
〔
要
旨
〕「
萎
ゆ
」
は
衣
装
の
糊
気
が
落
ち
る
こ
と
だ
が
、
継
子
譚
で
は
そ

れ
が
経
済
的
不
如
意
を
象
徴
す
る
こ
と
で
、
継
子
苛
め
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
方
、
男
主
人
公
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
「
萎
え
」
た
衣
装
を
垣
間

見
る
こ
と
で
、
救
済
願
望
を
発
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
経
済
的
不

如
意
と
は
無
縁
の
「
萎
え
」
た
衣
装
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
も
と
も
と
や

わ
ら
か
な
〈
萎
（
柔
）
装
束
〉
で
あ
る
。
男
性
の
場
合
は
直
衣
が
そ
れ
に

該
当
し
、
女
性
の
場
合
は
下
着
に
用
い
ら
れ
る
用
例
が
多
い
。
そ
れ
も
あ

っ
て
「
な
よ
」
系
の
用
語
は
、
人
物
の
美
的
形
容
と
衣
装
の
形
容
の
混
同

が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
萎
え
」
た
衣
装
か
ら
は
、
そ
う
い
っ
た

情
報
を
正
し
く
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。

〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
萎
ゆ
・
な
よ
系
・
継
子
苛
め
・
救
済
願
望
・
萎
装
束

一
、
発
端
（
問
題
提
起
）

若
紫
巻
の
北
山
の
垣
間
見
場
面
で
、
光
源
氏
は
藤
壺
に
似
た
紫
の
上
を

垣
間
見
て
驚
く
。

中
に
、
十
ば
か
り
に
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど
の

萎
え
た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ
る
子
ど
も
に
似

る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
ひ
先
見
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る
容

貌
な
り
。

（
新
編
全
集
２０６
頁
）

こ
こ
で
源
氏
の
目
線
に
沿
っ
て
紫
の
上
の
衣
装
を
見
る
と
、「
萎
え
た

る
」
と
い
う
言
葉
に
目
が
と
ま
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い

い
の
だ
ろ
う
か
。
参
考
ま
で
に
新
編
全
集
の
頭
注
七
を
見
る
と
、「「
萎
え

た
る
」
は
、
糊
気
が
落
ち
て
く
に
ゃ
く
に
ゃ
に
な
っ
て
い
る
状
態
。「
な

『
源
氏
物
語
』「
萎
ゆ
」
考

│
│
そ
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
と
│
│

吉
海

直
人

一



れ
た
る
」
と
す
る
本
文
も
多
い
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
た（
１
）。
こ
れ

だ
と
や
や
マ
イ
ナ
ス
評
価
に
思
わ
れ
る
が
、
で
は
ど
う
し
て
源
氏
は
紫
の

上
の
「
萎
え
た
」
衣
装
に
目
を
留
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
走
り
来
た
る
」

と
あ
る
の
で
、
動
き
や
す
い
衣
装
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
紫
の
上
の
父
兵
部
卿
宮
も
紫
の
上
の
衣
装
を
見
て
、

か
の
御
移
り
香
の
い
み
じ
う
艶
に
染
み
か
へ
り
た
ま
へ
れ
ば
、「
を

か
し
の
御
匂
ひ
や
。
御
衣
は
い
と
萎
え
て
」
と
心
苦
し
げ
に
思
ひ
た

り
。

（
２４８
頁
）

と
思
っ
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
。
こ
こ
で
兵
部
卿
が
か
ぎ
つ
け
た
紫
の

上
の
匂
い
は
、
そ
の
直
前
に
源
氏
に
抱
か
れ
た
こ
と
で
付
着
し
た
源
氏
の

移
り
香
で
あ
る
。
そ
の
い
い
匂
い
と
は
対
照
的
に
、
衣
装
は
「
い
と
萎

え
」
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
た
「
心
苦
し
げ
」
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
の

頭
注
五
で
は
「
糊
が
き
い
て
こ
わ
ば
っ
た
着
物
を
着
る
べ
き
な
の
に
、
着

な
れ
て
柔
ら
か
い
の
は
、
常
に
新
し
く
着
替
え
さ
せ
て
お
く
だ
け
の
余
裕

が
な
い
か
ら
だ
と
、
宮
は
不
憫
に
思
う
」
と
、
紫
の
上
の
経
済
的
不
如
意

に
言
及
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
「
萎
え
」
て
い
な
い
衣
装
を
着
用
す
べ

き
な
の
に
、
そ
れ
が
で
き
な
い
現
在
の
経
済
状
況
の
悪
さ
が
反
映
し
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
父
が
衣
装
を
新
調

し
た
記
述
は
見
ら
れ
な
い
し
、
匂
い
と
衣
装
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
も
そ
れ
以

上
詮
索
さ
れ
て
い
な
い
。
父
親
な
ら
娘
の
香
の
匂
い
か
ど
う
か
判
別
で
き

る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

遡
っ
て
源
氏
の
目
に
写
っ
た
「
萎
え
た
る
着
て
」
も
同
様
で
あ
り
、
決

し
て
プ
ラ
ス
の
評
価
で
は
な
か
っ
た
と
読
め
そ
う
だ
。
さ
ら
に
関
連
す
る

個
所
を
も
う
一
例
あ
げ
て
み
た
い
。

や
う
や
う
起
き
ゐ
て
見
た
ま
ふ
に
、
鈍
色
の
こ
ま
や
か
な
る
が
う
ち

萎
え
た
る
ど
も
を
着
て
、

（
２５７
頁
）

こ
れ
は
源
氏
が
紫
の
上
を
二
条
院
に
引
き
取
っ
た
翌
朝
の
描
写
で
あ

る
。
北
山
で
垣
間
見
た
時
と
は
着
て
い
る
衣
装
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
そ
の
間
に
祖
母
尼
君
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
紫
の
上
は
鈍
色
の
喪
服
を

着
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
連
れ
出
さ
れ
た
時
の
ま
ま
だ
と
す

る
と
、
昨
夜
は
暗
く
て
よ
く
見
え
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し

「
萎
え
」
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
衣
装
に
触
っ
て
み
れ
ば
す
ぐ
わ
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
前
に
、

手
を
さ
し
入
れ
て
探
り
た
ま
へ
れ
ば
、
な
よ
よ
か
な
る
御
衣
に
、
髪

は
つ
や
つ
や
と
か
か
り
て
、

（
若
紫
巻
２４３
頁
）

と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

こ
の
「
な
よ
よ
か
」
も
「
萎
ゆ
」
に
類
似
し
た
表
現
で
あ
る
が
、
プ
ラ

ス
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
紫
の
上
の
「
萎
ゆ
」
は
マ
イ
ナ
ス
評
価

二



で
い
い
と
し
て
、「
な
よ
よ
か
」
も
マ
イ
ナ
ス
だ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
着
が

え
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
、「
な
よ
よ
か
」
が
マ

イ
ナ
ス
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
た
と
え
同
根

の
語
で
あ
っ
て
も
、「
萎
ゆ
」
と
「
な
よ
よ
か
」
は
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス

に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
果
た
し
て
若
紫
巻
に
お
け
る

紫
の
上
の
衣
装
に
用
い
ら
れ
た
「
萎
ゆ
」「
な
よ
よ
か
」
は
、
ど
の
よ
う

に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、「
萎
ゆ
」
の
作
品
別
分
布
状
況

こ
こ
で
参
考
ま
で
に
「
萎
ゆ
」
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、

萎
ゆ

う
つ
ほ
物
語

１

落
窪
物
語

５

蜻
蛉
日
記

１

枕
草
子

４

源
氏
物
語

９
（
含
、
う
ち
萎
ゆ

１
）

和
泉
式
部
日
記

１

萎
え
か
か
る

竹
取
物
語

１

枕
草
子

１

萎
え
ば
む

枕
草
子

１

源
氏
物
語

９

と
あ
っ
た
。
全
三
十
三
例
と
少
な
い
な
が
ら
も
、『
源
氏
物
語
』
に
十
八

例
（
半
分
以
上
）
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
萎
ゆ
」
の
類
義
語
と
さ

れ
て
い
る
語
に
「
な
よ
な
よ
と
」・「
な
よ
び
か
」・「
な
よ
ぶ
」・「
な
よ
よ

か
」・「
な
よ
ら
か
」
が
あ
る（
２
）。
こ
れ
も
用
例
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、

な
え
ら
か

住
吉
物
語

２
（
な
よ
ら
か
）

な
よ
な
よ
と

枕
草
子

１

源
氏
物
語

９

な
よ
び
か

源
氏
物
語

１１

紫
式
部
日
記

１

な
よ
ぶ

源
氏
物
語

１９
（
含
、
な
よ
び
か
か
る

１

な
よ

び
す
が
た

１

な
よ
び
す
ぐ
１

な
よ
び
や
は
ら

ぐ

１

な
よ
び
ゆ
く

１
）

な
よ
よ
か

う
つ
ほ
物
語

１
（
な
や
や
か
）

落
窪
物
語

１

蜻
蛉
日
記

２

源
氏
物
語

１３

な
よ
ら
か

枕
草
子

２

源
氏
物
語

１

と
な
っ
た
（
便
宜
的
に
こ
れ
を
「
な
よ
」
系
と
呼
ぶ
）。
こ
ち
ら
は
全
六

十
三
例
中
『
源
氏
物
語
』
に
五
十
三
例
も
集
中
し
て
い
た
（
た
だ
し
諸
本

に
よ
っ
て
数
に
異
同
あ
り
）。
言
い
換
え
れ
ば
『
源
氏
物
語
』
が
「
萎
ゆ
」

以
上
に
「
な
よ
」
系
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
う
ち
『
落
窪
物
語
』
に
「
萎
ゆ
」
五
例
と
や
や
用
例
が
多
い
の

は
、「
萎
え
」
た
衣
装
が
継
子
苛
め
の
表
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
同
じ
く
継
子
譚
の
『
住
吉
物
語
』
に
は
、「
な
え
ら
か
」（
中
世
語

三



か
）
二
例
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
上
代
文
学
に
は
用
例

が
見
ら
れ
な
い
の
で（
３
）、「
萎
ゆ
」
は
『
竹
取
物
語
』
が
初
出
の
平
安
朝

語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
な
よ
」
系
に
つ
い
て
も
、「
な
よ
よ
か
」
は

『
う
つ
ほ
物
語
』
が
初
出
で
あ
り
、「
な
よ
ら
か
」「
な
よ
な
よ
と
」
は

『
枕
草
子
』
が
初
出
、「
な
よ
び
か
」「
な
よ
ぶ
」
は
『
源
氏
物
語
』
が
初

出
と
な
っ
て
い
る（
４
）。
こ
れ
ら
の
語
は
衣
装
以
外
に
女
性
の
様
態
や
美

的
形
容
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
（
女
性
語
に
近
い
）、「
萎
ゆ
」
の
よ

う
な
マ
イ
ナ
ス
要
素
は
認
め
に
く
い
。

参
考
ま
で
に
後
期
物
語
の
用
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

萎
ゆ

栄
花
物
語

１

狭
衣
物
語

２

花
桜
折
る
少
将

１

萎
え
ば
み

浜
松
中
納
言
物
語

１

と
り
か
へ
ば
や
物
語

１
（
う
ち
萎
え
ば
み
）

な
よ
な
よ
と

栄
花
物
語

１

狭
衣
物
語

５

夜
の
寝
覚

５

浜
松
中
納
言
物
語

５

と
り
か
へ
ば
や
物
語

６

な
よ
び
か

栄
花
物
語

１

夜
の
寝
覚

１

と
り
か
へ
ば
や
物
語

２

な
よ
ぶ

狭
衣
物
語

１

と
り
か
へ
ば
や
物
語

１

な
よ
よ
か

栄
花
物
語

１

狭
衣
物
語

３

夜
の
寝
覚

２

浜
松
中
納
言
物
語

１

と
り
か
へ
ば
や
物
語

３

思
は
ぬ
方
に
泊
り
す
る
少
将

１

な
よ
ら
か

夜
の
寝
覚

２

浜
松
中
納
言
物
語

１

と
な
っ
た
。
全
用
例
四
十
八
例
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
は
「
な
よ
な
よ

と
」
の
二
十
二
例
が
突
出
し
て
い
る
。
逆
に
「
萎
ゆ
」「
萎
え
ば
み
」
は

減
少
し
て
い
る
。
作
品
と
し
て
は
『
狭
衣
物
語
』
の
十
一
例
が
最
多
で
あ

る
も
の
の
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
多
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た

い
。

三
、「
萎
ゆ
」
の
問
題
点

そ
も
そ
も
「
萎
ゆ
」
と
い
う
言
葉
に
は
辞
書
的
に
三
つ
の
意
味
が
あ

る
。
一
つ
目
は
力
が
な
く
な
る
こ
と
（
気
持
ち
が
萎
え
る
こ
と
）
で
あ

る
。
こ
れ
は
『
竹
取
物
語
』
後
半
の
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
る
場
面
で
、
警

護
の
武
士
達
が
光
を
浴
び
、「
弓
矢
を
と
り
た
て
む
と
す
れ
ど
も
、
手
に

力
も
な
く
な
り
て
、
萎
え
か
か
り
た
る
」（
新
編
全
集
７１
頁
）
と
、
戦
う

気
力
を
失
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
萎
ゆ
」
の
初
出
で
あ
る
も
の
の
、『
竹

四



取
物
語
』
に
は
こ
の
一
例
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
（
衣
装
の
例
は
な

い
）
の
で
除
外
で
き
そ
う
で
あ
る
。
二
つ
目
は
植
物
が
し
お
れ
る
（
し
な

び
る
）
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
能
因
本
『
枕
草
子
』
七
六
段
に
、

「
葵
か
づ
ら
も
う
ち
な
え
て
見
ゆ
」（
旧
全
集
本
３４９
頁
）
と
あ
る
が
、
使
用

例
は
少
な
い
。
三
つ
目
が
糊
の
き
い
て
い
な
い
衣
装
で
、
前
掲
の
若
紫
巻

の
例
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
古
い
用
例
と
し
て
は
『
う
つ
ほ
物
語
』

俊
蔭
巻
で
、
兼
雅
が
俊
蔭
の
娘
を
発
見
し
た
と
こ
ろ
に
、

衣
、
は
た
、
は
か
な
き
単
衣
の
萎
え
た
る
を
着
た
る
に
、
顔
か
た
ち

は
、
た
だ
光
る
や
う
に
見
ゆ
。

（
８８
頁
）

と
あ
る
。
新
編
全
集
本
の
頭
注
七
に
は
「「
萎
え
」
は
衣
装
が
古
く
な
っ

て
糊
け
が
な
く
な
っ
た
さ
ま
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
着
古
し
た
単
衣
（
マ
イ

ナ
ス
）
と
「
顔
か
た
ち
」
の
良
さ
（
プ
ラ
ス
）
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
が
若
紫
巻
同
様
、
男
の
救
済
願
望
を
刺
激
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
で
宇
治
八
宮
の
姫
君
た
ち

が
、「
御
衣
ど
も
な
ど
萎
え
ば
み
て
、
御
前
に
人
も
な
く
」（
新
編
全
集
１２３

頁
）
と
あ
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。
実
は
こ
の
直
前
に
八
宮
の
衣
装
も
、

「
直
衣
の
な
え
ば
め
る
を
着
給
ひ
て
」（
橋
姫
巻
１
２
３
頁
）
と
記
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
新
編
全
集
の
頭
注
一
八
で
は
、「
前
の
「（
宮
の
）

直
衣
の
な
え
ば
め
る
」
に
ひ
び
き
あ
う
。」（
１２４
頁
）
と
両
者
の
整
合
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
近
い
と
こ
ろ
で
父
と
娘
の
衣
装
に
そ
れ
ぞ
れ
「
萎
え

ば
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
整
合
性
が
求
め
ら
れ
て
当
然
で

あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
「
な
よ
」
系
の
辞
書
的
意
味
を
調
べ
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
二
つ

の
意
味
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
目
は
衣
服
な
ど
が
柔
ら
か
く
し
な
や

か
で
あ
る
こ
と
、
二
つ
目
は
人
柄
や
態
度
が
も
の
柔
ら
か
で
弱
弱
し
い
こ

と
で
あ
る
（
多
く
は
女
性
）。
そ
の
二
つ
（
人
柄
と
衣
服
）
が
重
な
る

（
不
分
明
な
）
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
、
全
般
的
に
プ
ラ
ス
の
用
法
が

多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

さ
て
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
の
分
布
と
し
て
、
宇
治
十
帖
に
「
萎
ゆ
」

及
び
「
な
よ
」
系
の
用
例
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
八
宮

に
つ
い
て
は
五
十
嵐
正
貴
氏
が
、

か
つ
て
春
宮
候
補
で
あ
り
な
が
ら
一
切
の
栄
華
か
ら
見
放
さ
れ
た
八

宮
が
、
仏
道
修
行
に
結
果
す
る
〈
痩
身
〉
と
、
経
済
的
不
如
意
を
示

す
〈
萎
え
た
衣
〉
を
以
て
記
さ
れ
た
こ
の
記
述
は
痛
々
し
い
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る（
５
）。
こ
れ
は
明
ら
か
に
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
薫
が
姫
君
を
垣
間
見
た
後
に
、「
衣
の
音
も
せ
ず
、
い
と
な

よ
よ
か
に
心
苦
し
う
て
」（
橋
姫
巻
１４０
頁
）
と
、
姉
妹
が
奥
に
引
っ
込
む

際
の
場
面
で
、
こ
と
さ
ら
衣
擦
れ
の
音
が
し
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
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点
に
う
か
が
わ
れ
る
。「
な
よ
」
系
に
も
マ
イ
ナ
ス
要
素
は
あ
り
そ
う
だ
。

新
編
全
集
の
頭
注
一
〇
で
は
「
な
よ
よ
か
」
を
「
萎
ゆ
」
と
区
別
す
る
こ

と
な
く
、「
着
古
し
て
糊
気
の
取
れ
た
状
態
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

応
す
る
薫
の
「
心
苦
し
」
は
「
い
じ
ら
し
い
」
と
い
う
好
意
的
な
現
代
語

訳
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
マ
イ
ナ
ス
に
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
大
修
館
『
全
訳
古
語
辞
典
』
の
「
な
え
ば
む
」
項
に

は
、「

晴
れ
」
の
場
合
と
違
っ
て
、
日
常
は
や
わ
ら
か
な
衣
服
の
方
が
よ

い
と
さ
れ
た
よ
う
で
、「
な
え
ば
む
」
は
必
ず
し
も
非
難
し
た
言
い

方
で
は
な
い
。

と
い
う
興
味
深
い
コ
メ
ン
ト
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
萎
え
ば
む
」

を
あ
え
て
プ
ラ
ス
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は

俊
蔭
巻
や
若
紫
巻
の
例
を
含
め
て
、
垣
間
見
場
面
に
は
男
性
の
救
済
願
望

に
よ
っ
て
、
マ
イ
ナ
ス
が
プ
ラ
ス
に
転
換
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

四
、
継
子
物
語
に
お
け
る
「
萎
ゆ
」

と
こ
ろ
で
紫
の
上
の
物
語
に
継
子
物
語
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
、
継
母
の
存
在
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
察
せ
ら

れ
る
。
も
し
父
兵
部
卿
宮
が
予
定
通
り
紫
の
上
を
自
邸
に
引
き
取
っ
て
い

た
ら
、
そ
れ
こ
そ
継
母
に
よ
る
継
子
苛
め
物
語
が
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
源
氏
に
よ
る
紫
の
上
掠
奪
は
、
一
面
で
は
継
子
苛
め
の

展
開
を
未
然
に
防
ぐ
策
だ
っ
た
と
読
む
こ
と
も
で
き
る（
６
）。

で
は
紫
の
上
を
継
子
物
語
と
し
て
見
る
と
、「
萎
ゆ
」
は
ど
の
よ
う
に

解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
に
、『
落
窪
物
語
』
に
描
写
さ
れ
て

い
る
「
萎
ゆ
」
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。『
落
窪
物
語
』
を
見
る
と
、
継

子
の
落
窪
姫
君
に
は
冬
に
な
っ
て
も
満
足
な
衣
装
（
防
寒
具
）
が
与
え
ら

れ
て
お
ら
ず
、
縫
い
物
の
褒
美
と
し
て
、
や
っ
と
北
の
方
の
古
着
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。

北
の
方
、
よ
し
と
思
ひ
て
、
お
の
が
着
た
る
あ
や
の
は
り
わ
た
の
な

え
た
る
を
着
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
風
は
た
だ
は
や
に
な
る
ま
ま
に
、
い

か
に
せ
ま
し
と
思
ふ
に
、
す
こ
し
う
れ
し
、
と
思
ふ
ぞ
心
ち
の
く
し

過
ぎ
た
る
に
や
。

（『
落
窪
物
語
』
新
大
系
１３
頁
）

落
窪
の
姫
君
に
与
え
ら
れ
た
の
は
北
の
方
お
古
で
あ
る
か
ら
、「
萎
え
」

は
そ
の
ま
ま
古
着
の
意
味
で
解
釈
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る（
７
）。
そ
の
こ

と
は
前
に
落
窪
の
姫
君
の
衣
装
を
見
た
父
親
が
「
身
な
り
い
と
あ
し
」

（
１２
頁
）
と
い
い
、
継
母
に
「
子
ど
も
の
古
ぎ
ぬ
や
あ
る
。
着
せ
た
ま
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へ
。」（
同
頁
）
と
い
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
落
窪
の
姫
君
の

「
萎
え
」
た
衣
装
は
、
間
違
い
な
く
継
子
苛
め
の
表
出
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
延
長
と
し
て
、
落
窪
の
姫
君
の
部
屋
に
侵
入
し
た
少
将
は
、

心
の
う
ち
に
は
、
き
ぬ
ど
も
ぞ
な
え
た
め
る
、
は
づ
か
し
と
思
は
ん

も
の
ぞ
、
と
思
ほ
し
け
れ
ど
、

（
新
大
系
２４
頁
）

と
、「
萎
え
」
た
衣
装
に
つ
い
て
「
は
づ
か
し
と
思
は
ん
も
の
ぞ
」
と
い

う
感
想
（
気
遣
い
）
を
漏
ら
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
姫
君
自
身
も
自
覚
し

て
お
り
、

た
れ
な
ら
ん
と
思
ふ
よ
り
も
、
き
ぬ
ど
も
の
い
と
あ
や
し
、
は
か
ま

の
い
と
わ
ろ
び
過
た
る
も
思
ふ
に
、
た
だ
い
ま
も
死
ぬ
る
も
の
に
も

が
な
、
と
泣
く
さ
ま
、

（
新
大
系
２６
頁
）

と
、
少
将
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
さ
ら
に

別
れ
際
に
、

少
将
、
お
き
給
に
、
女
の
き
ぬ
を
引
き
着
せ
給
に
、
一
つ
も
な
く
て

い
と
冷
た
け
れ
ば
、
一
つ
を
脱
ぎ
す
べ
し
て
起
き
て
い
で
給
ふ
。
女

君
、
い
と
は
づ
か
し
き
事
か
ぎ
り
な
し
。

（
２９
頁
）

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

こ
こ
に
二
例
あ
る
「
一
つ
」
は
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
不
詳
だ
が
、
二
日

目
の
描
写
に
、

こ
よ
ひ
は
は
か
ま
も
い
と
か
う
ば
し
。
は
か
ま
も
き
ぬ
も
ひ
と
へ
も

あ
れ
ば
例
の
人
心
ち
し
給
て
、

（
３７
頁
）

と
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
落
窪
の
姫
君
が
継
母
に
引
き
立
て
ら
れ
る
際
の
描

写
に
も
、

し
を
ん
色
の
あ
や
の
な
よ
よ
か
な
る
、
白
き
、
又
か
の
少
将
の
脱
ぎ

お
き
し
あ
や
の
ひ
と
へ
着
て
、
髪
は
こ
の
ご
ろ
し
も
つ
く
ろ
ひ
け
れ

ば
い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
、

（
８５
頁
）

と
あ
り
、「
か
の
少
将
の
脱
ぎ
お
き
し
あ
や
の
ひ
と
へ
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
一
つ
」
は
「
ひ
と
へ
（
単
衣
）」
の
誤
写
と
解
釈
し
て

お
き
た
い
。
概
し
て
『
落
窪
物
語
』
に
プ
ラ
ス
の
意
味
の
「
萎
え
た
る
」

は
認
め
ら
れ
な
い
。
反
面
、
あ
こ
き
の
叔
母
（
紀
伊
守
の
妻
）
か
ら
も
ら

っ
た
「
な
よ
よ
か
」
な
衣
装
は
プ
ラ
ス
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
継
子
物
語

の
『
落
窪
物
語
』
で
は
、「
萎
ゆ
」
と
「
な
よ
よ
か
」
が
見
事
に
使
い
分

け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
萎
ゆ
」
に
は
男
君
の
救
済
願
望
も

き
ち
ん
と
発
露
し
て
い
た
。

一
方
の
『
住
吉
物
語
』
は
、『
落
窪
物
語
』
と
は
違
っ
て
姫
君
の
経
済

的
不
如
意
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
継
子
苛
め
的
な
「
萎
ゆ
」
は
認
め

ら
れ
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
中
将
が
住
吉
へ
下
向
す
る
際
に
、「
浄
衣
の
な

え
ら
か
な
る
」（
新
大
系
３３４
頁
）
を
着
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
新
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大
系
の
脚
注
に
は
、「
こ
こ
は
初
瀬
詣
で
当
初
か
ら
着
用
し
て
、
糊
が
お

ち
「
な
え
ら
か
」
に
柔
ら
か
く
な
っ
た
も
の
」（
同
頁
）
と
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
経
済
的
不
如
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。

も
う
一
例
、
娘
（
孫
）
の
裳
着
の
褒
美
と
し
て
、

人
々
に
引
出
物
、
さ
る
べ
き
や
う
に
、
し
給
ひ
け
る
、
其
内
に
、
大

納
言
殿
に
は
、
小
袿
の
な
え
ら
か
な
る
を
奉
り
た
れ
ば
、
あ
や
し
な

が
ら
、
肩
に
か
け
て
帰
り
給
ひ
ぬ
。

（
新
大
系
３４４
頁
）

と
「
な
え
ら
か
」
な
袿
が
大
納
言
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
た
父

（
祖
父
）
は
「
あ
や
し
」
と
訝
し
が
っ
て
い
る
の
で
、
引
き
出
物
と
し
て

中
古
品
は
は
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
後
で
そ
れ

が
「
対
の
君
に
着
せ
は
じ
め
し
時
の
袿
に
似
た
り
」（
３４５
頁
）
と
気
付
き
、

「
昨
日
、
給
た
り
し
小
袿
の
、
我
失
ひ
て
候
し
も
の
の
幼
く
て
着
せ
そ
め

し
袿
に
て
侍
る
」（
同
頁
）
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
小
袿
の
古
り
た
り

つ
る
」（
同
頁
）
は
、
姫
君
が
か
つ
て
裳
着
の
際
に
着
用
し
た
品
で
あ
り
、

姫
君
の
象
徴
・
分
身
と
し
て
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
父
親
へ
の

愛
情
度
試
験
で
も
あ
っ
た（
８
）。
こ
れ
も
古
着
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ

で
も
経
済
的
不
如
意
と
は
無
縁
と
い
え
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て
特
殊
な
「
な

え
ら
か
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

五
、
中
の
君
周
辺
の
「
萎
ゆ
」

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
橋
姫
巻
の
用
例
に
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
橋
姫

巻
の
用
例
（
萎
え
ば
む
３
、
な
よ
ぶ
１
、
な
よ
ら
か
１
、
な
よ
な
よ
と

１
、
計
６
例
）
は
、
ほ
ぼ
八
宮
一
家
に
限
定
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ

と
は
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
４２
宿
木
（
後
半
）』（
至
文
堂
）

「
萎
え
ば
む
」
に
、

「
萎
え
ば
む
」
の
場
合
、
対
象
は
衣
類
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

そ
の
用
法
も
「
初
音
」
巻
で
六
条
院
を
訪
れ
た
男
踏
歌
の
人
々
の
装

束
や
、「
野
分
」
巻
に
語
ら
れ
る
明
石
の
君
の
う
ち
と
け
た
姿
の
二

例
以
外
は
、
す
べ
て
宇
治
の
人
々
の
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
る
。「
橋

姫
」
巻
に
語
ら
れ
て
い
る
水
鳥
を
主
題
に
し
た
和
歌
の
唱
和
を
す
る

八
の
宮
一
家
の
衣
類
や
、
薫
が
垣
間
見
を
し
た
八
の
宮
家
の
女
の
童

や
女
房
た
ち
の
装
束
。
そ
し
て
、「
宿
木
」
巻
当
該
部
周
辺
に
、
二

条
院
の
中
の
君
付
き
の
女
房
や
下
仕
え
の
衣
装
の
形
容
と
し
て
、
ま

た
「
東
屋
」
巻
で
浮
舟
を
見
な
か
ら
亡
き
大
君
を
回
顧
す
る
薫
の
念

頭
に
、
大
君
の
装
束
と
し
て
浮
舟
の
そ
れ
と
対
比
的
に
語
ら
れ
て
い

る
。
経
済
的
な
困
窮
を
示
す
表
現
で
は
あ
る
が
、
末
摘
花
の
周
辺
な
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ど
に
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
、
八
の
宮
家
の
気
風
を

も
あ
ら
わ
す
表
現
と
し
て
選
び
取
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

（
４３
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
衣
装
に
か
か
わ
る
「
萎
え
ば
む
」
は
、
宇

治
十
帖
に
用
例
が
偏
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
八
宮
家
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
９
）。
本
来
は
「
経
済
的
な
困
窮
を
示
す
表
現
」

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
八
宮
家
の
家
風
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
無
理
に
マ
イ
ナ
ス
要
素
を
払
拭
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
こ
こ

に
従
来
の
マ
イ
ナ
ス
要
素
と
し
て
の
「
萎
ゆ
」
へ
の
批
判
が
う
か
が
え

る
。そ

れ
に
対
し
て
「
な
よ
よ
か
な
り
」
に
つ
い
て
は
同
本
に
、

「
な
よ
よ
か
な
り
」
の
「
な
よ
」
は
「
萎
ゆ
」
と
同
根
と
考
え
ら
れ

る
。『
源
氏
物
語
』
に
一
三
例
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
、
糊
気
が
な

く
な
り
柔
ら
か
く
な
っ
た
装
束
の
形
容
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

〈
中
略
〉
若
紫
の
君
の
「
な
よ
よ
か
な
る
御
衣
」（
若
紫
巻
）
や
大
君

の
「
な
よ
よ
か
に
を
か
し
き
御
衣
」（
総
角
巻
）
な
ど
、
見
る
も
の

の
親
し
み
を
込
め
た
感
情
が
滲
み
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場

面
も
、
中
の
君
が
柔
ら
か
な
薄
紫
の
着
物
を
重
ね
着
し
た
様
子
に
、

匂
宮
は
、
き
ち
ん
と
し
て
や
や
堅
苦
し
い
六
の
君
方
と
比
べ
て
、
親

し
み
や
す
さ
や
落
ち
着
き
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。

（
３９
頁
）

と
、
親
し
み
を
込
め
た
プ
ラ
ス
表
現
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
継
子

譚
な
ど
の
よ
う
に
経
済
不
如
意
を
象
徴
し
た
「
萎
ゆ
」
を
別
に
す
る
と
、

「
萎
え
ば
む
」
も
プ
ラ
ス
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
総
角
巻
の
用
例
（
な
よ
び
か
３
、
な
よ
ぶ
１
、
な
よ
よ
か
１
、
な

よ
な
よ
と
１
、
計
６
例
）
で
は
、
ま
ず
大
君
の
衣
装
に
つ
い
て
、「
白
う

う
つ
く
し
げ
に
な
よ
な
よ
と
し
て
、
白
き
御
衣
ど
も
の
な
よ
び
か
な
る

に
、
衾
を
押
し
や
り
て
」（
総
角
巻
３２６
頁
）
と
「
な
よ
び
か
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
（
上
に
あ
る
「
な
よ
な
よ
と
」
は
大
君
の
様
態
）。
病
身
の
大

君
で
あ
る
こ
と
を
斟
酌
し
て
も
、「
な
よ
び
か
」
な
衣
装
が
美
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
ま
た
、「
な
よ
よ
か
に
を
か
し

き
御
衣
、
上
に
着
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
」（
総
角
巻
２５０
頁
）
は
、
大

君
が
中
の
君
に
「
な
よ
よ
か
」
な
衣
装
を
着
せ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
新

編
全
集
の
頭
注
一
〇
に
は
、「
薫
が
中
の
君
を
探
り
あ
て
た
と
き
好
感
を

い
だ
く
よ
う
に
と
の
用
意
か
」
と
深
読
み
さ
れ
て
い
る
。「
を
か
し
き
」

と
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
薫
と
の
結
婚
を
意
識
し
て
用
意
さ
れ
た
衣
装
だ
と

す
る
と
、
決
し
て
着
古
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

続
く
宿
木
巻
の
用
例
（
萎
え
ば
む
３
、
な
よ
よ
か
２
、
計
５
例
）
は
、

中
の
君
の
用
例
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
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御
し
つ
ら
ひ
な
ど
も
、
さ
ば
か
り
輝
く
ば
か
り
高
麗
、
唐
土
の
錦
、

綾
を
た
ち
重
ね
た
る
目
う
つ
し
に
は
、
世
の
常
に
う
ち
馴
れ
た
る
心

地
し
て
、
人
々
の
姿
も
、
萎
え
ば
み
た
る
う
ち
ま
じ
り
な
ど
し
て
、

い
と
静
か
に
見
ま
は
さ
る
。
君
は
な
よ
よ
か
な
る
薄
色
ど
も
に
、
撫

子
の
細
長
重
ね
て
、
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
の
、
何
ご
と
も
い

と
う
る
は
し
く
こ
と
ご
と
し
き
ま
で
盛
り
な
る
人
の
御
装
ひ
、
何
く

れ
に
思
ひ
く
ら
ぶ
れ
ど
、
け
劣
り
て
も
お
ぼ
え
ず
、
な
つ
か
し
く
を

か
し
き
も
、
心
ざ
し
の
お
ろ
か
な
ら
ぬ
に
恥
な
き
な
め
り
か
し
。

（
宿
木
巻
４３６
頁
）

橋
姫
巻
と
同
じ
く
、
女
房
の
衣
装
は
「
萎
え
ば
」
ん
で
い
た
。
対
照
的

に
中
の
君
は
「
な
よ
よ
か
」
な
衣
装
を
ま
と
っ
て
い
る
。
こ
の
「
萎
え
ば

む
」（
マ
イ
ナ
ス
）
と
「
な
よ
よ
か
」（
プ
ラ
ス
）
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
経
済
的
に
豊
か
な
夕
霧
の
六
の
君
側
と
比
較
し
て
い
る
匂
宮

に
し
て
み
れ
ば
、
中
の
君
の
衣
装
は
か
な
り
見
劣
り
の
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
匂
宮
の
目
に
は
、
そ
れ
が
欠
点
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
美
点

と
し
て
映
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
れ
は
単
に
中
の
君
へ
の
愛
情
が

深
い
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
か
つ
て
光
源
氏
が
葵
の
上
や
六
条
御
息
所
よ

り
も
夕
顔
に
愛
情
を
感
じ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
中
の
君
周
辺
の
衣
装
は
、
八
宮
の
延
長
と
し
て
着
古
し

た
も
の
が
多
か
っ
た
。
た
だ
、

人
々
の
け
は
ひ
な
ど
の
、
な
つ
か
し
き
ほ
ど
に
萎
え
ば
み
た
め
り
し

を
と
思
ひ
や
り
た
ま
ひ
て
、
母
宮
の
御
方
に
参
り
た
ま
ひ
て
、「
よ

ろ
し
き
設
け
の
物
ど
も
や
さ
ぶ
ら
ふ
。
使
ふ
べ
き
こ
と
」
な
ど
申
し

た
ま
へ
ば
、

（
宿
木
巻
４３９
頁
）

な
ど
に
は
、
女
房
の
萎
え
た
衣
装
に
「
な
つ
か
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
な
ど
単
純
に
マ
イ
ナ
ス
評
価
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
匂
宮
は
、
女
房
の
衣
装
を
新
調
し
て
や
る
わ
け
で
も

な
い
。
さ
す
が
に
薫
は
そ
れ
に
気
付
い
て
、
母
女
三
の
宮
の
と
こ
ろ
で
衣

装
を
調
達
し
、
中
の
君
の
元
に
届
け
て
い
る
。
こ
こ
に
「
よ
ろ
し
き
」

（
無
難
な
）
と
あ
る
の
で
、
薫
が
調
達
し
た
衣
装
は
中
の
君
（
主
人
）
用

で
は
な
く
女
房
用
と
考
え
た
い
。
薫
が
す
ぐ
に
行
動
に
出
て
い
る
の
は
、

男
君
の
救
済
願
望
と
い
う
よ
り
中
の
君
の
後
見
人
的
な
立
場
だ
か
ら
で
あ

ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
薫
の
心
遣
い
に
よ
っ
て
、

若
き
人
々
の
、
御
前
近
く
仕
う
ま
つ
る
な
ど
を
ぞ
、
と
り
わ
き
て
は

つ
く
ろ
ひ
た
つ
べ
き
。
下
仕
ど
も
の
、
い
た
く
萎
え
ば
み
た
り
つ
る

姿
ど
も
な
ど
に
、
白
き
袷
な
ど
に
て
、
掲
焉
な
ら
ぬ
ぞ
な
か
な
か
め

一
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や
す
か
り
け
る
。

（
宿
木
巻
４４０
頁
）

と
、
中
の
君
の
女
房
の
「
萎
え
」
た
衣
装
の
欠
点
は
解
消
し
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
糊
の
き
い
て
い
な
い
「
萎
え
」
た
衣
装
を
着
て

い
る
こ
と
は
、
紫
の
上
と
同
じ
よ
う
に
中
の
君
に
と
っ
て
も
決
し
て
好
ま

し
い
姿
で
は
な
く
、
生
活
不
如
意
の
た
め
に
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
と
読
め
る
。

六
、「
直
衣
」（
萎
装
束
）
の
例

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
萎
（
柔
）
装
束
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

と
い
う
の
も
、
従
来
の
解
釈
は
「
萎
ゆ
」
も
「
な
よ
」
系
も
通
り
一
遍
に

「
糊
気
が
落
ち
て
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

使
い
古
す
こ
と
に
よ
っ
て
糊
気
が
落
ち
て
「
萎
え
」
る
も
の
以
外
に
、
最

初
か
ら
（
新
品
で
も
）「
萎
え
」
て
い
る
や
わ
ら
か
な
衣
装
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
「
直
衣
」
の
例
と
し
て
、

１
な
よ
よ
か
な
る
直
衣
、
し
を
れ
よ
い
ほ
ど
な
る
掻
練
の
袿
一
襲
、

（『
蜻
蛉
日
記
』
２７４
頁
）

２
例
も
清
げ
な
る
人
の
、
練
り
そ
し
た
る
着
て
、
な
よ
よ
か
な
る
直

衣
、
太
刀
ひ
き
佩
き
、

（
同
３２９
頁
）

３
大
納
言
殿
、
桜
の
直
衣
の
す
こ
し
な
よ
ら
か
な
る
に
、
濃
き
紫
の
固

紋
の
指
貫
、
白
き
御
衣
ど
も
、

（『
枕
草
子
』
二
一
段
４９
頁
）

４
御
な
ほ
し
な
ど
の
、
い
た
う
な
え
た
る
し
も
を
か
し
う
見
ゆ
。

（『
和
泉
式
部
日
記
』
３７
頁
）

５
桜
の
直
衣
の
や
や
萎
え
た
る
に
、
指
貫
の
裾
つ
方
す
こ
し
ふ
く
み

て
、

（
若
菜
上
巻
１３９
頁
）

６
大
将
は
、
な
よ
よ
か
な
る
御
直
衣
に
、
唱
歌
し
の
び
や
か
に
笛
吹
き

す
さ
び
つ
つ
、
待
ち
き
こ
え
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。

（
と
り
か
へ
ば
や
物
語
４９０
頁
）

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
１
は
大
納
言
に
昇
進
し
た
兼
家
の
誇
ら
し
げ
な
姿

で
あ
る
。
頭
注
に
は
「
糊
気
が
落
ち
て
し
な
や
か
に
な
っ
て
い
る
直
衣
」

と
あ
る
が
、「
し
を
れ
よ
い
」
と
あ
る
点
、
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
評
価
で
は

な
い
。
次
に
あ
る
「
掻
練
の
袿
」
な
ど
は
、
加
工
し
て
あ
え
て
つ
や
と
柔

ら
か
さ
を
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
直
衣
も
決
し
て
使
い
古
し
や
普

段
着
で
は
な
く
新
品
で
あ
ろ
う（
）。

２
の
遠
度
は
道
綱
母
の
養
女
の
と
こ
ろ
へ
の
求
婚
に
来
て
い
る
の
だ
か

ら
、
衣
装
に
は
か
な
り
神
経
を
使
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
な
よ
よ
か
」

に
し
て
も
「
練
り
そ
し
た
る
」
に
し
て
も
、
や
は
り
使
い
古
し
て
糊
気
が

落
ち
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
精
一
杯
め
か
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
３

一
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の
大
納
言
は
伊
周
の
こ
と
で
あ
る
。
帝
の
御
前
に
参
上
し
て
い
る
折
の
衣

装
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
お
し
ゃ
れ
し
て
参
上
し
て
い
る
と
考
え
て

よ
か
ろ
う
。

４
も
敦
道
親
王
が
お
し
ゃ
れ
し
て
い
る
姿
で
あ
る
か
ら
、
頭
注
に
「
着

慣
れ
て
柔
ら
か
に
な
っ
て
い
る
状
態
」
と
あ
る
の
は
納
得
し
か
ね
る
。
こ

う
い
っ
た
萎
え
た
直
衣
に
マ
イ
ナ
ス
要
素
（
経
済
的
不
如
意
）
は
な
く
、

む
し
ろ
積
極
的
に
美
的
な
着
こ
な
し
を
し
て
い
る
（
プ
ラ
ス
評
価
）
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。
５
は
夕
霧
の
「
う
ち
と
け
姿
」
を
描
写
し
た
も
の
だ

が
、
３
の
伊
周
の
描
写
に
酷
似
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
踏
ま
え
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
６
は
権
中
納
言
が
「
え
な
ら
ず
薫
き
し
め
心
こ
と
な
る

御
直
衣
姿
に
て
参
り
た
ま
へ
り
」（
４９０
頁
）
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
今
大

将
の
方
は
余
裕
の
あ
る
く
つ
ろ
い
だ
姿
で
対
面
す
る
場
面
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
の
中
に
、
着
古
し
た
も
の
（
マ
イ
ナ
ス
要
素
）
は
認
め
が

た
い
。
こ
の
場
合
、「
な
よ
」
系
が
用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
問
題
な
く
プ
ラ

ス
に
受
け
取
れ
る
が
、
４
・
５
は
「
萎
ゆ
」
な
の
で
解
釈
に
混
乱
が
生
じ

る
恐
れ
が
あ
る
。

こ
れ
は
何
も
直
衣
だ
け
で
は
な
く
、「
白
き
御
衣
ど
も
の
な
よ
よ
か
な

る
に
、
直
衣
ば
か
り
を
し
ど
け
な
く
着
な
し
た
ま
ひ
て
」（
帚
木
巻
６１
頁
）

は
く
つ
ろ
い
だ
光
源
氏
の
姿
で
あ
る
が
、
直
衣
の
下
に
着
て
い
る
下
着
も

萎
装
束
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
須
磨
に
下
向
し
た
折
も
、

白
き
綾
の
な
よ
よ
か
な
る
、
紫
苑
色
な
ど
た
て
ま
つ
り
て
、
こ
ま
や

か
な
る
御
直
衣
、
帯
し
ど
け
な
く
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
に

て
、

（
須
磨
巻
２０１
頁
）

と
あ
っ
て
、
直
衣
と
も
ど
も
「
し
ど
け
な
」
い
光
源
氏
の
美
的
形
容
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
資
質
は
息
子
の
夕
霧
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
、「
な
よ
び
た
る
御
衣
ど
も
脱
い
た
ま
う
て
、
心
こ
と
な
る
を
と
り
重

ね
て
た
き
し
め
た
ま
ひ
」（
夕
霧
巻
４７５
頁
）
は
、
夕
霧
が
落
葉
の
宮
を
訪

ね
る
た
め
に
着
替
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新
編
全
集
の
頭
注
二
九
に

は
、「
糊
け
の
と
れ
た
着
物
を
脱
ぎ
替
え
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず

し
も
使
い
古
し
で
は
な
く
萎
装
束
を
着
て
い
た
と
見
た
い
。
ま
た
薫
が
宿

直
人
に
褒
美
で
与
え
た
狩
衣
一
式
も
、

え
な
ら
ぬ
白
き
綾
の
御
衣
の
な
よ
な
よ
と
い
ひ
知
ら
ず
匂
へ
る
を
う

つ
し
着
て
、

（
橋
姫
巻
１５２
頁
）

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
お
古
な
ど
で
は
あ
る
ま
い
。

た
だ
し
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
中
に
、

八
つ
九
つ
ば
か
り
な
る
男
子
、
髪
も
よ
ほ
ろ
ば
か
り
に
て
、
掻
練
の

濃
き
袿
一
襲
、
桜
の
直
衣
の
い
た
う
萎
れ
綻
び
た
る
を
着
て
、

（
楼
の
上
上
巻
４１０
頁
）
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と
あ
る
直
衣
は
、
頭
注
五
に
「
経
済
的
困
窮
の
状
況
を
示
す
」
と
あ
る
。

こ
の
「
萎
れ
」
は
特
殊
だ
が
、
本
来
直
衣
は
童
が
着
用
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
、
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
に
解
釈
し
て
問
題
な
か
ろ
う
。
こ
う
な
る
と

八
宮
の
「
直
衣
の
な
え
ば
め
る
を
着
給
ひ
て
」（
橋
姫
巻
１２３
頁
）
に
し
て

も
、
プ
ラ
ス
の
解
釈
も
可
能
で
あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
『
源
氏
物
語
』
の

「
萎
ゆ
」
は
、
こ
れ
ま
で
一
方
的
に
マ
イ
ナ
ス
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
た

め
に
、
解
釈
が
混
乱
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
今
後
は
「
萎
装
束
」
と
い

う
観
点
か
ら
再
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
、
女
性
の
萎
装
束

男
性
だ
け
で
な
く
女
性
の
衣
装
の
中
に
も
、
プ
ラ
ス
要
素
の
例
が
少
な

く
な
い
。
例
え
ば
『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上
上
巻
の
、

い
と
な
よ
よ
か
な
る
袿
に
、
柳
の
織
物
の
薄
き
織
物
重
ね
て
着
て
居

た
ま
へ
り
。

（
４２７
頁
）

は
、
兼
雅
が
妾
の
小
宰
相
の
君
を
自
邸
に
呼
び
寄
せ
た
場
面
だ
が
、
こ
の

時
小
宰
相
は
精
一
杯
の
晴
れ
着
を
身
に
つ
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
な

る
と
袿
の
「
な
よ
よ
か
」
も
着
古
し
た
も
の
で
な
く
、
萎
装
束
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
原
則
と
し
て
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
マ
イ
ナ
ス
の
「
萎

え
」
と
プ
ラ
ス
の
「
な
よ
」
系
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
源
氏
物
語
』
で
は
明
確
な
使
い
分
け
は
認
め
ら
れ
な

い
。
む
し
ろ
、

白
き
袷
、
薄
色
の
な
よ
よ
か
な
る
を
重
ね
て
、
は
な
や
か
な
ら
ぬ

姿
、
い
と
ら
う
た
げ
に
あ
え
か
な
る
心
地
し
て
、
（
夕
顔
巻
１５７
頁
）

な
ど
は
や
や
マ
イ
ナ
ス
要
素
を
含
み
な
が
ら
も
、
源
氏
は
そ
の
夕
顔
を
美

的
に
評
価
し
て
お
り
、
こ
の
辺
り
に
「
な
よ
」
系
の
二
重
構
造
が
看
取
さ

れ
る
。
た
だ
し
「
な
よ
」
系
は
プ
ラ
ス
評
価
が
多
く
、
紫
の
上
に
つ
い
て

も
、

紅
は
か
う
な
つ
か
し
き
も
あ
り
け
り
と
見
ゆ
る
に
、
無
紋
の
桜
の
細

長
な
よ
よ
か
に
着
な
し
て
、

（
末
摘
花
巻
３０５
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
た
後
だ
か
ら
、
も
は
や
経
済
的

困
難
を
読
み
取
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
明
石
の
君
に
し
て
も
、

白
き
衣
ど
も
の
な
よ
よ
か
な
る
を
あ
ま
た
着
て
、
な
が
め
ゐ
た
る
様

体
、
頭
つ
き
、
後
手
な
ど
、
限
り
な
き
人
と
聞
こ
ゆ
と
も
か
う
こ
そ

は
お
は
す
ら
め
と
人
々
も
見
る
。

（
薄
雲
巻
４３２
頁
）

と
あ
る
。
富
を
象
徴
す
る
明
石
一
族
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
着
古
し
た
衣

装
と
は
考
え
に
く
い
。

な
お
『
枕
草
子
』
の
、
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白
き
単
衣
、
な
よ
ら
か
な
る
に
、
袴
よ
き
ほ
ど
に
て
、
紫
苑
の
衣

の
、
い
と
あ
て
や
か
な
る
を
ひ
き
か
け
、

（
一
八
一
段
３１８
頁
）

は
病
気
の
女
性
の
描
写
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
萎
装
束
の
下
着
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
「
よ
き
」「
あ
て
や
か
」
と
美
的
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
積
極
的
に
プ
ラ
ス
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
病
に
臥
し
て
い
る
柏
木

も
、

白
き
衣
ど
も
の
、
な
つ
か
し
う
な
よ
よ
か
な
る
を
あ
ま
た
重
ね
て
、

衾
ひ
き
か
け
て
臥
し
た
ま
へ
り
。

（
柏
木
巻
３１４
頁
）

と
描
写
さ
れ
て
い
た
。
男
女
を
問
わ
ず
下
着
は
白
く
て
柔
ら
か
な
萎
装
束

と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
（
む
し
ろ
類
型
的
で
も
あ
る
）。

こ
こ
ま
で
き
て
「
な
よ
」
系
と
「
な
つ
か
し
」
の
結
び
つ
き
に
気
付
い

た（
）。
前
に
あ
げ
た
紫
の
上
の
用
例
（
末
摘
花
巻
３０５
頁
）
や
中
の
君
の

用
例
（
４３６
頁
）
も
含
め
て
、
こ
れ
が
親
近
感
を
増
し
て
い
る
要
素
で
あ
ろ

う
。
他
に
『
夜
の
寝
覚
』
で
も
帝
が
ま
さ
こ
君
に
つ
い
て
、「
い
と
つ
や

や
か
に
、
な
つ
か
し
く
、
な
よ
よ
か
な
る
気
は
ひ
、
手
あ
た
り
」（
夜
の

寝
覚
３２５
頁
）
と
、
母
寝
覚
の
上
を
想
起
し
て
い
る
。

ま
た
『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
『
思
は
ぬ
方
に
泊
り
す
る
少
将
』
で
は

姉
君
の
こ
と
が
、「
薄
色
の
な
よ
よ
か
な
る
が
、
い
と
し
み
深
う
、
な
つ

か
し
き
ほ
ど
な
る
を
」（
思
は
ぬ
方
に
泊
り
す
る
少
将
４６４
頁
）
と
描
か
れ

て
い
る
。「
な
よ
」
系
は
衣
装
の
描
写
を
超
え
て
、
そ
の
人
の
性
質
や
様

態
と
も
重
な
る
こ
と
で
、
見
る
人
に
「
な
つ
か
し
」
さ
を
呼
び
起
こ
す
特

殊
な
美
的
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
か
藤
壺
や
葵
の
上

な
ど
の
最
上
級
の
女
性
に
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
や
や
身
分
の
低
い
女

性
の
例
が
多
い
。
紫
の
上
に
し
て
も
、
成
長
し
た
後
は
用
い
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。ま

と

め

以
上
、「
萎
ゆ
」
及
び
「
な
よ
」
系
の
語
に
つ
い
て
、
用
例
の
多
い

『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
本
来
的
に
「
萎
ゆ
」
は
経
済

的
不
如
意
（
マ
イ
ナ
ス
）
の
象
徴
で
あ
り
、
継
子
苛
め
的
な
要
素
を
内
包

し
て
い
る
場
合
は
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。
ま
た
垣
間
見
場
面
で
は
、
本

人
の
目
線
と
い
う
以
上
に
語
り
手
の
介
入
が
あ
り
、「
萎
ゆ
」
が
男
性
の

救
済
願
望
を
刺
激
す
る
こ
と
で
、
恋
物
語
展
開
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
機

能
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
経
済
的
に
豊
か

な
人
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
、
従
来
の
よ
う
に
「
着
古
し
て
糊
気
が
落

ち
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
萎
装
束
と
し
て
し
な

や
か
に
作
ら
れ
た
衣
装
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
、
解
釈
の
矛
盾
を
解
消
し
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て
み
た
。
そ
の
代
表
が
男
性
の
直
衣
や
女
性
の
下
着
で
あ
り
、
む
し
ろ

「
萎
え
」
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
柔
ら
か
な
こ
と
が
プ
ラ
ス
評
価
さ
れ
て

い
る
。

そ
う
な
る
と
、
強
装
束
が
使
い
古
さ
れ
る
こ
と
で
糊
気
が
取
れ
て
「
萎

ゆ
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
か
、
も
と
も
と
萎
装
束
な
の
で
柔
ら
か
い
の
か

を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
特
に
「
萎
ゆ
」
と
語
源
が
等

し
い
と
さ
れ
る
「
な
よ
」
系
の
語
は
、
プ
ラ
ス
の
意
味
を
担
当
し
て
い
る

場
合
が
多
か
っ
た
。
さ
ら
に
「
な
つ
か
し
」
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
親
し

み
や
す
さ
を
表
わ
す
美
的
形
容
と
し
て
、
女
流
文
学
で
新
た
な
意
味
を
付

与
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
紫
の
上
や
八
宮
一
家
の
用
例
は
、
そ

の
こ
と
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
そ
の
二
重
構
造
を
見
極
め
る
必
要
が
あ

り
そ
う
だ
。

『
源
氏
物
語
』
は
「
萎
ゆ
」
や
「
な
よ
」
系
の
語
を
多
用
し
た
だ
け
で

な
く
、
従
来
と
は
異
な
る
新
た
な
用
法
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
物
語
展
開

の
契
機
と
し
て
活
用
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
は
そ
の
二
重
性
を
読
み
取
れ

な
か
っ
た
た
め
に
、
解
釈
が
混
乱
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
「
源
氏
物
語
大
成
」
の
校
異
編
で
本
文
異
同
を
調
べ
て
み
た
と
こ

ろ
、「
な
れ
た
る
」
は
青
表
紙
の
御
物
本
・
河
内
本
と
な
っ
て
い
た
。

確
か
に
「
な
れ
た
る
」
で
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
「
萎
」
を

「
な
れ
」
と
読
ん
だ
例
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
。

（
２
）
久
保
香
珠
氏
「
平
安
和
文
資
料
に
お
け
る
「
な
よ
」
系
派
生
語
彙

の
語
義
比
較
│
な
よ
な
よ
・
な
よ
よ
か
・
な
よ
ら
か
・
な
よ
び
か

│
」
人
文
１３
・
平
成
２７
年
３
月
、
細
井
富
久
子
氏
「「
な
よ
び
か
な

り
」
に
つ
い
て
│
源
氏
物
語
を
主
と
し
て
│
」
山
脇
学
園
短
期
大
学

紀
要
１３
・
昭
和
５０
年
１１
月
参
照
。
細
井
氏
は
「
な
よ
ぶ
」「
な
よ
び

か
」
に
つ
い
て
、
紫
式
部
（『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』）
に
よ

っ
て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
３
）
「
萎
ゆ
」
は
上
代
の
作
品
（『
古
事
記
』・『
風
土
記
』・『
万
葉

集
』）
に
も
用
例
が
認
め
ら
れ
る
が
、「
な
ゆ
」
で
は
な
く
「
し
な

ゆ
」
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
回
の
調
査
の
対
象
に
は
含
ま
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
明
石
巻
の
「
し
な
え
」
も
除
外
し
て
い
る
。

（
４
）
「
な
や
や
か
」
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
一
例
の
み
し
か
見
当
た
ら

な
い
の
で
、「
な
よ
よ
か
」
の
誤
写
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は

『
住
吉
物
語
』
の
「
な
え
ら
か
」
と
同
じ
く
中
世
語
で
あ
ろ
う
か
。

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
「
な
よ
よ
か
」
項
で
は
、「「
な
よ
ら
か
」

「
な
え
よ
か
」「
な
え
や
か
」「
な
え
ら
か
」「
な
よ
や
か
」「
な
や
や
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か
」
な
ど
の
語
形
が
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
の
「
な
よ
や
か
」
項
の
語
誌
で
は
、「「
な
よ
ら

か
」
と
「
な
よ
よ
か
」
に
関
し
て
は
、
現
存
の
写
本
で
は
「
な
よ
ら

か
」
は
僅
か
で
、
大
部
分
が
ナ
ヨ
ヨ
カ
と
あ
る
。「
ら
」
と
繰
り
返

し
記
号
の
「
ゝ
」
と
は
、
誤
写
・
誤
認
さ
れ
て
混
同
さ
れ
や
す
い
こ

と
を
考
慮
す
る
と
、
両
語
は
も
と
も
と
一
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
久
保
氏
は
、「
語

の
誕
生
の
経
緯
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
も
、
生
み
出
さ
れ
た
あ
と
に
つ

い
て
い
え
ば
、
こ
の
二
語
は
『
源
氏
』
や
『
寝
覚
』
等
で
は
あ
る
程

度
の
使
い
分
け
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
、
別
の
二
語
と
認
定
さ
れ
て
い

た
と
解
釈
さ
れ
る
。」
と
分
析
し
て
お
ら
れ
る
（
注
（
２
）
参
照
）。

（
５
）
五
十
嵐
正
貴
氏
「
宇
治
十
帖
に
お
け
る
〈
痩
身
と
萎
え
た
衣
〉」

『
源
氏
物
語
の
時
空
│
王
朝
文
学
新
論
│
』（
笠
間
書
院
）
平
成
９
年

１０
月

（
６
）
吉
海
直
人
「
少
納
言
の
乳
母
」『
源
氏
物
語
の
乳
母
学
』（
世
界
思

想
社
）
平
成
２０
年
９
月

（
７
）
吉
海
直
人
「『
住
吉
物
語
』
の
「
小
袿
」」『『
住
吉
物
語
』
の
世

界
』（
新
典
社
選
書
）
平
成
２３
年
５
月

（
８
）
吉
海
直
人
「『
住
吉
物
語
』
の
「
藤
」
と
「
桜
」」『『
住
吉
物
語
』

の
世
界
』（
新
典
社
選
書
）
平
成
２３
年
５
月

（
９
）
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
萎
え
ば
む
」
全
９
例
の
分
布
は
、
初

音
巻
１
例
・
野
分
巻
１
例
・
橋
姫
巻
３
例
・
宿
木
巻
３
例
・
東
屋
巻

１
例
と
な
っ
て
お
り
、
確
か
に
宇
治
十
帖
に
用
例
が
偏
っ
て
い
る
。

（

）
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
「
な
り
を
う
ち
見
れ
ば
、
い
た
う
し
ほ
な
え

た
り
」（
３１０
頁
）
と
い
う
「
萎
ゆ
」
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
着
古
し

て
よ
れ
よ
れ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
で
、『
蜻
蛉
日
記
』

で
も
「
萎
ゆ
」
と
「
な
よ
よ
か
」
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

（

）
「
な
つ
か
し
」
の
多
様
性
は
吉
海
直
人
「
嗅
覚
の
「
な
つ
か
し
」

│
『
源
氏
物
語
』
空
蝉
の
例
を
起
点
と
し
て
│
」
日
本
文
学
論
究
７１

・
平
成
２４
年
３
月
（「「
な
つ
か
し
」
と
結
び
つ
く
香
り
」『『
源
氏
物

語
』「
後
朝
の
別
れ
」
を
読
む
』（
笠
間
書
院
）
平
成
２８
年
１２
月
所

収
）
参
照
。
視
覚
・
嗅
覚
以
外
に
触
覚
の
「
な
つ
か
し
」
も
認
め
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。
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