の
「
女
官
」

以
外
に
、
I
「
五
衣
に
緋
袴
着
た
る
」
人
も
登
場
さ
せ
、
物
語
の
舞
台
を
王
朝
風
に
し
て
い
る
。
続
く
、
⑺
「
見
殿
上
一
王
者 

見
生
人 

降
階
而

迎 

執
賓
主
禮　

禮
已 

踐
席 

列
筵
豐
盛
」
に
対
応
す
る
部
分
は
、
な
か
な
か
興
味
深
い
。
ま
ず
は
王
の
衣
装
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。
王
様
は
J

「
龍
鳳
の
袍
を
召
し
て
。
珠
玉
の
冠
を
戴
き
た
る
」
者
で
、
明
ら
か
に
中
国
古
代
皇
帝
の
姿
で
あ
る
。
学
海
作
に
あ
る
王
の
K
「
貴
客
よ
く
こ
そ
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問
は
せ
給
ひ
た
れ
。
か
ね
て
才
學
聲
望
は
世
に
隠
れ
無
き
を
も
て
寡
人
窃
に
景
慕
に
堪
へ
ず
。
斯
る
陋
境
な
れ
は
。
も
て
な
し
奉
る
者
な
け
れ
と

も
聊
一
杯
の
水
酒
を
召
さ
れ
候
へ
」
と
い
う
あ
い
さ
つ
も
原
作
に
は
な
い
が
、
中
国
皇
帝
の
姿
を
し
て
い
る
人
物
に
ふ
さ
わ
し
い
話
し
方
を
し
て

い
る
の
で
、
こ
の
創
作
的
な
漢
文
調
の
表
現
に
も
ほ
と
ん
ど
違
和
感
が
な
い
。
こ
こ
に
は
、
学
海
の
漢
文
素
養
の
深
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
同

時
に
、
平
安
朝
の
舞
台
に
お
け
る
現
実
世
界
と
区
別
で
き
る
異
世
界
の
表
現
に
な
り
え
て
い
る
。

⑻
「
列
筵
豐
盛
」
の
一
句
に
対
し
て
は
、
学
海
は
自
由
訳
の
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。
原
作
は
極
め
て
短
く
て
、
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
学
海
訳
は
宴
会
場
の
状
況
、
並
び
に
篁
の
L
「
そ
の
味
え
も
言
は
れ
ず
」
と
い
う
心
情
ま
で
細
か
く
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
潤
色
は
、
作

品
の
最
初
に
あ
る
好
奇
心
旺
盛
と
い
う
人
物
設
定
と
対
応
し
て
い
る
。

⑼
「
仰
視
上
一
扁
曰 

桂
府
」
に
つ
い
て
は
、
学
海
は
、
M
「
し
は
ら
く
し
首
を
擧
て
殿
上
の
扁
額
を
み
る
に
。
雲
篆
を
も
て
。
桂
府
の
二
字

を
記
し
た
り
。」
と
訳
し
て
、
道
教
の
仙
界
符
圖
で
あ
る
「
雲
篆）

11
（

」
を
用
い
、
王
が
人
間
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
学
海
が

中
国
古
典
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

続
く
⑽
「
酒
數
行 

笙
歌
作
於
下 

鉦
鼓
不
鳴 
音
聲
幽
細
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
原
作
で
は
、「
冩
笙
歌
亦
雅
切
蜂
」
と
い
う
但
雲
湖
の
評
が

あ
る
よ
う
に
、
伏
線
の
意
味
を
持
っ
て
い
る）

11
（

。
学
海
作
は
但
雲
湖
の
評
を
略
し
て
い
る
が
、
N
「
唯
絲
竹
の
響
の
み
」
と
強
調
す
る
こ
と
で
、
続

く
蜂
の
登
場
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
く
部
分
で
は
、
O
「
こ
は
珍
し
き
音
楽
な
る
か
な
。
と
思
と
も
。
問
ひ
奉
ら
ん
も
さ
す
か
に
て
。

暫
く
耳
を
傾
け
て
聴
居
た
り
。」
と
い
う
ふ
う
に
、
篁
の
様
子
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
作
よ
り
細
か
な
描
写
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

学
海
が
言
葉
を
惜
し
ま
ず
に
篁
の
内
面
を
細
か
く
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
原
文
と
異
な
る
一
つ
の
特
色
と
い
え
る
。

⑾
「
移
時
佩
環
聲
近 

蘭
麝
香
濃 

則
公
主
至
矣
」
の
あ
た
り
ま
で
は
直
訳
的
で
あ
り
、
忠
実
に
原
作
の
内
容
を
伝
え
て
い
る
。
次
に
あ
る
⑿

「
年
十
六
七 

妙
好
無
雙
」
の
部
分
で
は
、
学
海
は
言
葉
を
尽
く
し
て
公
主
の
美
し
さ
を
描
き
、
篁
の
目
を
借
り
て
、
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
。
P

「
眉
の
韵
は
新
月
の
雲
間
を
出
る
に
異
な
ら
す
。」
と
の
よ
う
に
、
中
国
の
古
典
に
詳
し
い
学
海
は
古
代
詩
人
が
詩
歌
で
詠
ん
で
い
た
理
想
的
な
美

人
を
登
場
さ
せ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
、
具
体
的
な
人
物
像
を
描
い
て
い
る
点
は
、
原
作
の
簡
潔
さ
に
比
べ
て
情
調
豊
か
と
言
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え
、
主
人
公
の
心
理
に
対
す
る
関
心
の
現
わ
れ
と
も
評
価
で
き
る
。
そ
し
て
、「
眼
を
斜
に
し
て
こ
れ
を
見
る
」
と
い
う
加
筆
は
若
い
小
野
篁
の

人
物
像
を
生
き
生
き
と
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
個
的
心
情
へ
の
関
心
は
学
海
作
の
優
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

主
人
公
と
王
様
と
の
別
れ
の
部
分
は
、
学
海
訳
で
は
か
な
り
省
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
か
わ
り
、
Q
「
夕
日
の
影
は
庭
の
木
の
間
に
漏
れ
て
紅

の
光
を
と
ゝ
め
寒
鴉
の
聲
は
落
葉
の
音
に
ま
し
り
て
林
の
あ
な
た
に
聞
ゆ
」
と
情
景
描
写
を
加
え
、
篁
の
名
残
惜
し
い
気
持
ち
を
際
立
た
せ
て
い

る
。
創
作
さ
れ
た
文
に
は
一
層
風
韻
が
あ
っ
て
、
具
体
的
に
篁
の
寂
し
さ
が
巧
み
に
表
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
学
海
は
、
寝
台
を
と
も
に
し
て
寝
る
人
を
原
作
の
⒀
「
友
人
」
か
ら
R
「
親
し
き
學
生
」
に
変
え
る
工
夫
を
し
て
い
る
。
こ
れ
も
名
高

い
才
子
で
あ
る
と
い
う
篁
の
人
物
設
定
に
合
わ
せ
る
た
め
の
入
れ
替
え
で
あ
ろ
う
。

宴
席
場
面
は
、
学
海
作
の
ほ
う
が
周
り
の
人
の
服
装
ま
で
描
い
て
お
り
、
よ
り
盛
大
で
、
に
ぎ
や
か
な
印
象
を
与
え
る
。
た
だ
し
、
婚
礼
の
場

面
で
は
、
学
海
作
は
い
く
つ
か
の
描
写
を
省
略
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
中
の
風
俗
の
相
違
か
ら
の
措
置
で
あ
ろ
う
が
、
⒁
「
窮
極
芳
膩
」
も
訳
し

て
い
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
原
作
に
は
、「
窮
極
芳
膩
」
の
と
こ
ろ
に
、
但
雲
湖
の
「
確
是
蜂
房
」（
確
か
に
蜂
房
で
あ
る
）
と
い
う
評
が

あ
っ
て
、
こ
の
一
句
の
伏
線
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
学
海
は
そ
の
伏
線
を
省
略
し
て
、「
洞
房
」
の
状
況
描
写
の
か
わ
り
に
、
S

「
然
る
程
に
篁
は
思
い
も
懸
け
ず
国
王
の
婿
と
な
る
の
み
か
、
世
に
も
希
な
る
美
人
を
娶
り
て
そ
の
喜
は
大
方
な
ら
ず
。
洞
房
暖
か
に
芳
ば
し

く
、
世
は
秋
な
が
ら
春
霞
引
き
わ
た
し
た
る
天
上
の
娯
楽
も
此
上
あ
ら
じ
と
思
い
た
る
。」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
篁
の
内
面
描
写
に
重
き
を

置
い
た
。
雅
や
か
な
言
葉
づ
か
い
を
用
い
た
加
筆
に
よ
っ
て
、
若
い
主
人
公
の
風
流
な
人
物
像
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

⒂
「
詰
旦
方
起 

戲
為
公
主
勻
鉛
黃
」
の
訳
文
は
、
情
景
描
写
か
ら
始
ま
り
、
原
作
よ
り
一
層
趣
を
添
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
学
海
は
漢
文
の

素
養
を
い
か
し
て
、
T
「
人
は
自
ら
己
が
妻
の
眉
を
描
く
」
典
故）

11
（

も
用
い
、
篁
と
蓮
花
公
主
と
の
仲
睦
ま
じ
い
と
こ
ろ
を
表
現
し
た
。

⒃
「
公
主
笑
問　

君
顚
耶
」
の
「
顚
」
と
い
う
言
葉
は
「
狂
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
学
海
は
直
訳
で
は
な
く
、
U
「
御
身
は
何
の
戯
を

し
給
ふ
」
と
い
う
ふ
う
に
、
優
雅
な
文
辞
で
訳
し
て
い
る
。
公
主
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
高
雅
な
言
葉
づ
か
い
で
、
公
主
と
篁
と
の
愛
情
あ
ふ
れ

る
日
常
が
十
分
に
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
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次
の
宮
女
が
走
っ
て
き
た
場
面
の
訳
文
は
、
原
作
よ
り
繊
細
に
記
述
さ
れ
る
一
方
、
対
話
は
圧
縮
さ
れ
て
い
る
。
宮
女
の
立
場
を
考
え
れ
ば
、

思
い
を
一
気
に
は
っ
き
り
し
て
口
に
出
す
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
学
海
の
処
置
は
場
の
緊
張
感
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
原
作
に
な
い
公

主
の
反
応
ま
で
書
き
添
え
、
臨
場
感
を
出
し
て
い
る
。

続
く
⒄
「
慚
無
金
屋
」
の
部
分
ま
で
、
学
海
は
直
訳
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
慚
無
金
屋
」
は
「
金
屋
の
阿
嬌
」
の
典
故）

11
（

を
踏

ま
え
て
い
る
た
め
、
な
か
な
か
訳
が
難
し
い
部
分
で
あ
る
。
学
海
が
「
金
屋
」
を
「
玉
楼
大
厦
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
違
っ
て

い
る
が
、「
大
き
な
家
が
な
い
」
と
い
う
原
文
の
意
味
を
伝
え
て
お
り
、
妥
当
な
選
択
と
言
え
る
。

結
末
の
部
分
に
つ
い
て
、
原
作
は
、
⒅
「
發
其
壁 

則
蛇
據
其
中　

長
丈
許 

捉
而
殺
之　

乃
知
巨
蟒
即
此
物
也 

蜂
入
生
家 

滋
息
更
盛
」
と
な
っ

て
お
り
、
叙
事
的
で
、
因
果
応
報
の
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
学
海
は
V
「
か
の
姫
君
の
御
腰
の
細
か
り
し
も
。
ま
た
か
の
音
樂

の
い
と
微
か
な
り
し
も
。」
と
い
う
部
分
を
加
え
る
こ
と
で
、「
風
韻
あ
り
て
余
情
永
く
読
者
の
感
を
惹
く）

11
（

」
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
原
作
の
枠
か

ら
脱
し
た
優
美
で
抒
情
的
な
情
緒
が
溢
れ
る
締
め
く
く
り
と
言
え
よ
う
。

以
上
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
学
海
の
「
小
野
篁
」
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
ほ
と
ん
ど
『
聊
斎
志
異
』
の
「
蓮
花
公
主
」
を
踏
襲
し
て
お
り
、
森

鴎
外
が
指
摘
し
た
通
り
、「
新
著
」
と
い
う
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
主
人
公
や
舞
台
の
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
藤
田
祐
賢
が

「『
聊
斎
志
異
』
在
日
本
（
追
補
與
訂
正）

11
（

）」
で
指
摘
し
た
通
り
、
翻
訳
よ
り
は
翻
案
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。
学
海
は
原
作
に
対
し
て
、
加
筆
・

削
除
・
改
変
な
ど
の
手
入
れ
を
し
て
、
原
作
の
記
述
的
筆
調
よ
り
、
小
説
的
な
要
素
を
強
め
た
。
そ
の
翻
案
の
特
色
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
る
。

第
一
に
、「
小
野
篁
」
は
、
難
解
な
中
国
古
代
風
俗
や
習
慣
に
関
す
る
表
現
の
一
部
を
、
そ
れ
に
近
い
日
本
の
も
の
に
改
変
し
な
が
ら
も
、
な

お
直
訳
的
な
部
分
が
相
当
の
比
重
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
直
訳
の
部
分
は
、
原
作
の
面
白
さ
（
趣
向）

11
（

）
を
忠
実
に
再
現
し
て
い
る
と
同
時
に
、
漢

文
学
の
素
養
を
備
え
て
い
る
学
海
が
中
国
の
古
典
に
つ
い
て
も
的
確
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

第
二
に
、
学
海
は
、
作
品
で
、
小
野
篁
に
関
連
す
る
複
数
の
資
料
を
併
用
し
、
日
中
の
伝
統
を
巧
み
に
折
衷
し
て
独
自
性
を
出
そ
う
と
し
て
い
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た
。『
江
談
抄
』、『
今
昔
物
語
集
』
並
び
に
『
三
国
伝
記
』
は
、
篁
が
炎
魔
宮
の
冥
官
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
篁
が
異
界
の
人
と
接
す
る
「
篁

説
話
」
は
、
古
く
か
ら
あ
る
。「
小
野
篁
」
は
「
蓮
花
公
主
」
の
翻
案
作
と
し
て
、
中
国
の
怪
異
小
説
と
日
本
の
伝
統
と
を
折
衷
し
て
、
独
自
性

を
出
そ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
実
世
界
に
対
し
て
、
学
海
は
篁
の
た
め
に
、
濃
厚
な
「
中
国
」
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
異
世
界
を
作
っ
た
。

「
麗
し
い
衣
装
」
を
着
て
い
る
人
が
往
来
し
て
い
る
「
大
厦
高
楼
」、「
雲
篆
」
で
書
い
た
扁
額
、
並
び
に
「
水
陸
の
珍
羞
を
置
き
列
べ
、
金
銀
の

器
も
て
こ
れ
を
す
す
む
」
宴
席
な
ど
か
ら
は
、
容
易
に
「
西
遊
記
」
の
天
宮
か
竜
宮
か
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
幼
年
時
代
か
ら
中
国
文
学
・

文
化
に
親
し
み
、
漢
詩
文
を
広
く
渉
猟
し
た
学
海
に
と
っ
て
、
作
品
中
の
異
世
界
を
中
国
の
古
典
と
関
連
さ
せ
る
の
は
自
然
な
選
択
で
あ
っ
た
の

は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
に
、
原
作
の
記
述
的
筆
調
に
対
し
て
、
学
海
は
人
物
の
会
話
を
附
け
加
え
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
細
緻
な
描
写
で
登
場
人
物
の
内
面
を

提
示
し
、
小
説
的
な
要
素
を
強
め
て
い
る
。
翻
案
で
あ
り
な
が
ら
、『
聊
斎
志
異
』
の
原
作
か
ら
離
れ
、
主
人
公
が
中
国
風
の
格
好
を
し
て
い
る

君
王
と
会
う
独
自
の
物
語
と
し
て
別
の
趣
向
を
加
え
て
再
構
成
し
た
作
と
も
な
っ
て
い
る
。

『
聊
斎
志
異
』
が
簡
潔
な
古
典
中
国
語
の
文
章
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
学
海
は
細
緻
な
描
写
を
行
い
、
古
典
的
な
雅
語
を

使
っ
て
文
章
を
作
っ
て
い
る
。
学
海
は
原
作
の
架
空
の
人
物
を
日
本
の
歴
史
上
の
人
物
に
変
え
、
舞
台
も
日
本
に
移
し
た
。
さ
ら
に
、
風
雅
な
主

人
公
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
情
緒
の
あ
る
背
景
描
写
を
添
え
、
物
語
風
で
優
美
な
作
品
に
し
た
。
石
橋
忍
月
は
、「
其
文
章
よ
り
す
る
も
、
其
事

実
よ
り
す
る
も
一
個
の
通
俗
竹
取
物
語
を
読
む
が
如
し）

11
（

」
と
指
摘
す
る
。
劇
作
者
で
も
あ
る
学
海
の
人
物
描
写
は
性
格
、
趣
味
ま
で
具
体
的
で
あ

り
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
も
テ
ン
ポ
が
よ
く
、
劇
の
よ
う
に
場
面
ご
と
の
変
化
が
印
象
的
で
あ
る
。
原
作
を
尊
重
し
つ
つ
、
学
海
の
翻
案
作
は
、

情
景
や
心
理
描
写
に
留
意
し
た
も
の
で
、
独
自
の
表
現
空
間
を
作
っ
て
い
る
。
芸
術
性
の
点
で
も
、
原
作
の
叙
事
的
な
書
き
方
に
ま
さ
っ
て
い
る

部
分
も
あ
る
。
日
中
の
古
典
を
新
し
い
方
法
で
書
き
変
え
た
「
小
野
篁
」
が
、
同
時
代
に
お
い
て
持
ち
え
た
意
義
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
触
れ
た

い
。
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四
、「
小
野
篁
」
に
対
す
る
時
代
評

前
述
の
よ
う
に
、「
小
野
篁
」
は
「
蓮
花
公
主
」
の
翻
案
で
あ
り
な
が
ら
、
独
自
の
芸
術
性
を
実
現
し
て
い
る
。
会
話
や
内
面
描
写
な
ど
の
加

筆
に
よ
っ
て
、
叙
事
的
な
筆
調
か
ら
小
説
的
な
色
彩
の
強
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
本
作
を
評
価
し
た
の
は
、
先
述
の
森
鴎
外
の
発
言
だ
け
で
は

な
い
。『
読
売
新
聞
』
で
拜
見
居
士
も
「
小
野
篁
」
に
つ
い
て
批
評
し
、「
皮
一
重
」
と
と
も
に
、『
聊
斎
志
異
』
を
受
容
し
た
も
の
と
指
摘
し
て

い
た
。
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

我
評
素
よ
り
豪
然
と
し
て
評
と
云
ふ
に
た
ら
ず
唯
幾
回
か
読
了
り
て
後
何
と
か
彼
と
か
思
ひ
寄
る
節
と
記
す
の
み
― 

極
め
て
正
直
に
云

へ
ば
作
者
に
動
か
さ
れ
て
我
筆
も
つ
手
の
動
き
其
書
に
感
ぜ
し
め
ら
れ
て
我
心
に
感
ず
る
節
と
書
き
あ
ら
は
す
の
み
（
中
略
）

学
海
先
生
の
小
野
篁
流
石
に
我
等
の
評
と
為
す
能
は
ざ
る
ほ
ど
ス
キ
の
無
き
も
の
文
章
自
在
敬
服
々
々
但
し
聊
斎
志
異
逸
文
と
も
な
す
べ

き
談
話
是
も
近
来
珍
ら
し
く
小
金
井
女
史
の
皮
一
重
と
共
に
読
み
去
り
て
ア
ッ
と
云
は
せ
ら
る
る
も
の
な
り
此
次
は
槐
安
国
の
話
し
其
次
は

蟻
の
熊
野
道
中
記
な
ど
と
簇
々
類
似
者
が
出
来
て
は
驚
く
な
れ
ど
蓋
し
此
篇
は
単
に
先
生
一
流
文
字
の
巧
と
示
さ
れ
た
る
の
み
読
む
も
の
亦

単
に
先
生
の
文
章
と
見
る
べ
き
の
み）

1（
（

こ
こ
で
、
拜
見
居
士
は
「
小
野
篁
」
の
文
章
を
賞
賛
し
な
が
ら
、「
聊
斎
志
異
逸
文
と
も
な
す
べ
き
」
と
い
い
、
両
者
の
関
係
性
を
指
摘
し
て

い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
単
に
先
生
一
流
文
字
の
巧
と
示
さ
れ
た
る
の
み
読
む
も
の
亦
単
に
先
生
の
文
章
と
見
る
べ
き
の
み
」
と
言
う
よ
う

に
、
文
章
に
学
海
の
創
造
性
を
認
め
て
い
た
。
そ
の
点
、
拜
見
居
士
の
発
言
は
森
鴎
外
と
違
っ
て
い
る
。

翻
案
と
は
、
小
説
、
戯
曲
な
ど
に
つ
い
て
、
前
人
の
作
品
の
大
筋
を
ま
ね
、
細
か
い
点
を
変
え
て
作
り
直
す
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
外
国
文

学
を
受
容
す
る
際
、
忠
実
な
翻
訳
だ
け
で
な
く
、
地
名
人
名
を
置
き
換
え
て
筋
を
な
ぞ
る
単
純
な
翻
案
か
ら
、
設
定
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
大
胆
に
変
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え
る
翻
案
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
え
た）

11
（

。
学
海
の
「
小
野
篁
」
は
「
蓮
花
公
主
」
の
お
お
よ
そ
の
筋
、
内
容
を
借
り
、
人
情
、
風

俗
、
地
名
、
人
名
な
ど
に
お
い
て
改
変
を
行
な
っ
た
も
の
で
、
本
稿
で
は
、
本
作
を
翻
案
と
判
断
し
た
い
。
し
か
し
、
拝
見
居
士
と
森
鴎
外
と
の

指
摘
が
同
時
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
明
治
二
○
（
一
八
九
○
）
年
代
の
日
本
に
お
け
る
評
価
は
一
定
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
い
か
が
え
る
。

坪
内
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
の
「
緒
言
」
で
明
治
二
○
年
代
頃
の
日
本
文
壇
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

小
説
と
い
ひ
稗
史
と
だ
に
い
へ
ば
、
い
か
な
る
拙
劣
き
物
語
に
て
も
、
い
か
な
る
鄙
俚
げ
な
る
情
史
に
て
も
、
翻
案
に
て
も
、
翻
訳
に
て

も
、
翻
刻
に
て
も
、
新
著
に
て
も
、
玉
石
を
問
は
ず
、
優
劣
を
選
ば
ず
、
み
な
お
な
じ
さ
ま
に
も
て
は
や
さ
れ
、
世
に
行
は
る
ゝ
は
妙
な
ら

ず
や
。
実
に
小
説
全
盛
の
未
曾
有
の
時
代
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
さ
れ
ば
戯
作
者
と
い
は
る
ゝ
輩
も
極
め
て
小
少
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
お
ほ
か
た

は
皆
翻
案
家
に
し
て
、
作
者
を
も
つ
て
見
る
べ
き
も
の
は
い
ま
だ
一
人
だ
も
あ
ら
ざ
る
な
り）

11
（

。

逍
遥
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
○
年
頃
は
「
小
説
」
全
盛
の
未
曾
有
の
時
代
で
、
翻
案
、
翻
訳
、
翻
刻
、
新
著
の
区
別
が
問
わ
れ
ず
、
善
し
悪
し
も

判
断
さ
れ
な
い
ま
ま
大
量
の
作
品
が
世
に
あ
ら
わ
れ
る
時
代
で
あ
る
。『
浮
雲
』
や
『
舞
姫
』
が
登
場
す
る
前
の
時
期
に
、
逍
遥
が
翻
案
の
流
行

を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

前
掲
拝
見
居
士
の
論
説
は
聊
斎
志
異
の
翻
案
の
流
行
に
触
れ
、
坪
内
逍
遥
の
見
方
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
拝
見
居
士
は
小
金
井

き
み
子
の
「
皮
一
重
」
を
始
め
と
し
て
学
海
の
「
小
野
篁
」
に
類
似
す
る
一
連
の
作
品
を
挙
げ
て
い
る
。

小
金
井
き
み
子
は
森
鴎
外
の
妹
で
、
歌
人
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
翻
訳
作
品
『
浴
泉
記
』
が
石
橋
忍
月
に
激
賞
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
女
流
文
学
者
・
翻
訳
家
と
し
て
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。「
皮
一
重
」
は
き
み
子
が
『
聊
斎
志
異
』
の
「
画
皮
」
を
翻
訳
し
た
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
森
鴎
外
が
「
重
印
蔭
艸
序
」（
一
九
一
一
年）

11
（

） 

で
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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舊
宮
人
。
菊
と
水
。
皮
一
重
。
人
肉
。
此
四
篇
は
支
那
の
小
話
を
譯
せ
る
な
り
。
當
時
學
海
依
田
先
生
な
ど
の
試
み
給
へ
る
を
見
て
、
き

み
子
が
顰
を
傚
ひ
し
に
や）

11
（

。

学
海
の
影
響
を
受
け
、
小
金
井
き
み
子
が
中
国
小
説
の
翻
訳
を
し
た
と
鴎
外
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
証
言
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
よ

う
。
引
用
文
に
あ
る
四
つ
の
翻
訳
作
品
の
中
で
、「
皮
一
重
」
は
唯
一
『
聊
斎
志
異
』
に
よ
る
も
の
で
、
依
田
学
海
の
「
小
野
篁
」
と
同
じ
明
治

二
三
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
両
作
品
と
も
雅
文
調
で
書
か
れ
て
い
て
、
季
節
を
秋
に
設
定
し
、
内
面
描
写
や
情
景
描
写
を
多
く
書
き

加
え
て
い
る
。
直
訳
の
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
に
よ
っ
て
情
緒
豊
か
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
時
に
発
表
さ
れ
た
「
皮
一

重
」
は
「
小
野
篁
」
に
倣
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

「
小
野
篁
」
に
つ
い
て
、
森
鴎
外
、
拝
見
居
士
と
も
表
現
に
つ
い
て
は
賞
讃
し
た
が
、
作
品
の
性
質
を
翻
案
・
翻
訳
と
す
る
か
、
創
作
と
す
る

か
で
は
意
見
を
異
に
し
て
い
た
。
作
品
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
次
の
石
橋
忍
月
の
批
評
は
興
味
深
い
。

學
海
居
士
の
筆
に
成
れ
る
小
野
篁
も
亦
た
新
著
百
種
第
八
號
の
附
録
と
し
て
現
出
せ
り
二
十
ペ
ー
ジ
に
足
ら
ざ
る
短
篇
な
れ
ど
も
小
野
篁

の
夢
物
語
を
惹
て
人
事
に
及
ぼ
し
蜂
の
難
を
避
け
て
他
に
移
る
事
實
を
以
ッ
て
暗
に
其
夢
物
語
に
照
應
せ
し
め
言
外
に
無
窮
雋
永
の
寓
意
あ

る
は
兎
に
角
、
居
士
の
妙
腕
な
り
、
居
士
平
常
の
弊
は
文
字
の
冗
長
な
る
に
在
り
、
然
る
に
本
篇
は
驚
く
べ
き
程
簡
潔
に
し
て
且
つ
健
全
な

る
は
讀
者
を
し
て
二
度
吃
驚
を
起
さ
し
む
べ
し
、
本
篇
は
小
説
に
は
非
す
一
種
の
ミ
テ
ゥ
ス
（
奇
話
）
な
り
、
そ
の
文
章
よ
り
す
る
も
、
其

事
實
よ
り
す
る
も
一
個
の
通
俗
竹
取
物
語
（
若
し
斯
く
の
如
き
も
の
世
に
在
り
と
せ
ば
）
を
讀
む
が
如
し
、
結
末
「
げ
に
〱
か
の
姫
君
の
御

腰
の
細
か
り
し
も
、
ま
た
か
の
音
楽
の
い
と
微
か
な
り
し
も
」
の
文
字
を
以
ッ
て
筆
を
絶
た
れ
し
は
風
韻
あ
り
て
餘
情
永
く
讀
者
の
感
を
惹

く
（
後
略）

11
（

）
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石
橋
忍
月
は
「
無
窮
雋
永
の
寓
意
あ
る
」、「
簡
潔
」、「
健
全
」、「
風
韻
あ
り
て
餘
情
永
く
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
こ
の
作
品
を
激
賞
し
て
い

た
。
学
海
自
身
は
『
学
海
日
録
』
で
、「
小
説
『
小
野
篁
』
な
り
」
と
規
定
し
た
が
、
忍
月
が
「
小
野
篁
」
を
『
竹
取
物
語
』
と
並
べ
て
、「
一
種

の
ミ
テ
ゥ
ス
（
奇
話
）」
と
認
識
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

小
説
は
美
術
的
文
字
た
ら
ざ
る
可
か
ら
す
、「
美
」
の
約
束
を
守
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
、
人
間
生
活
を
写
す
を
以
つ
て
目
的
と
な
さ
ざ
る
可
か

ら
す
、
人
と
運
命
と
の
間
を
規
定
す
る
天
然
な
法
則
を
出
さ
ざ
る
可
か
ら
す
、
動
力
と
反
動
力
と
よ
り
来
れ
る
行
為
を
写
さ
ざ
る
可
か
ら
す

こ
れ
は
忍
月
が
明
治
二
三
年
に
発
表
し
た
「
報
知
異
聞）

11
（

」
の
一
節
で
あ
る
。
小
説
は
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
に
入
る
も
の
で
、「
人
間
生
活
を
写

す
」
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。「
美
術
的
文
字
」
を
も
っ
て
、「
人
情
」
と
「
世
態
」
を
そ
の
ま
ま
模
写
す
る
こ
と
が
小
説
の
要
件
で
あ
る
と
忍
月
は

認
識
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
優
れ
た
小
説
は
次
の
よ
う
な
要
素
を
備
え
る
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
述
べ
て
い
た
。

好
小
説
が
之
を
吟
咏
咀
嚼
し
て
微
妙
雋
永
の
味
あ
る
所
以
は
、
必
竟
美
術
的
の
文
字
た
る
が
故
の
み
、
若
し
小
説
に
し
て
「
美
」
の
約
束
を

守
ら
ず
ん
ば
、
人
間
生
活
を
目
的
と
せ
ず
ん
ば
、
関
係
な
き
人
事
を
附
造
し
て
結
構
の
眩
爛
を
喜
ぶ
と
せ
ば
、
是
れ
小
文
人
の
み
拙
技
の
み）

11
（

石
橋
忍
月
は
こ
こ
で
「
芸
術
」
と
「
世
態
」、「
人
情
」
と
の
関
係
を
論
じ
、
優
れ
た
小
説
と
は
「
世
態
」
の
あ
り
様
を
登
場
人
物
を
通
じ
て
現

出
さ
せ
う
る
、
芸
術
性
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
唱
え
て
、
小
説
の
目
的
は
人
事
を
描
写
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
し

て
い
る
。「
小
説
の
元
素
材
料
は
人
に
在
り
、
小
説
の
目
的
物
は
人
に
在
り
、
小
説
の
趣
向
は
自
然
に
人
物
の
性
よ
り
湧
出
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
石
橋
忍
月
の
文
学
觀
の
中
心
は
人
間
に
置
か
れ
て
い
る
。
以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
人
物
の
周
り
に
あ
る
出
来
事
を

通
じ
て
、
芸
術
的
な
表
現
で
そ
の
人
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
こ
と
が
小
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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坪
内
逍
遥
よ
り
徹
底
し
た
近
代
的
な
小
説
論
を
主
張
し
た
石
橋
忍
月
に
と
っ
て
、「
小
野
篁
」
は
簡
潔
で
、
健
全
で
は
あ
る
が
、「
一
種
の
通
俗

竹
取
物
語）

11
（

」
で
あ
り
、
小
説
と
し
て
は
認
め
が
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
依
田
学
海
の
古
典
素
養
を
肯
定
す
る
一
方
、「
小
野
篁
」
は
古
典
文
学

を
通
俗
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
忍
月
は
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
若
し
斯
く
の
如
き
も
の
世
に
在
り
と
せ
ば
」
の
一
句
に
は
、

現
代
作
品
と
し
て
疑
問
が
残
る
と
い
う
忍
月
の
意
識
が
現
わ
れ
て
い
る
。

明
治
一
八
年
に
、
坪
内
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
を
発
表
し
、
単
な
る
勧
善
懲
悪
の
功
利
主
義
的
な
文
学
を
否
定
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
写
実
主

義
を
提
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
は
芸
術
の
範
疇
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
も
と
も
と
小
説
と
い
う
言
葉
は
、
中
国
に
お

い
て
、
文
字
通
り
小
さ
な
説
、
即
ち
取
る
に
足
り
な
い
つ
ま
ら
な
い
議
論
を
意
味
し
た）

11
（

。
中
国
の
「
小
説
」
概
念
か
ら
影
響
を
受
け
、
街
談
巷
語

の
よ
う
な
、
暇
つ
ぶ
し
の
娯
楽
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
「
小
説
」
は
、
近
代
に
入
り
、
坪
内
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
で
唱
え
て
い
た
「「
人

情
」
と
「
世
態
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
「
模
写
」
す
る）

1（
（

」
文
学
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
小
野
篁
」
の
発
表
さ
れ
た
当
時
は
、「
言
文
一

致
」
運
動
の
推
進
に
よ
り
、
文
体
に
お
け
る
近
代
化
も
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
。

過
渡
・
変
革
の
時
代
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
評
価
が
揺
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ン
ル
の
と
ら
え
方
は
異
な
る
も
の

の
、
作
品
の
構
成
、
表
現
等
の
面
に
お
い
て
は
優
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
は
森
鴎
外
、
拝
見
居
士
並
び
に
忍
月
は
一
致
し
て
い
た）

11
（

。「
小
野

篁
」
は
、
翻
案
で
あ
る
が
、
主
人
公
の
内
面
提
示
に
関
心
を
注
い
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
小
説
の
近
代
化
に
お
け
る
過
渡
的
な
要
素
を
見
て
も
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。

五
、
お
わ
り
に

明
治
二
二
年
二
月
二
十
三
日
、『
東
京
日
日
新
聞
』
は
、「
新
著
百
種
」
の
第
一
号
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
広
告
を
掲
げ
て
い
る
。
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一
冊
読
切
の
新
雑
誌 

第
一
号
三
月
五
日
発
行
○
春
の
屋
主
人
序
○
紅
葉
山
人
著　

近
来
発
布
の
雑
誌
其
数
夥
し
と
雖
も
一
部
中
数
種
の

小
説
又
は
論
説
を
掲
る
が
故
に
看
官
Ｂ
号
を
繙
く
に
当
り
て
Ａ
号
の
前
章
を
記
臆
す
る
能
は
す
金
玉
の
文
を
し
て
断
簡
残
編
の
思
あ
ら
し
む

こ
れ
看
官
の
最
大
遺
憾
作
者
の
不
本
意
此
両
失
を
以
て
雑
誌
の
通
弊
と
す
弊
店
此
に
見
る
あ
り
欧
米
に
行
は
る
ゝ
一
号
読
切
の
「
某
氏
文

庫
」
の
制
に
倣
ひ
広
く
諸
大
家
の
名
作
を
乞
ひ
毎
月
一
回
新
著
百
種
な
る
雑
誌
を
発
刊
す
但
小
説
専
門
に
あ
ら
す
時
々
政
治
工
芸
等
の
新
著

を
も
掲
載
す
是
右
二
失
の
通
弊
を
去
る
の
み
な
ら
す
又
廉
価
の
益
あ
り
三
月
五
日
を
以
て
第
一
号
を
発
刊
す）

11
（

。

こ
の
宣
伝
文
か
ら
見
れ
ば
、「
新
著
百
種
」
は
欧
米
の
「
一
号
読
切
」
小
説
雑
誌
の
形
を
ま
ね
た
月
刊
誌
で
あ
る
。
し
か
も
、
廉
価
で
幅
広
い

読
者
層
の
支
持
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、「『
新
著
百
種
』
と
引
き
換
え
で
き
る
「
切
手
」
の
売
出
し
に
よ
っ
て
、
ま
と
め
て
注
文

が
便
利
に
な
っ
て
、
地
方
読
者
の
買
い
や
す
さ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る）

11
（

」。「
新
著
百
種
」
シ
リ
ー
ズ
は
『
二
人
比
丘
尼
色
懴
悔
』
な
ど
「
近
代
文

学
黎
明
期
の
傑
作
を
多
数
世
に
送
り
出
し
た）

11
（

」
叢
書
で
あ
る
。

依
田
学
海
が
こ
う
い
う
欧
米
型
小
説
雑
誌
で
あ
る
「
新
著
百
種
」
に
発
表
し
た
「
小
野
篁
」
は
古
文
体
で
あ
り
な
が
ら
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う

に
、
内
面
描
写
や
会
話
の
添
加
に
よ
り
小
説
の
側
面
を
持
つ
。
し
か
も
、
雑
誌
の
性
格
か
ら
よ
り
広
い
読
者
層
が
意
識
さ
れ
、
娯
楽
性
に
も
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
森
鴎
外
や
忍
月
か
ら
み
れ
ば
、
学
海
の
「
小
野
篁
」
は
「
小
話
」
か
「
奇
話
」
で
、
小
説
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
依
田
学
海
の
よ

う
な
漢
文
学
者
の
中
に
は
、
中
国
の
「
稗
史
小
説
」
の
型
が
既
に
定
着
し
て
い
た
。
学
海
が
書
い
た
『
経
国
美
談
』
の
序
文
の
「
余
幼
嗜
和
漢
小

說
、
讀
數
百
部
。
然
眼
孔
甚
小
、
不
能
出
尋
常
範
圍
外
一
步
。
頃
稍
涉
外
國
事
、
目
不
識
橫
文
、
就
譯
讀
之
、
猶
隔
靴
搔
癢
、
悶
不
可
言
。
及
閱

此
篇
始
知
和
漢
小
說
外
別
開
一
生
面
矣）

11
（

」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
翻
訳
を
通
じ
て
出
会
っ
た
西
洋
小
説
が
別
天
地
を
開
い
て
く
れ
た
喜
び
と
同
時

に
、
時
代
遅
れ
の
身
で
読
書
す
る
悔
し
い
気
持
ち
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
新
時
代
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
ふ
く
む
文
人
の
心
中
の
苦

し
み）

11
（

」
は
、
学
海
の
よ
う
な
「
旧
派
」
文
学
者
に
と
っ
て
、
お
そ
ら
く
共
通
の
悩
み
で
あ
っ
た
ろ
う
。
井
上
弘
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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勉
強
家
の
学
海
が
新
し
い
要
素
を
ふ
く
む
西
欧
の
歴
史
小
説
や
翻
訳
小
説
な
ど
の
著
作
に
接
し
、
こ
と
に
そ
の
著
者
か
ら
序
文
執
筆
の
依

頼
を
受
け
た
り
し
て
少
し
ず
つ
小
説
へ
の
認
識
や
理
解
が
拡
大
さ
れ
、
固
陋
を
脱
却
し
て
表
面
的
に
は
、
そ
れ
以
前
と
は
少
な
か
ら
ず
変
化

を
み
せ
て
い
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
持
ち
ま
え
の
勧
懲
主
義
に
基
づ
く
小
説
観
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
見
解
な
い
し
信
念
は
変
わ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
百
八
十
度
の
転
換
は
無
理
で
あ
っ
た）

11
（

。

確
か
に
、
学
海
は
「
小
野
篁
」
の
描
写
に
う
か
が
え
る
よ
う
な
進
取
的
な
姿
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
基
盤
の
素
養
に
束
縛
さ
れ
、
不
徹
底
に
し

か
時
代
に
接
続
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。「
小
野
篁
」
に
つ
い
て
、
単
な
る
『
聊
斎
志
異
』
の
翻
訳
で
あ
る
と
森
鴎
外
が
指
摘
し
、
石
橋

忍
月
が
「
小
説
」
で
は
な
く
、「
奇
話
」
と
認
識
し
、「
一
種
の
通
俗
竹
取
物
語
」
と
批
評
し
て
、
拝
見
居
士
は
「『
聊
斎
志
異
』
逸
文
と
も
な
す

べ
き
談
話
」
で
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
本
作
の
近
代
的
な
要
素
が
部
分
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

井
上
弘
が
提
示
し
て
い
る
よ
う
に）

11
（

、
幅
広
い
人
脈
を
持
つ
学
海
の
ま
わ
り
に
は
、
森
鴎
外
、
坪
内
逍
遥
、
幸
田
露
伴
、
矢
野
龍
渓
、
二
葉
亭
四

迷
ら
「
近
代
文
学
」
の
新
し
い
「
要
素
」
を
持
つ
人
々
が
集
ま
っ
て
い
た
。
学
海
は
彼
ら
の
著
作
の
た
め
に
、
序
文
を
書
き
、
ま
た
批
評
も
し
て

い
る
。
学
海
が
幸
田
露
伴
を
文
壇
に
送
り
出
し
た
こ
と
は
文
壇
の
佳
話
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
女
学
雑
誌
』、『
国
民
之
友
』

な
ど
の
雑
誌
に
積
極
的
に
寄
稿
し
て
、
小
説
・
文
学
評
論
を
書
き
継
い
で
い
っ
た
学
海
の
創
作
は
厖
大
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
脈
の
形
成
や

か
ら
創
作
、
批
評
活
動
ま
で
日
本
文
学
の
近
代
化
に
対
す
る
学
海
の
貢
献
は
大
き
い
。

新
世
代
の
文
学
者
と
比
べ
る
と
、
保
守
的
で
不
徹
底
的
な
が
ら
も
、
依
田
学
海
作
品
の
芸
術
性
、
登
場
人
物
の
内
面
描
写
な
ど
、「
近
代
文

学
」
の
実
現
を
目
指
し
て
独
自
の
努
力
を
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
は
、
日
本
古
典
文
学
の
系

統
を
継
承
し
な
が
ら
、
近
代
的
な
要
素
を
取
り
込
ん
だ
過
渡
期
の
作
品
と
し
て
、
文
学
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
よ
い
と
思
う
。

翻
案
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
吉
武
好
孝
の
「
翻
案
と
い
う
分
野
は
、
日
本
文
学
の
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
も
っ
と
も
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
て
い
る）

11
（

」
と
い
う
指
摘
が
よ
く
参
照
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
洋
小
説
の
翻
案
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
が
、
同
じ
こ
と
は
、
漢
文
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小
説
の
分
野
に
お
い
て
も
言
え
る
と
考
え
た
い
。
漢
文
の
素
養
を
活
か
し
た
学
海
の
中
国
古
典
の
翻
案
は
、
反
響
を
呼
び
、
小
金
井
き
み
子
の
よ

う
な
若
い
世
代
の
文
学
者
に
大
い
に
影
響
を
与
え
た）

1（
（

。
し
か
も
、
直
訳
に
基
づ
き
、
擬
古
文
の
文
体
で
自
ら
の
作
風
を
組
み
込
ん
で
い
く
『
聊
斎

志
異
』
の
翻
案
作
家
と
し
て
、
明
治
時
代
に
お
い
て
、
学
海
は
第
一
人
者
と
言
え
る）

11
（

。
本
稿
の
第
四
節
で
挙
げ
た
時
代
評
か
ら
み
る
同
時
代
に
お

け
る
反
響
の
大
き
さ
も
学
海
の
作
品
が
多
く
の
人
た
ち
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
有
力
な
証
拠
で
あ
る
。
近
代
過
渡
期
の
日
本
文
学
を
論
じ
る
際

に
、
西
洋
文
学
の
影
響
は
従
来
の
研
究
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
中
国
文
学
の
翻
案
が
影
響
を
与
え
て
い
る
意
義
も
改
め
て
認
識
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
具
体
的
な
影
響
を
与
え
る
前
提
と
し
て
、
学
海
の
翻
案
小
説
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
。

※
本
稿
は
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
代
東
ア
ジ
ア
の
思
想
と
文
化
―
中
国
・
日
本
の
文
化
交
流
の
視
点
か
ら
」（
二
○
一
五
年
十
一
月
於
中
国
・

嘉
興
学
院
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
対
し
て
御
教
示
を
賜
っ
た
方
々
、
発
表
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に

謝
意
を
表
し
た
い
。

【
注
】

（
1
）
魯
迅
『
中
国
小
説
史
略
』（
中
島
長
文
訳　

平
凡
社　

一
九
九
七
年
七
月
）。

（
2
）
山
口
剛
「
支
那
小
説
史
の
輪
郭
」（『
山
口
剛
著
作
集　

第
六
巻
』
中
央
公
論
社　

一
九
七
二
年
八
月
）。

（
3
）
陳
炳
崑
「『
聊
斎
志
異
』
と
日
本
近
世
文
学
」（
広
島
大
学
博
士
論
文
『
日
本
文
学
と
中
国
古
典
文
学
』
第
三
章
所
収
、
一
九
九
五
年
三
月
）

（
4
）
大
庭
脩
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所　

一
九
六
七
年
三
月
）。

（
5
）
魚
返
善
雄
「
稗
史
小
説
と
明
治
小
説
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
第
一
五
巻
第
五
号　

一
九
五
○
年
五
月
）。

（
6
）
徳
田
武
「
読
本
と
清
朝
筆
記
小
説
―
『
今
古
奇
談
』『
通
俗
排
悶
録
』
に
つ
い
て
」（『
江
戸
漢
学
の
世
界
』
ぺ
り
か
ん
社　

一
九
九
○
年
七
月
）

（
7
）
藤
田
祐
賢
「
聊
斎
志
異
の
一
側
面
―
特
に
日
本
文
学
と
の
関
連
に
お
い
て
」（『
慶
応
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集
』
一
九
五
八
年
十
一
月
）

（
8
）
前
掲
注
三
論
文
参
照
。

（
9
）
藤
田
祐
賢
、
八
木
章
好
は
日
本
に
お
け
る
『
聊
斎
志
異
』
の
研
究
状
況
を
『
聊
斎
研
究
文
献
要
覧
』
と
し
て
、
一
九
八
五
年
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
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『
聊
斎
志
異
』
が
日
本
の
近
代
文
学
に
お
け
る
影
響
の
様
相
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
山
田
博
光
「
聊
斎
志
異
と
日
本
近
代
文
学
」（
帝
塚
山
学
院
大
学
創
立
二
十

五
周
年
記
念
論
集
編
集
委
員
会
編
『
世
界
と
日
本
』
帝
塚
山
学
院
大
学　

一
九
九
二
年
三
月
）、
翁
蘇
倩
卿
「
日
本
近
代
文
壇
に
於
け
る
『
聊
斎
志
異
』
の
受
容

と
変
容
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
（
第
六
回
）』、
一
九
八
三
年
三
月
所
収
）
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。

（
10
）「
依
田
学
海
の
文
学
活
動
」（
井
上
弘
『
近
代
文
学
成
立
過
程
の
研
究
』
有
朋
堂　

一
九
九
五
年
一
月
）。

（
11
）
依
田
学
海
『
学
海
日
録
』（
学
海
日
録
研
究
会
編
『
学
海
日
録
』
第
七
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
○
年
十
一
月
）
原
文
は
「
九
月
一
日
。（
中
略
）
吉
岡
哲
太
郎

来
り
て
、
余
に
新
著
を
請
ふ
。
近
来
、
新
著
百
種
と
て
世
に
著
は
る
る
も
の
に
の
せ
ん
と
て
也
」
と
あ
る
。

（
12
）
こ
の
日
の
日
記
で
、
学
海
は
「
小
説
小
野
篁
な
り
」
と
述
べ
て
い
た
。（
学
海
日
録
研
究
会
編
『
学
海
日
録
』
第
八
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
一
年
一
月
）。

（
13
）
森
鴎
外
「
寄
書
」（『
読
売
新
聞
』
一
八
九
〇
年
二
月
二
十
七
日
）。

（
14
）
森
鴎
外
が
改
題
し
て
『
小
野
篁
』
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
は
、
梅
山
聡
が
東
京
大
学
鴎
外
文
庫
の
『
聊
斎
志
異
詳
注
』
の
た
め
に
書
い
た
解
説
部
分
で
触
れ
て

い
る
。

（
15
）
森
鴎
外
「
小
野
篁
に
就
き
て
」（『
月
草
』
春
陽
堂　

一
八
九
六
年
十
二
月
）。

（
16
）
藤
田
祐
賢
「
聊
斎
志
異
の
一
側
面
─
特
に
日
本
文
学
と
の
関
連
に
お
い
て
」（『
慶
応
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集
』
三
田
哲
学
会　

一
九
五
八
年
十
一
月
）。

（
17
）
藤
田
祐
賢
「『
聊
斎
志
異
』
在
日
本
（
追
補
與
訂
正
）」（『
蒲
松
齢
研
究
』
第
十
八
期　

蒲
松
齢
記
念
館　

一
九
九
五
年
十
月
）。

（
18
）
翁
蘇
倩
卿
「
日
本
近
代
文
壇
に
於
け
る
『
聊
斎
志
異
』
の
受
容
と
変
容
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
（
第
六
回
）』
一
九
八

三
年
三
月
所
収
）。

（
19
）
小
田
桐
弘
子
「
小
金
井
き
み
子
と
中
国
古
典
『
聊
斎
志
異
』」（
平
川
祐
弘
・
平
岡
敏
夫
・
竹
盛
天
雄
編
『
講
座
・
森
鴎
外
』
第
一
巻　

新
曜
社　

一
九
九
七
年

五
月
）。

（
20
）
無
窮
会
に
保
存
さ
れ
て
い
る
依
田
学
海
自
筆
の
日
記
自
体
は
句
読
点
が
付
い
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
引
用
し
て
い
る
日
記
文
は
学
海
日
録
研
究
会
編

『
学
海
日
録
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
但
雲
湖
」
は
道
光
二
十
二
年
（
一
八
四
二
）『
聊
斎
志
異
新
評
』
の
評
者
の
号
で
あ
る
の
で
、「
但
、
雲
湖
」
を

「
但
雲
湖
」
に
直
し
た
。

（
21
）『
依
田
学
海
作
品
集
』
の
「
作
品
解
説
」（
依
田
学
海
作
品
刊
行
会　

一
九
九
四
年
一
月
）
が
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
題
名
の
小
野
篁
は
、
平
安
前
期
の
官
人
・

学
者
・
歌
人
で
博
学
で
詩
文
に
長
じ
天
才
と
言
わ
れ
て
い
た
。」
と
い
う
。
嵯
峨
天
皇
小
野
篁
の
詩
才
を
試
み
た
こ
と
が
文
壇
の
美
談
と
し
て
古
く
か
ら
流
伝
し

て
き
た
。

　
　
　

斎
藤
淳
は
「
嵯
峨
天
皇
小
野
篁
の
詩
才
を
試
み
た
ま
ひ
し
事
の
真
偽
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
五
巻
五
号　

一
九
○
九
年
五
月
）
に
お
い
て
、
そ
の
始
末
を
次

の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。「
文
集
（
筆
者
注
：
白
楽
天
の
詩
集
）
に
因
み
た
る
、
文
壇
の
佳
話
も
少
な
か
ら
ざ
る
が
、
殊
に
、
嵯
峨
天
皇
の
、
河
陽
館
に
行
幸

ま
し
〱
て
、
小
野
篁
の
詩
才
を
試
み
給
ひ
し
事
は
、
最
も
名
高
き
話
な
り
。（
中
略
）
今
、
そ
の
事
実
の
出
所
を
按
ず
る
に
、
江
談
抄
に
、
始
め
て
こ
れ
を
伝
へ

た
り
。
其
の
文
次
の
如
し
。　

　
　
　

閉
閣
唯
聞
朝
暮
鼓
、
登
樓
遙
望
往
來
船
、
故
賢
相
傳
云
、
白
氏
文
集
一
本
詩
渡
來
在
御
所
、
尤
被
秘
蔵
、
人
敢
無
見
。
此
句
在
彼
集
、
叡
覧
之
後
、
即
行
幸
此
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観
、
有
此
御
製
也
、
召
小
野
篁
令
見
。
即
奏
曰
、
以
遙
為
空
最
美
者
。
天
皇
大
驚
勅
曰
、
此
句
楽
天
句
也
、
試
汝
也
、
本
空
字
也
、
今
汝
詩
情
與
楽
天
同
也
者
、

文
場
故
事
、
尤
在
此
事
、
仍
書
之
。

　
　

大
日
本
史
を
始
め
、
篁
伝
を
作
る
も
の
、
皆
之
れ
を
引
き
て
、
篁
の
文
才
の
優
な
り
を
賞
せ
り
。

（
22
）
雲
篆
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
中
国
清
朝
の
厲
荃
が
編
集
し
た
『
事
物
異
名
録
・
仙
道
・
道
書
』
に
は
、「
道
家
字
、
名
雲
篆
、
又
曰
雲
書
」
と
い
う
記
録
が
あ

る
。

（
23
）
八
木
章
好
は
「
蜂
妖
考
─
『
聊
斎
志
異
』
異
類
譚
札
記
（
二
）」（
慶
応
義
塾
大
学
芸
文
学
会
『
藝
文
研
究
』
八
六
号　

二
○
○
四
年
六
月
）
で
、「『
聊
斎
志
異
』

の
異
類
譚
に
顕
著
な
特
色
の
一
つ
は
、
作
品
全
体
に
執
拗
な
ま
で
に
次
々
と
配
置
さ
れ
る
異
類
暗
示
の
表
現
に
あ
る
。「
蓮
花
公
主
」
に
お
い
て
も
、
女
が
蜂
妖

で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
表
現
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。」
と
い
い
、
本
文
で
触
れ
た
音
楽
の
こ
と
以
外
、「
畳
閣
重
樓
、
萬
椽
相
接
」
の
と
こ
ろ
、
往
来
す
る
宮
人

や
女
官
や
、「
洞
房
」
な
ど
の
と
こ
ろ
も
異
類
暗
示
の
表
現
と
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）
中
国
の
古
典
に
は
、
眉
を
新
月
と
繋
が
っ
て
詠
じ
る
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
学
海
の
こ
の
句
は
唐
の
王
涯
の
「
秋
思
贈
遠
」
に
あ
る
「
不
見
郷
書
伝
雁
足
、

唯
看
新
月
吐
蛾
眉
」
の
後
半
と
同
じ
趣
向
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）
古
代
の
中
国
に
お
い
て
、
妻
の
た
め
に
眉
を
描
く
こ
と
は
妻
を
愛
す
る
表
現
と
し
て
よ
く
文
学
作
品
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。『
漢
書
・
張
敞
伝
』
に
は
、
張
敞
が

妻
の
た
め
に
眉
を
描
く
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
以
降
、「
張
敞
画
眉
」
は
夫
婦
の
仲
睦
ま
じ
さ
を
述
べ
る
際
の
典
故
と
な
っ
た
。

（
26
）
中
国
漢
の
班
固
が
著
し
た
『
漢
武
故
事
』
に
よ
れ
ば
、
漢
武
帝
が
、
阿
嬌
を
見
始
め
た
時
、「
も
し
阿
嬌
を
得
ば
ま
さ
に
金
屋
を
以
て
こ
れ
を
貯
う
べ
し
」
と

い
っ
た
。
こ
れ
は
「
金
屋
の
阿
嬌
」
と
い
う
典
故
の
由
来
で
あ
る
。
唐
の
李
白
も
「
妾
薄
命
」
で
、「
漢
帝
寵
阿
嬌
、
貯
之
黄
金
屋
」
と
詠
じ
て
い
た
。
こ
こ
の

「
金
屋
」
は
大
き
な
家
の
喩
え
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
、「
阿
嬌
」
は
も
と
も
と
漢
武
帝
の
伯
母
の
娘
で
る
が
、
麗
し
い
女
性
の
呼
称
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。

（
27
）
石
橋
忍
月
（
匿
名
子
）「
新
著
百
種
第
八
号
芳
李
」（『
国
民
之
友
』「
新
聞
雑
誌
」
一
八
九
○
年
三
月
三
日
）。

（
28
）
藤
田
祐
賢
「『
聊
斎
志
異
』
在
日
本
（
追
補
與
訂
正
）」（『
蒲
松
齢
研
究
』
第
十
八
期　

蒲
松
齢
記
念
館　

一
九
九
五
年
十
月
）

（
29
）
こ
こ
で
の
、
原
作
の
面
白
さ
を
生
か
そ
う
と
す
る
意
識
は
森
鷗
外
が
『
読
売
新
聞
』
で
指
摘
し
た
趣
向
の
一
致
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。

（
30
）
石
橋
忍
月
（
匿
名
子
）「
小
野
篁
」（『
国
民
之
友
』「
新
聞
雑
誌
」
一
八
九
○
年
三
月
三
日
）

（
31
）
拜
見
居
士
「
新
著
百
種
第
八
号
評
」（『
読
売
新
聞
』
一
八
九
○
年
三
月
一
日
）。

（
32
）
中
村
幸
彦
「
翻
訳
・
注
釈
・
翻
案
」（
水
田
紀
久
・
頼
惟
勤
編
『
中
国
文
化
叢
書
９
日
本
漢
学
』
大
修
館
書
店　

一
九
六
八
年
二
月
）。

（
33
）
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』（
松
月
堂
、
一
八
八
五
年
九
月
～
一
八
八
六
年
四
月
）。

（
34
）
森
鴎
外
「
重
印
蔭
艸
序
」（『
か
げ
草
』
春
陽
堂　

一
九
一
一
年
九
月
）。

（
35
）
森
鴎
外
だ
け
で
な
く
、『
読
売
新
聞
』
で
拜
見
居
士
も
「
小
野
篁
」
に
つ
い
て
批
評
し
、「
皮
一
重
」
と
と
も
に
、『
聊
斎
志
異
』
を
受
容
し
た
も
の
と
指
摘
し
て

い
た
。
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
我
評
素
よ
り
豪
然
と
し
て
評
と
云
ふ
に
た
ら
ず
唯
幾
回
か
読
了
り
て
後
何
と
か
彼
と
か
思
ひ
寄
る
節
と
記
す
の
み
― 

極
め
て
正
直
に
云
へ
ば
作
者
に
動
か
さ

れ
て
我
筆
も
つ
手
の
動
き
其
書
に
感
ぜ
し
め
ら
れ
て
我
心
に
感
ず
る
節
と
書
き
あ
ら
は
す
の
み
（
中
略
）
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学
海
先
生
の
小
野
篁
流
石
に
我
等
の
評
と
為
す
能
は
ざ
る
ほ
ど
ス
キ
の
無
き
も
の
文
章
自
在
敬
服
々
々
但
し
聊
斎
志
異
逸
文
と
も
な
す
べ
き
談
話
是
も
近
来
珍

ら
し
く
小
金
井
女
史
の
皮
一
重
と
共
に
読
み
去
り
て
ア
ッ
と
云
は
せ
ら
る
る
も
の
な
り
此
次
は
槐
安
国
の
話
し
其
次
は
蟻
の
熊
野
道
中
記
な
ど
と
簇
々
類
似
者
が

出
来
て
は
驚
く
な
れ
ど
蓋
し
此
篇
は
単
に
先
生
一
流
文
字
の
巧
と
示
さ
れ
た
る
の
み
読
む
も
の
亦
単
に
先
生
の
文
章
と
見
る
べ
き
の
み
」（
拜
見
居
士
「
新
著
百

種
第
八
号
評
」（『
読
売
新
聞
』
一
八
九
○
年
三
月
一
日　

別
刷　

二
ペ
ー
ジ
））

（
36
）
石
橋
忍
月
（
匿
名
子
）「
小
野
篁
」（『
国
民
之
友
』「
新
聞
雑
誌
」
一
八
九
○
年
三
月
三
日
）。

（
37
）
石
橋
忍
月
「
報
知
異
聞
」（『
国
民
之
友
』
一
八
九
○
年
四
月
三
日
）。

（
38
）
石
橋
忍
月
「
報
知
異
聞
」（『
国
民
之
友
』
一
八
九
○
年
四
月
三
日
）。

（
39
）
前
掲
注
二
十
七
評
論
参
照
。

（
40
）
班
固
は
、『
漢
書
』（
班
固
撰
顔
師
古
注　

中
華
書
局　

一
九
六
二
年
六
月
）
に
、
小
説
に
つ
い
て
、「
小
説
家
者
流
、
蓋
出
於
稗
官
。
街
談
巷
語
、
道
聽
塗
説
者

之
所
造
也
」
と
述
べ
、
小
説
を
委
巷
常
談
や
、
道
聽
塗
説
な
ど
と
認
識
し
て
い
た
。

（
41
）
宗
像
和
重
「『
小
説
』
を
ノ
ベ
ル
に
」（
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』（
解
説
）
岩
波
書
店　

二
○
一
○
年
六
月
）。

（
42
）
ほ
か
に
は
、
女
学
雑
誌
で
大
活
躍
し
て
い
た
雲
峯
子
も
「
新
著
百
種
第
八
号
」
を
題
に
し
て
、「
小
野
篁
」
を
激
賞
し
た
。
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

是
は
僅
か
二
十
頁
の
短
篇
に
し
て
一
種
の
偶マ
マ

意
小
説
な
り
只
夫
れ
偶
意
小
説
な
る
が
故
に
余
は
之
を
説
か
ず
蓋
し
偶
意
あ
る
も
の
若
く
は
諷
刺
の
意
を
含
む
文

字
は
讀
者
各
之
を
味
ひ
之
を
解
了
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
な
り
さ
れ
ば
余
は
其
意
の
存
す
る
所
は
措
て
云
は
ず
只
文
章
の
點
に
於
て
余
が
感
服
す
る
事
を
述
ぶ
る
を

以
て
足
れ
り
と
な
す
夙
に
人
の
知
る
如
く
本
篇
の
作
者
學
海
先
生
は
新
井
白
石
の
著
書
及
び
春
臺
雑
話
の
如
き
文
章
を
好
ま
せ
ら
れ
兼
而
漢
學
に
博
く
渡
ら
せ
ら

る
ゝ
丈
け
あ
り
て
さ
す
が
に
文
章
流
暢
平
易
讀
者
を
し
て
轉
た
其
短
篇
な
る
を
惜
ま
し
む
實
に
余
輩
後
進
者
の
學
ぶ
べ
き
文
章
な
り
と
す
余
輩
淺
學
先
生
の
著
作

に
向
つ
て
是
非
を
判
す
る
の
力
な
し
故
に
只
一
言
し
て
止
ん
の
み
。（
雲
峯
子
「
新
著
百
種
第
八
号
」〔『
女
学
雑
誌
』
第
二
○
三
号　

一
八
九
○
年
三
月
八
日
〕）

（
43
）『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
八
九
年
二
月
二
十
三
日
に
よ
る
。

（
44
）「
娯
楽
と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
文
芸
書
の
販
売
目
録
（
吉
岡
書
籍
店
）」（
二
○
一
一
年
十
月
二
十
四
日
～
十
二
月
二
十
四
日　

千
代
田
図
書
館
企
画
展
示
資
料
）。

（
45
）
前
掲
注
四
十
四
参
照
。

（
46
）
依
田
学
海
「
序
文
」（『
斉
武
名
士　

経
国
美
談
』（
後
編
）
報
知
新
聞
社　

一
八
八
四
年
二
月
）。

（
47
）
前
掲
注
十
引
用
書
七
六
頁
参
照
。

（
48
）
前
掲
注
十
引
用
書
八
十
一
頁
参
照
。

（
49
）
前
掲
注
十
引
用
書
の
「
評
論
活
動
―
保
守
的
な
姿
勢
を
持
し
て
」
の
一
節
参
照
。

（
50
）
吉
武
好
孝
氏
『
近
代
文
学
の
中
の
西
欧
―
近
代
日
本
翻
案
史
』（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
七
四
年
十
一
月
）。

（
51
）
し
か
も
、
忍
月
は
小
金
井
き
み
子
の
「
皮
一
重
」
を
次
の
よ
う
に
激
賞
し
て
い
た
。

　
　
　

皮
一
重
は
超
然
時
俗
に
頭
角
を
出
し
て
頗
る
健
鞏
の
意
想
あ
る
な
り
、
想
を
貴
ぶ
の
弊
、
終
に
實
を
失
れ
た
り
と
雖
も
素
と
是
れ
小
説
に
あ
ら
ず
し
て
奇
話
な

れ
ば
強
ち
咎
む
べ
き
に
あ
ら
ず
、
奇
話
は
多
く
小
児
の
翫
味
に
供
す
べ
き
も
の
に
し
て
成
人
を
し
て
真
面
目
に
読
ま
し
む
る
は
頗
る
難
し
、
只
夫
の
皮
一
重
は
寧
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ろ
成
人
を
し
て
咀
嚼
せ
し
む
る
に
充
分
の
價
値
あ
り
、
是
れ
吾
人
が
皮
一
重
を
以
ッ
て
凡
作
に
非
ず
と
な
す
所
以
な
り
。「
今
の
言
文
一
致
と
い
ふ
も
の
に
は
賤

し
き
ふ
し
も
少
な
か
ら
ず
、
さ
れ
ば
と
て
古
文
の
ま
ゝ
を
今
さ
ら
に
作
出
ん
も
ね
が
は
し
か
ら
ず
活
語
て
に
を
は
の
法
を
た
ゞ
し
て
今
の
言
葉
を
も
用
ひ
ほ
ど
よ

き
物
か
ゝ
ば
や
と
思
ひ
侍
る
」
是
れ
女
史
が
文
躰
に
就
て
の
意
見
な
り
、
吾
人
は
是
に
於
て
乎
始
め
て
知
る
、
女
史
が
總
て
の
譯
文
詞
健
に
し
て
熟
美
な
る
所
以

の
偶
然
に
あ
ら
ざ
る
を
。（
石
橋
忍
月
〔
啄
木
鳥
〕「
閨
秀
小
説
家
の
答
を
読
む
」〔『
国
民
之
友
』
一
八
九
○
年
四
月
十
三
日
〕）

（
52
）
小
田
桐
弘
子
は
「
小
金
井
き
み
子
と
中
国
古
典
『
聊
斎
志
異
』」
で
、
明
治
期
『
聊
斎
志
異
』
の
翻
訳
の
は
じ
め
を
明
治
二
三
年
公
表
さ
れ
た
小
金
井
き
み
子
の

「
皮
一
重
」
と
認
識
し
た
が
、
藤
田
祐
賢
が
「『
聊
斎
志
異
』
在
日
本
（
追
補
與
訂
正
）」（
本
論
に
も
言
及
あ
り
、
注
二
十
四
参
照
）
で
、
明
治
期
の
『
聊
斎
志

異
』
の
最
初
の
訳
本
を
明
治
二
○
年
に
出
版
さ
れ
た
神
田
民
衛
の
『
艶
情
異
史
』
と
特
定
し
、
き
み
子
の
「
皮
一
重
」
は
翻
案
と
改
め
て
認
識
し
て
い
る
。
ま

た
、
藤
田
祐
賢
は
「
聊
斎
志
異
の
一
側
面
─
特
に
日
本
文
学
と
の
関
連
に
お
い
て
」（『
慶
応
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集
』
一
九
五
八
年
十
一
月
）
で
、
擬
古
文

で
『
聊
斎
志
異
』
を
翻
訳
し
た
も
う
一
人
の
人
物
で
あ
る
蒲
原
有
明
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
蒲
原
有
明
の
訳
作
は
原
作
の
簡
潔
さ
を
で
き
る
だ
け
生
か
そ
う
と
す

る
意
識
が
う
か
が
え
る
。

【
資
料
】

⑴ 

膠
州
竇
旭　

字
曉
暉　

方
晝
寢　

見
一
褐
衣
人
立
榻
前

小
野
篁
の
英
才
は
。
世
の
知
る
所
な
り
。

A 

此
人
い
ま
た
官
道
に
進
ま
さ
り
し
頃
。
或
日
己
か
家
に
在
り
。
書
讀
ゐ
た
り
し
に
。
B 

折

し
も
秋
の
半
に
て
。
紅
葉
の
庭
に
散
り
た
る
も
。
流
石
に
見
と
こ
ろ
無
に
あ
ら
ず
。

折
に
合
ひ
た
る
樂
天
の
詩
な
と
打
誦
ゐ
た
り
し
に
。
夕
夜
深
く
る
ま
て
。
書
讀
み
し
疲
に
や
。

腱ま
ぶ
た

重
く
い
と
眠
た
か
り
け
れ
ば
。
思
は
す
几
に
憑
り
て
。
ま
と
ろ
み
し
夢
の
う
ち
に
。
褐
色
の

狩
衣
着
た
る
人
我
前
に
在
り
。

⑵ 

逡
巡
惶
顧　

似
欲
有
言　

生
問
之

そ
の
色
を
み
る
に
惶
れ
お
の
ゝ
く
か
如
く
。
何
や
ら
ん
物
言
た
げ
に
み
ゆ
る
に
ぞ
。
C 

お
事
は

い
か
な
る
人
に
お
は
す
と
問
へ
は
。

答
云 

相
公
奉
屈　

⑶ 

相
公
何
人　

曰　

近
在
鄰
境

彼
人
謹
て
答
ふ
る
や
う
。

某
か
主
に
て
候
君
の
。
御
身
に
對
面
せ
ま
欲
し
と
て
。
待
居
玉
へ
り
。
参
り
玉
は
ん
や
と
い
ふ
。

從
之
而
出 

轉
過
牆
屋 

導
至
一
處 

疊
閣
重
樓 

萬
椽
相
接

D 

篁
も
と
よ
り
奇
を
好
め
は
異
議
な
く
そ
の
言
に
従
ひ
て
。
つ
き
ゆ
く
ほ
と
に
。
我
家
の
牆
を

繞
り
て
。
幾
町
か
を
過
く
る
と 
E 
見
る
ほ
と
に
。
常
に
は
見
え
ぬ
大
厦
高
樓
あ
り
。
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曲
折
而
行 

覺
萬
戶
千
門 

迥
非
人
世

此
方
へ
ゆ
き
彼
方
へ
ゆ
く
。
路
の
曲
折
限
り
な
く
。
萬
戸
千
門
立
ち
續
き
。
F 

此
世
の
う
ち
そ

と
は
覚
え
ぬ
は
か
り
な
り
き
。

⑷ 

又
見
宮
人
女
官 

往
來
甚
夥

又
そ
の
う
ち
に
。
徃
來
し
ぬ
る
人
を
見
る
に
。
衣
冠
正
し
く
し
た
る
も
の
あ
り
。
G 

何
と
も
得

し
ら
ぬ
い
と
麗
は
し
き
衣
裝
を
着
た
る
も
の
あ
り
。

都
向
褐
衣
人
問
曰

竇
郎
來
乎 

褐
衣
人
諾

篁
の
来
る
を
み
て
。
褐
色
の
狩
衣
き
た
る
人
に
向
か
ひ
。
小
野
の
ぬ
し
を
。
と
も
な
ひ
來
る
か

と
問
ふ
に
。
い
か
に
も
。
御
共
し
て
参
り
た
り
と
答
ふ
。

斯
く
問
ふ
も
の
引
き
も
き
ら
ず
。
篁
こ
は
い
つ
こ
に
か
来
り
て
。
又
い
か
な
る
ゆ
ゑ
に
。
我
來

る
を
知
り
た
る
に
や
と
思
へ
と
も
。
狩
衣
き
た
る
人
は
唯
道
を
急
く
の
み
物
問
ふ
可
く
も
あ
ら

さ
れ
は
。
引
か
る
ゝ
ま
ゝ
に
。
一
の
大
な
る
家
に
着
き
ぬ
。

俄　

一
貴
官
出　

迎
見
甚
恭

斯
て
篁
は
こ
の
館
に
入
る
に
。
衣
冠
し
た
る
貴
人
恭
し
く
出
迎
え
て
。
出
居
の
間
と
覺
し
き
所

に
登
る
。
麗
し
く
さ
う
ぞ
き
た
る
人
。
あ
ま
た
出
て
來
て
。
こ
れ
を
も
て
な
す
。

旣
登
堂　

生
啓
問
曰　

素
旣
不
敍　

遂
疏
參
謁　

過
蒙
愛
接　

頗
注
疑
念

篁
最
怪
し
く
。
素
よ
り
面
識
り
に
も
侍
ら
ぬ
も
の
が
い
か
に
し
て
斯
く
厚
く
も
の
せ
ら
る
ゝ
や

ら
ん
。
そ
の
故
よ
し
を
知
ら
し
玉
へ
と
い
ふ
に
。

貴
官
曰　

寡
君
以
先
生
清
族
世
德　

傾
風
結
幕　

深
願
思
晤
焉

衣
冠
し
た
る
人
謹
て
。
吾
君
王
の
御
身
の
名
族
に
し
て
才
高
き
を
職
り
。
常
に
景
慕
し
玉
ひ
し

か
。
け
ふ
な
ん
對
面
し
て
も
の
申
さ
ん
と
て
。
斯
く
は
招
き
玉
ひ
し
な
り
と
答
へ
し
か
は

⑸ 

生
益
駭　

問　

王
何
人

篁
ま
す

〱
恠
み
。
H 

君
王
と
し
も
の
玉
ふ
は
。
い
か
な
る
君
に
在
し
ま
す
。
吾
大
君
の
外
に

は
。
さ
る
人
あ
ら
し
と
思
ひ
し
に
。

答
云　

少
間
自
悉　

無
何　

二
女
官
至

否
し
は
し
待
給
は
ヽ
自
か
ら
知
り
給
ふ
べ
し
と
い
ふ
は
し
に
。
忽
ち
二
人
の
女
官
あ
り
。

⑹ 

以
雙
旌
導
生
行

I 

五
衣
に
緋
袴
着
た
る
が
。
檜
扇
を
か
ざ
し
て
奥
の
か
た
よ
り
出
て
ゝ
來
つ
。

い
さ
こ
な
た
へ
と
あ
り
け
れ
は
。
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入
重
門

篁
は
何
と
も
得
し
ら
ね
と
も
。
い
な
む
可
く
も
非
れ
は
ま
た
引
か
る
ゝ
ま
ゝ
に
從
ひ
ゆ
く
に
。

最
大
き
な
る
門
二
ツ
は
か
り
過
き
て
。
見
上
る
ば
か
り
の
嚴
し
き
宮
殿
に
至
り
つ
き
ぬ
。

⑺ 
見
殿
上
一
王
者　

見
生
人　

降
階
而
迎　

執
賓
主
禮　

禮
已  

踐
席

と
み
れ
は
君
王
な
る
へ
し
。
J 

龍
鳳
の
袍
を
召
し
て
。
珠
玉
の
冠
を
戴
き
た
る
が
。
篁
の
入
り

來
る
と
み
て
。
早
く
御
高
座
を
降
り
て
。
階
下
に
出
て
迎
へ
。
手
を
執
り
て
階
上
に
登
り
。
賓

客
の
席
に
就
か
し
め
。

⑻ 

列
筵
豐
盛

K 

貴
客
よ
く
こ
そ
問
は
せ
給
ひ
た
れ
。
か
ね
て
才
學
聲
望
は
世
に
隠
れ
無
き
を
も
て
寡
人
窃
に

景
慕
に
堪
へ
ず
。
斯
る
陋
境
な
れ
は
。
も
て
な
し
奉
る
者
な
け
れ
と
も
聊
一
杯
の
水
酒
を
召
さ

れ
候
へ
と
。
左
右
に
目
く
ば
せ
し
給
ひ
し
か
は
。
近
臣
等
は
心
を
得
て
。
は
や
く
も
手
に

〱

水
陸
の
珍
羞
を
置
き
列
へ
。
金
銀
の
器
を
も
て
こ
れ
を
す
ゝ
む
。
篁
驚
き
あ
き
る
れ
ど
も
。
す
ゝ

む
る
ま
に

〱
。
こ
れ
を
飲
み
食
ふ 

L 

そ
の
味
え
も
言
は
れ
ず
。

⑼ 

仰
視
殿
上
一
扁
曰 

桂
府　

生
跼
蹙
不
能
致
辭

M 

し
は
ら
く
し
首
を
擧
て
殿
上
の
扁
額
を
み
る
に
。
雲
篆
を
も
て
。
桂
府
の
二
字
を
記
し
た

り
。
そ
の
意
を
知
ら
ね
と
も
。
人
間
世
界
に
斯
る
處
在
と
し
も
聞
か
さ
れ
は
。
大
い
に
恠
み
訝

り
し
を
。

王
曰 

忝
近
芳
鄰　

緣
旣
至
深　

便
當
暢
飲　

勿

致
疑
畏　

生
唯
唯

王
は
さ
こ
そ
と
こ
れ
を
慰
め
。
貴
客
必
す
恠
み
給
ひ
そ
客
人
の
家
は
。
も
と
よ
り
貴
客
の
館
と

遠
き
に
あ
ら
す
。
因
縁
無
き
に
あ
ら
さ
れ
は
。
必
す
疑
ひ
畏
玉
ふ
こ
と
。
無
と
慇
懃
に
仰
せ
し

か
は
。
篁
は
僅
か
に
心
を
安
く
し
つ
。

⑽ 

酒
數
行　

笙
歌
作
於
下　

鉦
鼓
不
鳴　

音
聲
幽
細

御
盃
を
賜
は
る
程
に
。
酒
數
行
に
及
ひ
し
時
。
笙
歌
の
音
い
と
面
白
く
堂
下
に
起
れ
り
。
さ
れ

ど
も
そ
の
音
幽
か
に
し
て
。
絲
の
如
く
。
N 

唯
絲
竹
の
響
の
み
に
し
て
。
鉦
鼓
の
音
を
交
ゆ
る

こ
と
無
し

O 

こ
は
珍
し
き
音
楽
な
る
か
な
。
と
思
と
も
。
問
ひ
奉
ら
ん
も
さ
す
か
に
て
。
暫
く
耳
を
傾
け

て
聴
居
た
り
。

稍
間　

王
忽
左
右
顧
曰　

朕
一
言　

煩
卿
等
屬
對

王
は
左
右
を
顧
み
て
。
寡
人
こ
ゝ
に
一
句
の
語
あ
り
。
こ
の
對
句
を
作
る
も
の
あ
る
へ
し
や
と
。

仰
せ
け
る
に
。
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才
人
登
桂
府　

四
座
方
思　

生
即
應
雲　

君
子
愛
蓮
花

そ
は
如
何
な
る
語
に
て
候
と
。
伺
申
せ
は
。
王
は
徐
に
才
人
登
桂
府
と
い
へ
る
句
に
て
そ
と
あ

り
し
に
。
左
右
の
近
臣
等
い
か
に
思
へ
と
も
。
善
き
對
を
得
す
。

生
即
應
雲　

君
子
愛
蓮
花

篁
こ
れ
を
み
て
。
思
を
凝
ら
す
に
も
及
は
す
。
君
子
愛
蓮
花
と
こ
そ
つ
け
た
り
け
れ
。

王
大
悅　

曰 

奇
哉 

蓮
花
乃
公
主
小
字　

何
適
合
如
此　

寧
非
夙
分　

傳
語
公

主　

不
可
不
出
一
晤
君
子

王
こ
れ
を
御
覧
し
て
喜
玉
ふ
こ
と
斜
め
な
ら
す
。
こ
は
不
思
議
な
る
名
句
か
な
。
蓮
花
と
は
。

す
な
は
ち
吾
女
の
幼
名
に
こ
そ
あ
れ
。
秀
才
が
不
用
意
に
つ
け
ら
れ
た
る
は
。
夙
縁
あ
り
と
覺

え
た
り
。
早
く
我
女
を
呼
出
し
。
君
子
に
對
面
せ
さ
せ
よ
。
と
仰
せ
あ
り
し
か
は
。
左
右
の
近

臣
は
。
あ
と
應
へ
て
。
奥
の
方
に
進
み
入
り
し
か
。

⑾ 

移
時　

佩
環
聲
近　

蘭
麝
香
濃　

則
公　

主
至
矣

须
臾
あ
り
て
。
珮
環
の
聲
近
く
聞
こ
え
。
蘭
麝
の
香
濃
や
か
に
わ
た
り
て
。
一
人
の
姫
君
出
て

來
れ
り
。

⑿ 

年
十
六
七　

妙
好
無
雙

篁
思
は
す
眼
を
斜
に
し
て
こ
れ
を
み
る
に
。
年
は
二
八
餘
り
な
る
へ
し
。
髪
艶
か
に
し
て
色
白

く
。
P 

眉
の
韵
は
新
月
の
雲
間
を
出
る
に
異
な
ら
す
。
唇
の
紅
は
。
初
花
の
春
風
に
開
く
に
似

た
り
。
麗
は
し
く
し
て
婀
娜
な
ら
す
。
温
し
く
し
て
品
尚
し
。

王
命
向
生
展
拜　

曰　

此
即
蓮
花
小
女
也

王
は
こ
れ
に
命
し
て
。
篁
を
拜
せ
し
め
て
仰
せ
け
る
は
。

此
は
こ
れ
寡
人
が
少
女
に
し
て
。
そ
の
名
を
蓮
花
と
申
す
な
り
。
い
か
に
見
識
り
お
か
せ
給
へ

と
。
あ
り
し
か
は
。

拜
已
而
去

篁
は
い
そ
か
は
し
く
。
身
を
起
し
て
。
禮
を
返
す
に
姬
君
も
。
に
こ
や
か
に
。
禮
を
施
し
。
や

か
て
奥
に
ぞ
退
き
け
る
。

生
睹
之　

神
情
動
搖　

木
作
凝
思

篁
は
跡
を
見
送
り
て
。
茫
然
と
し
て
魂
を
失
ひ
し
こ
と
く
。
坐
せ
る
ま
ヽ
に
動
き
も
や
ら
す
。

直
す
ら
思
を
凝
ら
す
の
み
。
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王
舉
觴
勸
飲　

目
竟
罔
睹　

王
似
微
察
其
意　

乃
曰　

息
女
宜

相
匹
敵　

但
自
慚
不
類　

如
何　

生
悵
然
若
癡　

即
又
不
聞　

近
坐
者
躡
之
曰　

王
揖
君
未
見　

王
言
君
未
聞
耶　

生
茫
乎
若

失　

懡
㦬
自
慚　

離
席
曰　

臣
蒙
優
渥　

不
覺
過
醉　

儀
節
失

次　

幸
能
垂
宥　

然
日
旰
君
動　

即
告
出
也　

王
起
曰　

即
見

君
子　

實
愜
心
好　

何
倉
卒
而
便
言
離
也　

卿
即
不
住　

亦
無

敢
於
強　

若
煩
縈
念　

更
當
再
邀　

遂
命
內
官
導
之
出　

途
中

內
官
語
生
曰　

適
王
謂
可
匹
敵　

似
欲
附
為
婚
姻　

何
黙
不
一

言　

生
頓
足
而
悔　

步
步
追
恨　

遂
已
至
家　

忽
然
醒
寤　

則

返
照
已
殘

王
は
盃
を
舉
て
こ
れ
を
勸
む
れ
と
も
。
篁
こ
れ
を
看
も
か
へ
ら
す
。
王
は
や
う
や
く
そ
の
心
を

悟
り
。
寡
人
か
女
容
卑
し
け
れ
と
も
。
い
が
て
君
子
の
配
偶
と
為
さ
ま
欲
し
此
事
い
か
に
あ
る

可
か
ら
ん
と
仰
し
か
と
。
篁
な
ほ
も
悵
然
と
し
て
痴
人
の
こ
と
く
。
き
ゝ
入
る
ゝ
こ
と
無
り
し

か
は
。
近
臣
は
こ
れ
を
傍
痛
く
思
ひ
し
に
そ
。
主
君
の
仰
す
る
こ
と
あ
る
を
。
御
身
は
何
と
か

聞
か
せ
給
へ
る
と
し
は

〱
言
は
れ
て
。
篁
は
や
う
や
く
に
し
て
我
に
復
り
。
あ
た
り
を
顧
み
。

恥
畏
れ
。
慌
て
起
上
り
席
を
離
れ
。
微
臣
厚
き
待
遇
を
蒙
り
。
思
は
す
酔
を
發
し
。
痛
く
無
禮

を
致
し
た
り
。
久
し
く
御
宴
に
侍
り
し
か
は
は
や
日
も
旰
た
り
。

暇
を
給
は
る
へ
う
も
や
と
啓
し
け
れ
は
。
王
打
笑
み
。
秀
才
何
と
て
然
は
急
き
給
へ
る
。
今
暫

く
こ
ゝ
に
在
し
て
物
語
を
聞
か
し
給
へ
。
然
り
な
か
ら
久
し
く
留
ら
し
と
あ
る
を
。
強
て
と
い

は
ん
も
興
無
か
る
へ
し
。
ま
た
よ
き
折
も
あ
ら
は
再
ひ
迎
へ
申
へ
し
と
て
。
近
臣
に
仰
せ
て
。

篁
を
送
ら
せ
ら
る
。
篁
す
な
は
ち
近
臣
の
後
つ
き
て
。
も
と
の
路
に
か
へ
り
出
る
に
。
近
臣
篁

に
打
向
ひ
。
御
身
は
さ
き
に
。
王
の
宣
ひ
し
事
あ
る
を
き
ゝ
給
ひ
し
か
と
い
ふ
に
。
篁
否
何
と

も
承
る
事
な
か
り
し
。
そ
は
い
と
惜
し
き
事
に
て
お
は
し
け
り
。
王
は
君
の
才
を
愛
し
給
ふ
の

餘
に
や
。
姫
君
を
君
に
賜
は
せ
ん
と
の
仰
あ
り
き
と
。
き
ゝ
て
篁
遺
感
に
堪
へ
す
。
心
の
う
ち

に
。
か
の
姫
君
の
御
姿
に
見
惚
し
か
は
。
身
は
其
坐
に
在
り
な
か
ら
。
も
脱
け
の
壳
の
心
地
し

て
。
王
の
仰
を
き
か
さ
り
し
こ
そ
口
惜
し
け
れ
。

冥
坐
觀
想　

歷
歷
在
目

い
か
に
す
へ
き
と
悔
い
怨
み
し
か
。
は
や
く
も
家
に
か
へ
り
來
て
。
坐
に
つ
き
し
と
思
ひ
し
に
。

忽
ち
夢
は
醒
て
け
り
。

Q 
夕
日
の
影
は
庭
の
木
の
間
に
漏
れ
て
紅
の
光
を
と
ゝ
め
寒
鴉
の
聲
は
落
葉
の
音
に
ま
し
り
て

林
の
あ
な
た
に
聞
ゆ

晚
齋
滅
燭　

冀
舊
夢
可
以
複
尋　

而
邯
鄲
路
渺　

悔
歎
而
已

篁
は
つ
く

〱
と
夢
の
う
ち
に
有
し
こ
と
を
思
ふ
に
。
只
眼
の
あ
た
り
に
見
ゆ
る
心
地
し
て
。

そ
の
面
影
の
忘
れ
や
ら
す
。
再
ひ
夢
み
る
事
も
や
と
。
夜
に
入
り
し
か
は
。
常
に
も
あ
ら
で
早

く
打
臥
し
。
燭
を
滅
し
枕
を
と
り
。
眠
ら
ん
と
す
れ
と
も
。
あ
や
に
く
に
。
ま
た
か
の
姬
君
の

面
影
の
眼
に
遮
る
の
み
。
い
も
寢
ら
れ
す
。
そ
の
夜
を
墓
な
く
明
か
す
も
の
か
ら
。
心
鬱
々
と

し
て
娯
ま
す
ず
思
は
す
。
幾
日
を
過
に
け
り
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⒀ 
一
夕　

與
友
人
共
榻

或
る
日 

R 

親
し
き
學
生
來
り
し
か
は
昔
今
の
物
語
に
小
夜
深
け
て
今
夜
は
こ
ゝ
に
と
。
か
の

學
生
を
家
に
と
ゝ
め
。
枕
を
並
へ
て
臥
し
た
り
し
に
。

忽
見
前
內
官
來　

傳
王
命
相
召

忽
ち
前
の
夜
我
を
導
ひ
き
し
官
人
枕
邊
に
至
り
。
秀
才
は
や
く
眠
を
覺
し
給
へ
。
吾
君
の
御
召

あ
り
。
い
さ
さ
せ
給
へ
と
促
す
に
そ
。

生
喜　

從
去　

見
王
伏
謁

篁
は
夢
心
地
に
。
大
に
喜
ひ
。
そ
の
後
に
從
ひ
行
に
前
の
日
至
り
し
路
と
異
な
ら
す
。
や
か
て

王
に
拜
謁
す
。

王
曳
起　

延
止
隅
坐　

曰

王
は
篁
の
來
る
を
見
て
そ
の
待
遇
先
の
日
に
ま
し
て
最
懇
な
り
。
は
や
く
堂
上
に
錦
の
菌
を
し

か
し
て
坐
を
賜
ひ
。

別
來
知
勞
思
眷　

謬
以
小
女
子
奉
裳
衣　

想
不
過
嫌
也　

生
即

拜
謝

さ
て
仰
す
る
や
う
。
前
の
日
小
女
を
君
子
に
嫁
せ
む
と
請
申
し
ゝ
に
。
そ
の
事
い
ま
た
諧
は
す

し
て
。
別
れ
し
か
は
。
今
復
光
臨
を
促
せ
し
に
。
幸
に
し
て
棄
て
ら
れ
す
。
速
に
訪
は
れ
し
は
。

こ
の
婚
姻
を
ゆ
る
さ
れ
し
と
覺
え
た
り
。
寡
人
の
喜
ひ
何
事
か
こ
れ
に
若
ん
。
と
て
宣
旨
降
り

て
。

王
命
學
士
大
臣　

陪
侍
宴
飲

大
臣
を
召
さ
れ
。
そ
の
事
を
仰
せ
ら
る
。
大
臣
數
多
衣
冠
正
し
く
し
て
参
内
し
。
篁
を
拝
し
そ

の
才
貌
を
稱
賛
し
て
。
大
禮
を
行
ふ
に
。

酒
闌　

宮
人
前
曰
公
主
妝
竟　

俄
見
數
十
宮
女　

擁
公
主
出

は
や
く
も
宮
人
等
奏
聞
す
ら
く
。
姫
君
御
裝
束
な
り
ぬ
と
て
。
綺
麗
や
か
に
装
ひ
た
る
官
女
幾

十
人
。
前
に
立
ち
後
ろ
に
從
ひ
。
姫
君
を
導
き
て
出
來
る
。

以
紅
錦
覆
首　

淩
波
微
步　

挽
上
氍
毹　

與
生
交
拜
成
禮　

已

而
送
歸
館
舍　

洞
房
溫
情　

⒁ 

窮
極
芳
膩

姫
君
は
紅
の
錦
を
も
て
。
首
を
覆
ひ
凌
波
の
歩
ゆ
る
や
か
に
。
設
の
席
に
就
き
給
ひ
。
篁
と
婚

姻
の
儀
を
終
り
し
か
は
。
大
臣
等
は
王
の
仰
を
承
り
。
篁
に
館
を
賜
は
り
。
姫
君
の
腰
入
の
慶

を
果
た
し
け
り
。

S 

然
る
程
に
篁
は
思
も
懸
け
す
。
國
王
の
婿
と
な
る
の
み
か
。
世
に
も
稀
な
る
美
人
を
娶
り

て
。
そ
の
喜
は
大
方
な
ら
す
。
洞
房
暖
か
に
芳
ば
し
く
。
世
は
秋
な
か
ら
春
霞
。
引
わ
た
し
た

る
天
上
の
娯
楽
も
。
此
上
あ
ら
し
と
思
ひ
た
る
。
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生
曰

有
卿
在
目　

真
使
人
樂
而
忘
死　

但
恐
今
日
之
遭　

乃
是
夢
耳

篁
は
姫
君
に
向
か
ひ
て
言
や
う
。
御
身
を
見
參
ら
せ
て
よ
り
。
此
世
の
中
に
憂
き
と
い
ふ
こ
と

を
忘
れ
た
り
。
然
れ
と
も
我
は
今
宵
の
事
を
。
夢
に
あ
ら
す
や
と
疑
ふ
の
み
と
。

公
主
掩
口
曰

明
明
妾
與
君　

那
得
是
夢

最
危
ふ
け
に
見
え
け
る
に
。
姫
君
は
ほ
ゝ
と
打
笑
み
。
妾
と
御
身
と
こ
ゝ
に
在
り
。
こ
の
燈
の

光
を
み
給
へ
。
こ
の
夜
の
被
を
見
給
へ
い
か
て
此
を
し
も
夢
と
い
ふ
へ
き
と
。
打
戯
て
そ
の
夜

は
娯
し
く
明
し
け
り
。

⒂ 

詰
旦
方
起　

戲
為
公
主
勻
鉛
黃

秋
の
夜
の
長
き
も
。
今
宵
は
か
り
は
明
け
や
す
き
心
地
し
て
。
閨
も
る
朝
日
の
光
に
驚
か
さ
れ

て
。
篁
は
は
や
起
出
る
に
。
姫
は
疾
く
起
て 

T 

御
髪
あ
け
給
ひ
。
化
粧
も
の
し
給
ふ
に
。
古

人
は
自
ら
己
か
妻
の
眉
を
描
く
と
聞
く
。

已
而
以
帶
圍
腰　

布
指
度
足

そ
を
學
ひ
な
ん
も
興
あ
る
へ
し
な
と
戯
聞
え
て
。
篁
は
そ
の
所
を
去
り
敢
へ
す
衣
召
し
か
へ
給

ふ
を
み
て
。
帯
を
御
腰
に
結
ひ
御
足
を
指
し
て
長
し
短
し
を
度
る
に
。

⒃ 

公
主
笑
問
君
顚
耶

姫
君
は
い
と
お
か
し
と
み
給
ひ
て
。
U 

御
身
は
何
の
戯
を
し
給
ふ
と
い
ぶ
か
れ
は
。

曰臣
屢
為
夢
誤　

故
細
志
之　

倘
是
夢
時　

亦
足
動
懸
想
耳

篁
は
ほ
ゝ
笑
み
て
。
某
し
は

〱
夢
の
う
ち
に
。
思
ひ
誤
る
事
多
け
れ
は
。
斯
く
し
て
夢
か
夢

な
ら
ぬ
か
を
。
試
み
侍
る
の
み
と
い
ひ
し
に
そ
姫
君
は
笑
み
く
つ
か
へ
り
て
お
は
し
き
。

調
笑
未
已　

一
宮
女
馳
入
曰

斯
る
と
こ
ろ
に
。
館
の
う
ち
に
俄
か
に
騒
か
し
く
。
宮
女
一
両
人
髪
も
亂
れ
衣
も
い
と
し
と
け

な
く
。
走
り
來
り
。

汗
も
し
と
ゝ
に
倒
る
ヽ
か
如
く
。
御
簾
の
前
に
跪
き
。
事
あ
り

〱
と
叫
ひ
し
か
は
。
篁
も
姫

君
も
大
に
驚
き
。
こ
は
何
事
そ
と
尋
ね
給
ふ
に
。
か
の
宮
女
は
息
つ
ぎ
あ
へ
す
。

妖
入
宮
門　

王
避
偏
殿　

凶
禍
不
遠
矣

何
物
に
や
ら
ん
。
最
畏
ろ
し
き
妖
魔
の
。
こ
の
宮
殿
を
指
し
て
押
寄
せ
來
り
。
君
王
は
こ
れ
を

避
け
て
別
殿
に
の
か
れ
給
へ
り
。
は
や
く
參
内
あ
り
て
。
危
急
を
救
は
せ
給
へ
と
申
け
れ
は
。

篁
驚
き
い
へ
は
さ
ら
な
り
。

姫
君
は
魂
も
消
る
は
か
り
に
怯
ち
さ
せ
給
へ
と
も
。
唯
篁
を
力
に
て
。
腰
輿
に
さ
へ
召
し
敢
へ

す
。
歩
跣
に
て
別
殿
に
お
も
む
き
ぬ
。
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生
大
驚　

趨
見
王

斯
て
篁
は
君
王
に
拜
謁
し
。
様
子
い
か
に
と
問
申
せ
は
。

王
執
手
泣
曰　

君
子
不
棄　

方
圖
永
好　

詎
期
孽
降
自
天　

國

祚
將
覆　

且
複
奈
何　

生
驚
問
何
說　

王
以
案
上
一
章
授
生

君
王
は
大
息
つ
き
。
秀
才
寡
人
を
棄
す
し
て
。
永
き
好
を
結
は
れ
し
に
。
思
は
さ
り
き
。
こ
の

孼
の
天
よ
り
降
ら
ん
と
は
。
と
て
龍
案
の
う
へ
に
置
れ
た
る
上
表
一
紙
を
指
し
示
さ
れ
た
り
。

啓
讀　

章
云

篁
い
そ
き
取
り
て
こ
れ
を
見
る
に
。
そ
の
文
に
い
へ
ら
く
。

含
香
殿
大
學
士
黑
翼　

為
非
常
妖
異　

祈
早
遷
都　

以
存
國
脈

事　

據
黃
門
報
稱　

自
五
月
初
六
日　

來
一
千
丈
巨
蟒　

盤
踞

宮
外　

吞
食
內
外
臣
民
一
萬
三
千
八
百
餘
口　

所
過
宮
殿
盡
成

丘
墟　

等
因　

臣
奮
勇
前
窺　

確
見
妖
蟒　

頭
如
山
岳　

目
等

江
海　

昂
首
則
殿
閣
齊
吞　

伸
腰
則
樓
垣
盡
覆　

眞
千
古
未
見

之
凶　

萬
代
不
遭
之
禍　

社
稷
宗
廟　

危
在
旦
夕　

乞
皇
上
早

率
宮
眷　

速
遷
樂
土　

云
云

含
香
殿
大
學
士
臣
黒
翼
言
す
非
常
の
夭
變
の
為
に
。
は
や
く
都
を
遷
し
も
て
。
國
脉
を
存
せ
ん

と
す
る
事
。
右
は
黄
門
官
の
報
を
み
る
に
。
去
る
月
の
初
よ
り
。
一
千
丈
の
巨
蛇
あ
り
て
。
宮

の
外
に
盤
居
し
。
内
外
の
臣
民
を
呑
食
し
。
一
萬
三
千
八
百
餘
口
と
過
る
所
の
宮
殿
。
皆
こ
と

〱
く
邱
墟
と
な
る
と
い
へ
り
。臣
勇
を
奮
ふ
て
前
み
窺
ふ
に
こ
の
妖
蟒
の
頭
は
山
岳
の
如
く
。

目
は
江
海
に
等
し
。
首
を
あ
ぐ
れ
は
殿
閣
も
齊
く
呑
み
。
腰
を
伸
せ
は
楼
垣
も
盡
く
覆
へ
る
。

千
古
の
い
ま
た
見
さ
る
所
の
凶
變
に
し
て
。
萬
代
に
も
遭
は
さ
る
事
の
災
難
な
り
。
社
稷
宗
廟

の
危
き
こ
と
旦
夕
に
逼
れ
り
。
乞
ふ
皇
上
は
や
く
宮
眷
を
率
ゐ
。
速
に
樂
土
に
遷
ら
せ
給
は
ん

こ
と
を
祈
奉
る
と
あ
り
。

生
覽
畢　

面
如
土
灰

篁
は
こ
れ
を
み
て
。
驚
き
慌
れ
。
面
地
土
の
如
く
。
こ
は
い
か
に
と
い
ふ
ほ
と
こ
そ
あ
れ
。

即
有
宮
人
奔
奏　

妖
物
至
矣

宮
人
走
り
來
て
奏
す
ら
く
。
妖
魔
す
て
に
至
り
ぬ
。
御
用
心
あ
る
へ
し
と
い
ふ
に
そ
。

闔
殿
哀
呼　

慘
無
天
日

宮
中
大
に
騒
き
立
ち
。
泣
き
叫
ふ
聲
お
ひ
た
ヽ
し
。
天
さ
へ
曇
り
て
日
の
光
も
見
へ
分
か
す
。

王
倉
遽
不
知
所
為　

但
泣
願
曰

小
女
已
累
先
生

王
は
す
て
に
如
何
と
も
す
可
ら
さ
る
を
知
ら
せ
給
ひ
け
ん
。
御
心
を
定
め
。
少
女
は
す
て
に
君

に
任
せ
た
り
。
い
か
に
も
し
て
。
こ
の
災
を
逃
れ
さ
せ
給
へ
と
あ
り
し
か
は
。

生
坌
息
而
返　

公
主
方
與
左
右
抱
首
哀
鳴　

見
生
入　

牽
衿
曰

郎
焉
置
妾

篁
は
畏
ま
り
ぬ
と
い
ひ
も
果
て
す
。
姫
君
を
掻
き
抱
き
て
。
も
と
の
館
に
馳
か
へ
る
に
姫
君
は

篁
の
袖
に
縋
り
。
こ
は
い
か
様
に
せ
ん
。
い
か
に
せ
ん
と
。
泣
ま
と
ひ
給
ふ
ほ
と
に
。

生
愴
惻
欲
絕　

乃
捉
腕
思
曰

小
生
貧
賤　

⒄ 

慚
無
金
屋　

有
茅
廬
三
數
間　

姑
同
鼠
匿
可
乎

篁
は
慰
め
て
。
某
身
賤
し
け
れ
は
。
御
身
を
穏
し
給
ふ
へ
き
家
と
て
無
け
れ
と
も
。
草
の
庵
も

時
に
と
り
て
の
玉
樓
大
厦
。
し
は
ら
く
お
は
し
ま
す
。
も
よ
か
り
な
ん
と
聞
ゆ
れ
は
。
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公
主
含
涕
曰

急
何
能
擇　

乞
攜
速
往　

生
乃
挽
扶
而
出　

未
幾　

至
家

姫
君
は
喜
ひ
て
。
斯
る
危
急
の
時
に
臨
み
て
。
い
か
て
家
の
良
あ
し
を
撰
み
侍
ら
ん
。
御
身
の

お
は
す
所
こ
そ
。
い
か
な
る
月
の
都
と
も
見
る
へ
き
に
こ
そ
と
て
篁
に
導
ひ
か
れ
て
。
家
に
至

り
着
き
。

け
ふ
書
讀
み
さ
し
た
る
窓
の
ほ
と
り
に
ゆ
き
を
見
る
に
。
い
つ
の
ほ
と
に
か
友
な
る
學
生
は
か

へ
り
に
け
ん
。
人
も
な
け
れ
は
次
よ
し
と
思
ひ
つ
ゝ
姫
君
を
こ
ヽ
に
居
へ
。

公
主
曰

此
大
安
宅　

勝
故
國
多
矣　

然
妾
從
君
來　

父
母
何
依　

請
別

築
一
舍　

當
舉
國
相
從

ま
ゐ
ら
す
る
に
姫
君
は
や
う
や
う
に
息
出
給
ふ
心
地
し
て
。
あ
た
り
を
見
ま
は
し
。
か
ゝ
る
御

住
居
の
お
は
す
に
。
何
と
て
告
給
は
さ
り
け
ん
。
さ
る
に
て
も
。
我
父
母
は
い
か
に
在
る
こ
と

や
。
い
と
心
も
と
な
し
。
此
あ
た
り
に
家
作
り
て
。
父
母
を
迎
へ
奉
り
。
宮
の
う
ち
の
人
々
を

も
。
住
ま
せ
は
や
と
あ
り
け
れ
は
。

生
難
之

篁
は
驚
き
。
か
ゝ
る
所
に
い
か
て
多
く
人
を
住
せ
奉
る
へ
き
。
思
も
よ
ら
ぬ
事
を
仰
つ
る
も
の

か
な
と
答
ふ
る
に
。

公
主
號
咷
曰

不
能
急
人
之
急　

安
用
郎
也　

生
略
慰
解

即
已
入
室　

公
主
伏
床
悲
啼　

不
可
勸
止　

焦
思
無
術　

頓
然

而
醒　

始
知
夢
也

姫
君
は
打
泣
き
て
。

危
を
み
て
救
は
せ
給
は
さ
る
程
の
。御
心
つ
よ
き
人
に
此
身
を
打
ま
か
し
つ
る
事
の
悔
し
さ
よ
。

さ
ら
は
い
な
ん
と
。

立
ん
と
し
給
ひ
し
か
は
。篁
あ
わ
て
御
袖
を
ひ
か
へ
宿
世
あ
り
て
斯
る
縁
を
結
ひ
つ
る
も
の
を
。

生
る
も
死
ぬ
る
も
。
唯
一
所
と
こ
そ
思
ひ
奉
れ
。
い
か
て
ゆ
る
し
申
さ
て
や
は
あ
る
へ
き
。
さ

れ
と
つ
れ
な
く
仰
つ
る
も
の
を
。
去
な
ん
去
な
さ
し
と
。
す
ま
ふ
ほ
と
に
。
忽
然
と
し
て
夢
は

醒
て
け
り
。

去
り
し
と
思
ひ
し
學
生
は
。
吾
側
に
眠
り
て
居
り
。
殘
燈
影
く
ら
く
し
て
暁
の
鐘
の
聲
す
な
り
。

而
耳
畔
啼
聲　

嚶
嚶
未
絕　

審
聽
之　

殊
非
人
聲　

乃
蜂
子
二

三
頭　

飛
鳴
枕
上

忽
ち
耳
の
ほ
と
り
に
。
微
に
鳴
く
も
の
あ
り
こ
れ
を
み
る
に
。
人
の
音
に
あ
ら
て
。
あ
な
い
ぶ

か
し
小
さ
き
蜂
の
子
の
鳴
く
に
て
あ
り
け
る
。

大
叫
怪
事　

友
人
詰
之　

乃
以
夢
告　

友
人
亦
詫
為
異　

共
起

視
蜂

篁
は
い
そ
ぎ
起
出
て
。
昨
夜
の
夢
の
事
を
學
生
に
告
く
る
に
。
學
生
も
驚
き
て
。
恠
し
き
事
に

思
ひ
つ
ゝ
。
あ
た
り
を
み
る
に
。
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依
依
裳
袂
間　

拂
之
不
去　

友
人
勸
為
營
巢　

生
如
所
請　

督

工
構
造　

方
豎
兩
堵　

而
羣
蜂
自
牆
外
來　

絡
繹
如
織　

頂
尖

未
合　

飛
集
盈
斗

蜂
の
子
は
。
衣
の
装
す
そ
に
ま
つ
は
り
て
。
猶
去
り
あ
え
ぬ
さ
ま
な
れ
は
。
學
生
は
憐
み
て
篁

に
す
ゝ
め
。
そ
の
巣
を
造
ら
し
め
け
る
に
。
そ
の
巣
は
い
ま
た
作
り
終
わ
ら
さ
る
に
。
は
や
く

も
多
く
。
蜂
あ
り
。
牆
の
外
面
よ
り
群
か
り
來
り
て
。
み
な
そ
の
巣
の
う
ち
に
そ
。
入
り
に
け

る
。

跡
所
由
來　

則
鄰
翁
之
舊
圃
也　

圃
中
蜂
一
房　

三
十
餘
年
矣 

生
息
頗
繁

篁
は
學
生
と
件
の
蜂
は
い
つ
こ
よ
り
か
。
斯
く
は
群
り
よ
る
に
や
と
。
尋
ね
も
と
む
る
に
篁
か

家
の
隣
な
る
。
賤
の
翁
か
す
め
る
圃
に
そ
あ
り
け
る
。
此
圃
の
う
ち
に
蜂
の
巣
作
り
て
棲
む
こ

と
三
十
餘
年
に
し
て
。
子
を
生
む
こ
と
極
め
て
多
か
り
し
と
そ
。

或
以
生
事
告
翁　

翁
覘
之　

蜂
戶
寂
然

翁
は
他
よ
り
し
て
篁
か
事
を
き
ゝ
し
か
は
。
窃
か
に
ゆ
き
て
そ
の
巣
を
み
る
に
。
き
の
ふ
ま
て

數
多
捿
み
た
る
蜂
は
。
た
ゝ
一
疋
も
居
ら
す
な
り
に
き
。

⒅ 

發
其
壁　

則
蛇
據
其
中　

長
丈
許　

捉
而
殺
之　

乃
知
巨
蟒

即
此
物
也　

蜂
入
生
家　

滋
息
更
盛

こ
は
如
何
な
る
ゆ
え
そ
と
。
訝
り
て
。
そ
の
巣
作
り
し
藁
屋
の
壁
を
毀
ち
て
。
こ
れ
を
見
し
に
。

長
さ 

V 

八
尺
あ
ま
り
の
蛇
。
そ
の
壁
の
う
ち
に
あ
り
し
か
は
。
こ
れ
を
打
殺
し
て
捨
に
け
り
。

げ
に

〱
か
の
姫
君
の
御
腰
の
細
か
り
し
も
。
ま
た
か
の
音
樂
の
い
と
微
か
な
り
し
も
。




