
〔
要
旨
〕
本
論
は
『
源
氏
物
語
』
の
時
間
表
現
論
の
一
環
と
し
て
、
賢
木

巻
に
お
け
る
源
氏
と
六
条
御
息
所
の
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
場
面
を
取
り

上
げ
、「
夕
月
夜
」
か
ら
「
暁
」
に
至
る
ま
で
の
時
間
の
経
過
を
丹
念
に

読
み
解
い
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
「
夕
月
夜
」
が
「
暁
闇
」
の
伏
線
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、「
明
け
ゆ
く
」
を
ま
だ
暗
い
時
間
帯
と
し
て

論
じ
て
み
た
。

〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
賢
木
巻
・
暁
の
別
れ
・
野
宮
・
六
条
御
息
所
・
時
間
表
現

は
じ
め
に

賢
木
巻
は
、『
源
氏
物
語
』
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い

る
非
常
に
重
要
な
巻
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
巻
に
は
桐
壺
院
の
崩
御
や
藤

壺
の
出
家
な
ど
、
源
氏
の
人
生
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
重
要
な
要
素

（
事
件
）
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
賢
木
巻
に
は
、
二
つ
の
「
暁
の
別
れ
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
つ

は
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
別
れ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
源
氏
と
六
条
御
息
所

と
の
別
れ
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
こ
こ
に
も
う
一
つ
、
源
氏
と
藤
壺
の

「
暁
の
別
れ
」
を
加
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
「
暁
の
別
れ
」

の
体
裁
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
重
要
で
は
あ
る
も
の
の
こ
こ
で
一
緒
に

論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
論
で
は
、
嵯
峨
野
（
野
宮
）
に
お
け
る
六
条
御
息
所
と
源
氏
の
特
殊

な
別
れ
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
な
お
賢
木
巻
と
い
う
の
は
、

神
社
と
縁
の
あ
る
神
の
木
「
榊
」（
国
字
）
が
巻
名
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
源
氏
が
御
息
所
に
榊
の
枝
を
渡
し
て
歌
の
贈
答
を
す
る
と
こ

ろ
か
ら
の
命
名
な
の
で
、
こ
の
場
面
が
賢
木
巻
で
一
番
重
要
な
と
こ
ろ
と

い
え
る
。

『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
に
お
け
る
六
条
御
息
所
と
の
「
暁
の
別
れ
」吉

海

直
人

一



一
、
野
宮
の
別
れ

最
初
に
少
し
ば
か
り
賢
木
巻
の
概
略
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
前
巻
・

葵
巻
で
源
氏
の
父
桐
壺
帝
が
譲
位
さ
れ
、
弘
徽
殿
腹
の
兄
・
一
の
皇
子

（
皇
太
子
）
が
即
位
し
て
朱
雀
帝
と
な
る
。
こ
れ
を
契
機
に
源
氏
の
政
治

的
不
遇
が
始
ま
る
。
そ
れ
で
も
桐
壺
院
が
存
命
で
あ
る
う
ち
は
ま
だ
良
か

っ
た
。
そ
れ
は
桐
壺
院
が
い
わ
ゆ
る
院
政
を
敷
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
桐
壺
院
が
賢
木
巻
で
崩
御
さ
れ
、
さ
ら
に
新
皇
太
子
（
後
の
冷
泉

帝
）
の
母
・
藤
壺
中
宮
も
出
家
し
て
し
ま
う
。
政
権
は
葵
の
上
の
父
左
大

臣
側
か
ら
朱
雀
帝
の
外
戚
と
な
っ
た
右
大
臣
側
に
移
り
、
頼
み
の
左
大
臣

も
致
仕
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
源
氏
の
昇
進
は
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま

い
、
源
氏
に
と
っ
て
は
面
白
く
な
い
日
々
が
続
い
た
。

葵
巻
の
天
皇
譲
位
に
伴
っ
て
斎
宮
の
交
代
が
行
わ
れ
た
。
六
条
御
息
所

の
娘
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
、
野
宮
で
精
進
潔
斎
の
日
を
過
ご
す
。
そ
の
後

で
伊
勢
に
下
向
す
る
わ
け
だ
が
、
続
く
賢
木
巻
で
は
そ
の
こ
と
が
、

斎
宮
の
御
下
り
近
う
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
御
息
所
も
の
心
細
く
思
ほ

す
。

（
新
編
全
集
８３
頁
）

と
語
ら
れ
る
。
前
巻
の
葵
巻
の
車
争
い
で
屈
辱
を
受
け
た
御
息
所
は
、
生

霊
と
な
っ
て
出
産
直
後
の
葵
の
上
を
取
り
殺
し
た
。
そ
の
折
、
物
の
怪
と

な
っ
た
姿
を
源
氏
に
見
ら
れ
た
御
息
所
は
、
も
は
や
源
氏
と
の
関
係
は
修

復
不
能
と
判
断
し
、
自
ら
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
娘
に
従
っ
て
伊
勢
へ
下
向

す
る
こ
と
を
決
意
す
る
も
の
の
、
そ
の
内
心
は
揺
れ
て
い
た
。
源
氏
に
し

て
も
、
葵
の
上
に
憑
依
し
た
御
息
所
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
で
、
御

息
所
へ
の
愛
情
は
も
は
や
完
全
に
冷
え
切
っ
て
い
た
。
残
っ
て
い
る
の

は
、
い
か
に
御
息
所
と
美
し
く
別
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
も
物
語
で
は
大

事
な
要
素
な
の
だ
。

し
か
し
源
氏
は
な
か
な
か
動
か
な
か
っ
た
。
斎
宮
の
伊
勢
下
向
予
定
日

が
目
前
に
迫
っ
た
九
月
七
日
、
源
氏
は
よ
う
や
く
重
い
腰
を
あ
げ
、
六
条

御
息
所
と
の
最
後
の
面
会
の
た
め
に
野
宮
（
嵯
峨
野
）
を
訪
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
面
会
（
別
れ
の
挨
拶
）
だ
け
で
は
済
ま
な
か
っ
た
。
と
い
う

の
も
、
源
氏
が
野
宮
（
神
域
）
で
一
夜
を
過
ご
し
た
か
ら
で
あ
る
。
本
文

に
は
ま
ず
、

野
宮
に
参
で
た
ま
ふ
。
九
月
七
日
ば
か
り
な
れ
ば
、
む
げ
に
今
日
明

日
と
思
す
に
、
女
方
も
心
あ
わ
た
た
し
け
れ
ど
、
立
ち
な
が
ら
と
、

た
び
た
び
御
消
息
あ
り
け
れ
ば
、
い
で
や
と
は
思
し
わ
づ
ら
ひ
な
が

ら
、
い
と
あ
ま
り
埋
れ
い
た
き
を
、
物
越
し
ば
か
り
の
対
面
は
と
、

人
知
れ
ず
待
ち
き
こ
え
た
ま
ひ
け
り
。

（
８４
頁
）
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と
書
か
れ
て
い
る
。
御
息
所
は
源
氏
か
ら
の
面
会
申
し
入
れ
を
拒
否
し
つ

つ
も
、
源
氏
か
ら
の
度
々
の
消
息
を
見
て
、
内
心
で
は
「
人
知
れ
ず
待
ち

き
こ
え
た
ま
ひ
け
り
」
と
、
秘
か
に
源
氏
の
来
訪
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。

そ
の
こ
と
は
、
源
氏
の
提
案
し
た
せ
め
て
「
立
ち
な
が
ら
」
で
も
と
い
う

他
人
行
儀
な
対
面
が
、「
物
越
し
ば
か
り
」
に
変
化
（
許
容
）
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
滞
在
時
間
が
長
く
な
っ
た
。

「
立
ち
な
が
ら
」
と
い
う
の
は
、
病
気
見
舞
い
と
か
物
忌
み
の
折
の
や

り
方
で
あ
る
。
夕
顔
巻
で
死
に
穢
れ
た
源
氏
は
「
立
ち
な
が
ら
こ
な
た
に

入
り
た
ま
へ
」（
１７３
頁
）
と
い
っ
て
頭
中
将
と
面
会
し
て
い
る
。「
物
越

し
」
と
い
う
の
は
、
御
簾
な
ど
を
隔
て
て
の
や
や
他
人
行
儀
な
対
面
の
こ

と
で
あ
り
、
末
摘
花
巻
で
も
源
氏
と
の
面
会
に
「
物
越
し
に
て
聞
こ
え
た

ま
は
む
」（
２８０
頁
）
と
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
「
立
ち
な
が
ら
」

よ
り
は
ず
っ
と
ま
し
で
あ
る
。
二
人
は
表
向
き
儀
礼
的
な
対
面
の
中
で
、

複
雑
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
一
夜
を
過
ご
し
て
別
れ
る
。
本
論
で
は
そ
の

「
暁
の
別
れ
」
の
描
写
を
あ
ら
た
め
て
分
析
し
て
み
た
い
。

二
、『
源
氏
物
語
』
の
名
文
中
の
名
文

従
来
、
源
氏
は
忍
び
歩
き
の
折
に
は
五
、
六
人
の
従
者
を
伴
っ
て
い
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
今
回
は
「
大
将
の
君
」
と
い
う
高
い
身
分
に
ふ
さ
わ

し
く
、「
睦
ま
じ
き
御
前
十
余
人
ば
か
り
、
御
随
身
」（
８５
頁
）
六
名
と
い

う
少
な
か
ら
ぬ
供
を
従
え
て
い
た
（
そ
の
中
に
惟
光
や
良
清
が
含
ま
れ
て

い
る
か
ど
う
か
は
不
明
）。
そ
れ
は
も
は
や
「
忍
び
歩
き
」
と
は
呼
べ
な

い
供
揃
え
の
数
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
源
氏
一
行
が
嵯
峨
野
に
近
づ
く
と
こ
ろ
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で

も
名
文
中
の
名
文
と
さ
れ
て
い
る
文
章
が
道
行
風
に
語
ら
れ
て
い
る
。

は
る
け
き
野
辺
を
分
け
入
り
た
ま
ふ
よ
り
、
い
と
も
の
あ
は
れ
な

り
。
秋
の
花
み
な
お
と
ろ
へ
つ
つ
、
浅
茅
が
原
も
か
れ
が
れ
な
る
虫

ね
の
音
に
、
松
風
す
ご
く
吹
き
あ
は
せ
て
、
そ
の
こ
と
と
も
聞
き
わ
か

れ
ぬ
ほ
ど
に
、
物
の
音
ど
も
絶
え
だ
え
聞
こ
え
た
る
、
い
と
艶
な

り
。

（
８５
頁
）

本
文
に
「
秋
の
花
」
と
あ
る
。「
春
の
七
草
」（
七
草
粥
）
が
食
用
の
植

物
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
秋
の
七
草
」
は
観
賞
用
の
植
物
で
あ
る
、
そ

の
中
の
「
女
郎
花
」
が
『
古
今
集
』
以
来
、
嵯
峨
野
の
代
表
的
な
秋
の
花

と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
旧
暦
九
月
七
日
と
い
え
ば
、
秋
の
紅
葉
が
よ

う
や
く
彩
り
を
添
え
始
め
る
頃
な
の
で
、
晩
秋
に
は
多
少
間
が
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
「
秋
の
花
み
な
お
と
ろ
へ
つ
つ
」
と
、

む
し
ろ
冬
枯
れ
の
荒
涼
た
る
風
景
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
新
編
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全
集
頭
注
一
七
に
も
、「
以
下
の
情
景
は
、
九
月
上
旬
よ
り
も
冬
枯
れ
に

近
い
感
じ
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
な
ど
異
常
気
象
、
あ
る
い

は
暦
の
ず
れ
な
ど
で
説
明
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
季
節
の
ず
れ
に
注
目
す
る
と
、
ど
う
や
ら
源
氏
が
「
分
け
入
」
っ

て
い
る
の
は
、
表
向
き
雑
草
を
か
き
分
け
て
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
な

が
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
御
息
所
の
心
の
中
に
分
け
入
る
意
味
も
含
ま
れ
て

い
る
。
源
氏
は
嵯
峨
野
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
既

に
御
息
所
の
心
象
風
景
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
新
編
全
集

の
頭
注
一
九
に
も
、「
こ
の
あ
た
り
不
毛
の
意
の
心
象
風
景
」
と
記
さ
れ

て
い
る
し
、「
嵯
峨
野
の
秋
色
は
、
も
の
思
う
人
御
息
所
の
心
象
の
風
景

で
も
あ
る
。
源
氏
の
気
持
は
お
の
ず
か
ら
引
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
」（
８６
頁
）

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
荒
涼
と
し
て
い
る
の
は
、
嵯
峨
野
の
情

景
と
い
う
よ
り
御
息
所
の
心
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
情
景

一
致
の
描
写
は
、
桐
壺
巻
の
野
分
章
段
な
ど
『
源
氏
物
語
』
に
し
ば
し
ば

用
い
ら
れ
て
い
る
手
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
続
い
て
、
野
宮
の
方
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
琴
の
音
」
に
注
目

し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
視
覚
的
な
荒
涼
と
し
た
風
景
は
、「
か
れ
が
れ
」

（
草
枯
れ
・
虫
の
声
嗄
れ
）
と
い
う
掛
詞
（
韻
文
的
技
法
）
に
よ
っ
て
、

た
ち
ま
ち
聴
覚
世
界
へ
と
一
転
し
て
い
る
。
さ
ら
に
聴
覚
に
し
て
も
「
虫

の
声
」
は
「
松
風
の
音
」
へ
、
そ
し
て
「
琴
の
音
」
へ
と
自
然
か
ら
人
事

に
移
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
短
い
文
章
で
あ
り
な
が
ら
、
見
事
な
転
換
の
筆

致
で
あ
る
。
し
か
も
「
松
風
の
音
」「
物
の
音
」
に
は
、
村
上
天
皇
妃
で

あ
っ
た
斎
宮
女
御
（
徽
子
）
が
嵯
峨
野
で
詠
じ
た
、

琴
の
音
に
峰
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
緒
よ
り
調
べ
そ
め
け
ん

（『
拾
遺
集
』
四
五
一
番
）

が
引
歌
と
し
て
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
斎
宮
女
御
は
自
ら
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
、
斎
宮
を
勤
め
あ
げ
た
後
で

村
上
天
皇
の
後
宮
に
入
内
し
た
だ
け
で
な
く
、
斎
宮
と
な
っ
た
娘
（
規
子

内
親
王
）
と
一
緒
に
伊
勢
へ
下
向
し
た
経
験
も
あ
る
の
で
、
御
息
所
の
モ

デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
本
文
に
は
「
親
添
ひ
て
下
り
た
ま
ふ

例
も
こ
と
に
な
け
れ
ど
」（
８３
頁
）
と
あ
る
が
、
史
実
と
し
て
は
斎
宮
女

御
本
人
の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
琴
の
音
に
」
歌
な
ど
、
詞
書
に
「
野
宮

に
斎
宮
の
庚
申
し
侍
り
け
る
に
、
松
風
入
夜
琴
と
い
ふ
題
を
よ
み
侍
り
け

る
」
と
あ
っ
て
、
ま
さ
に
嵯
峨
野
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
踏

ま
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
松
風
が
寂
し
く
吹
き
、
そ
の
風
に
乗
っ
て
遠
く
か

ら
琴
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
た
だ
遠
く
か
ら
「
琴
の
音
」
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
は
な
か

っ
た
。
御
息
所
は
源
氏
が
来
訪
す
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
そ
の

四



時
間
を
見
計
ら
っ
て
琴
を
弾
い
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
琴

の
音
」
は
、
源
氏
を
野
宮
深
く
へ
と
、
そ
し
て
御
息
所
の
も
と
へ
と
い
ざ

な
う
御
息
所
か
ら
の
シ
グ
ナ
ル
で
も
あ
っ
た
の
だ（
�
）。
そ
の
「
琴
の
音
」

に
吸
い
寄
せ
ら
れ
絡
め
と
ら
れ
る
よ
う
に
、
源
氏
は
野
宮
に
分
け
入
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
最
初
は
い
や
い
や
出
向
い
た
源
氏
だ
っ
た
が
、
こ
の
名

文
を
通
過
す
る
こ
と
で
、
恋
人
の
と
こ
ろ
に
向
か
う
男
性
へ
と
変
貌
し
て

い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

三
、
夕
月
夜

さ
て
、
源
氏
一
行
が
野
宮
に
到
着
す
る
と
、

は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
夕
月
夜
に
、
う
ち
ふ
る
ま
ひ
た
ま
へ
る

さ
ま
に
ほ
ひ
似
る
も
の
な
く
め
で
た
し
。

（
賢
木
巻
８７
頁
）

と
、
折
か
ら
夕
方
の
月
（
半
月
）
が
源
氏
の
姿
を
美
し
く
照
ら
し
出
し
た

（
ま
た
視
覚
世
界
に
戻
っ
て
い
る
）。
こ
れ
に
関
し
て
新
編
全
集
の
頭
注
一

六
に
は
、「
上
旬
の
月
で
、
夕
方
か
ら
出
る
。
物
語
で
は
、
恋
の
訪
問
の

場
面
に
多
用
さ
れ
る
」
と
示
唆
的
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
夕
月
夜
」
が
恋
の
訪
問
場
面
に
多
用
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
は
首
肯
で

き
る
が
、
七
日
の
月
が
「
夕
方
か
ら
出
る
」
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
月
の
出
を
調
べ
て
み
る
と
、
旧
暦
七
日
の
月
は
も
っ
と
ず
っ
と
早

く
、
既
に
お
昼
に
は
出
て
い
る
と
あ
っ
た
。
そ
う
で
な
い
と
明
け
方
以
前

に
沈
む
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

も
ち
ろ
ん
明
る
い
う
ち
は
太
陽
の
光
に
押
さ
れ
て
目
立
た
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
、
夕
方
に
な
っ
て
日
が
翳
っ
た
こ
と
で
、
月
の
光
は
輝
き
と
存
在

感
を
増
し
た
。
こ
こ
で
は
源
氏
の
美
し
い
姿
を
映
し
出
す
効
果
的
な
照
明

と
し
て
、
巧
妙
に
「
夕
月
夜
」
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
見
た
い
（
た
だ
し

そ
ん
な
に
明
る
い
は
ず
は
な
い
）。
と
す
れ
ば
源
氏
は
そ
の
効
果
を
承
知

の
上
で
、
到
着
時
間
ま
で
計
算
し
て
や
っ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
源

氏
に
し
て
も
演
出
効
果
を
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
そ
の
時
の
源
氏
の
衣
装
は
、

こ
と
ご
と
し
き
姿
な
ら
で
、
い
と
う
忍
び
た
ま
へ
れ
ど
、
こ
と
に
ひ

き
つ
く
ろ
ひ
た
ま
へ
る
御
用
意
い
と
め
で
た
く
見
え
た
ま
へ
ば
、

（
８５
頁
）

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
新
編
全
集
の
頭
注
二
四
に
は
「
外
見
を
や
つ

し
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
心
は
こ
ま
や
か
に
行
き
届
い
て
い
る
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
「
忍
び
歩
き
」
と
見
る
こ
と
で
、
服
装
を
や
つ
し
て
い
る
と

解
釈
し
て
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
こ
と
に
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
」

は
、
決
し
て
心
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
な
に
し
ろ
相
手
が
ハ
イ
セ
ン
ス
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な
御
息
所
で
あ
る
し
、
こ
れ
が
最
後
の
対
面
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
源
氏
は
精
一
杯
セ
ン
ス
の
い
い
も
の
を
身
に
付
け
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。「
忍
び
歩
き
」
と
い
う
判
断
は
、
お
供
の
人
数
か
ら
し
て

同
意
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
源
氏
に
対
す
る
称
賛
は
、
帰
り
際
に
も
「
ほ
の
見
た
て
ま
つ
り
た

ま
へ
る
月
影
の
御
容
貌
、
な
ほ
と
ま
れ
る
匂
ひ
」（
９０
頁
）
と
あ
る
。
こ

の
記
述
か
ら
、
源
氏
は
衣
装
に
香
を
焚
き
こ
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
こ
こ
に
「
月
影
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
を
安

易
に
帰
り
際
に
出
て
い
る
月
と
見
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ

以
前
に
「
月
も
入
り
ぬ
る
に
や
」（
８８
頁
）
と
あ
っ
て
、
と
っ
く
に
月
は

沈
ん
で
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
す
が
に
新
編
全
集
の
頭
注
七
で

は
、「
七
日
ご
ろ
の
月
の
入
り
は
早
く
、
夜
半
の
う
ち
に
没
す
る
」（
同

頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
前
述
の
「
夕
方
か
ら
出
る
」
月
と
は
矛

盾
す
る
）。
と
い
う
こ
と
は
、
辺
り
は
真
っ
暗
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
前
に
「
夕
月
夜
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。

「
夕
月
夜
」
と
「
暁
闇
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
古
く
『
万
葉
集
』
に
、

夕
月
夜
暁
闇
の
朝
影
に
わ
が
身
は
な
り
ぬ
な
れ
を
思
ふ
が
に

（
二
六
六
四
番
）

夕
月
夜
暁
闇
の
お
ほ
ほ
し
く
見
し
人
ゆ
ゑ
に
恋
わ
た
る
か
な

（
三
〇
〇
三
番
）

な
ど
と
歌
わ
れ
て
い
た
。
夕
月
夜
と
暁
闇
が
セ
ッ
ト
（
対
）
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
以
上
に
、「
夕
月
夜
」
は
「
暁
闇
」
の
枕
詞
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
要
す
る
に
夕
方
に
月
が
出
て
い
る
時
は
、
必
然
的
に
暁
に
は
月
が

沈
ん
で
暗
闇
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
暁
の
始
ま
り
は
午
前
三
時
な

の
で
、
も
と
も
と
あ
た
り
は
真
っ
暗
だ
っ
た
。
そ
の
時
刻
の
唯
一
の
自
然

照
明
が
有
明
の
月
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
下
旬
の
月
で
は
可
能
で
あ
っ
て

も
、
上
旬
の
月
は
早
く
沈
む
の
で
「
暁
闇
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
歌
の

「
朝
影
」
は
暁
後
半
（
夜
明
け
）
の
か
細
い
光
で
あ
ろ
う
か
。

『
万
葉
集
』
の
「
夕
月
夜
」
が
「
暁
闇
」
の
枕
詞
に
な
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、『
源
氏
物
語
』
に
「
夕
月
夜
」
は
七
例
あ
る
が（
�
）、
和
歌
の
用

例
は
一
例
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
は
「
夕
月
夜
」
を
散
文

化
す
る
中
で
、
恋
の
訪
問
場
面
に
使
用
し
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
蓬

生
巻
で
は
、「
艶
な
る
ほ
ど
の
夕
月
夜
」（
３４４
頁
）
に
源
氏
は
花
散
里
を
訪

れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
藤
裏
葉
巻
で
は
、「
七
日
の
夕
月
夜
」（
４３９

頁
）
に
夕
霧
と
雲
居
雁
が
逢
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
恋
人
の
元
を
訪
れ
る

時
間
が
「
夕
月
夜
」
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
さ
り
げ
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
「
夕
月
夜
」
か
ら
、
読
者
は
そ

う
い
っ
た
対
極
的
な
情
報
ま
で
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
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『
源
氏
物
語
』
を
読
む
と
い
う
の
は
、
単
に
あ
ら
す
じ
を
知
る
だ
け
で
は

な
く
、
こ
う
い
っ
た
読
み
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
情
報
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
一
方
で
は
楽
し
い
読
み
解
き
作
業
で
も
あ
っ

た
。

四
、
榊
の
憚
り

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
前
述
の
「
月
影
の
御
容
貌
」
を
考
え
る
と
、
こ

れ
は
帰
り
際
の
源
氏
の
様
子
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
は
夕

月
夜
に
浮
か
び
上
が
っ
た
昨
夜
の
「
う
ち
ふ
る
ま
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
に
ほ

ひ
似
る
も
の
な
く
め
で
た
し
」
と
い
う
源
氏
の
姿
を
回
想
・
反
芻
し
て
い

る
と
解
釈
し
た
い
。
な
お
清
水
好
子
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
月
影
の
御
容

貌
」
と
い
う
複
合
表
現
は
こ
れ
以
前
に
見
ら
れ
ず
、
紫
式
部
の
造
語
と
の

こ
と
で
あ
る（
�
）。

源
氏
が
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
振
舞
っ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
物

語
は
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
源
氏
の
美
し
い
姿
を
月
明

か
り
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
を
御
息
所
側
に
効
果
的
・
印
象

的
に
見
せ
付
け
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
や
は
り
源
氏
は
や
つ
し
た
服

装
で
は
な
か
っ
た
と
読
み
た
い
。

そ
う
い
っ
た
効
果
的
な
登
場
の
後
、
源
氏
は
簀
子
に
上
が
り
、
廂
に
い

る
御
息
所
と
御
簾
越
し
に
対
面
す
る
。
こ
れ
が
先
の
「
物
越
し
」
の
対
面

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
女
房
た
ち
は
気
を
き
か
し
て
退
出
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
源
氏
は
、
ど
こ
で
用
意
し
た
の
か
榊
を
一
枝
中
に
差
し
入
れ

て
言
葉
を
か
け
る
。

榊
を
い
さ
さ
か
折
り
て
持
た
ま
へ
り
け
る
を
さ
し
入
れ
て
、「
変
ら

ぬ
色
を
し
る
べ
に
て
こ
そ
、
斎
垣
も
越
え
は
べ
り
に
け
れ
。
い
と
心

憂
く
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

神
垣
は
し
る
し
の
杉
も
な
き
も
の
を
い
か
に
ま
が
へ
て
折
れ
る

さ
か
き
ぞ

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

少
女
子
が
あ
た
り
と
思
へ
ば
榊
葉
の
香
を
な
つ
か
し
み
と
め
て

こ
そ
折
れ

（
８７
頁
）

す
る
と
御
息
所
の
方
か
ら
『
古
今
集
』
所
収
の
「
我
が
庵
は
三
輪
の
山

も
と
恋
し
く
は
と
ぶ
ら
ひ
来
ま
せ
杉
立
て
る
門
」（
九
八
二
番
）
歌
を
踏

ま
え
て
「
し
る
し
の
杉
」
と
詠
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
源
氏
は
、
神

楽
歌
（『
拾
遺
集
』
所
収
）
に
あ
る
「
榊
葉
の
香
を
か
ぐ
は
し
み
と
め
来

れ
ば
八
十
氏
人
ぞ
ま
と
ゐ
せ
り
け
る
」（
五
七
七
番
）
を
踏
ま
え
て
返
歌

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
神
楽
歌
の
「
香
を
か
ぐ
は
し
み
」
を
「
香
を
な
つ
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か
し
み
」
に
改
変
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
梅
野
き
み
子
氏
に
よ
っ
て
紫
式

部
の
造
語
と
認
定
さ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る（
�
）。
ど
う
も
賢
木
巻
に
は
、

『
源
氏
物
語
』
独
自
の
造
語
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
を
発
掘
す
る
の
も
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

源
氏
は
、
野
宮
と
い
う
神
域
に
ふ
さ
わ
し
い
常
緑
の
榊
葉
を
提
示
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
御
息
所
に
対
す
る
不
変
の
心
を
込
め
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
中
に
「
榊
」
の
用
例
は
、「
榊
」
５
例
（
葵
巻
１
例
・
賢

木
巻
４
例
）、「
榊
葉
」
３
例
（
賢
木
巻
１
例
・
若
菜
下
巻
２
例
）
の
計
８

例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
５
例
が
賢
木
巻
に
集
中
し
て
い
る
の

で
、
野
宮
神
社
を
舞
台
に
描
か
れ
る
賢
木
巻
は
、
間
違
い
な
く
榊
の
巻
と

い
え
る
（
若
菜
下
巻
は
住
吉
神
社
の
「
榊
葉
」）。

た
だ
し
葵
巻
に
「
榊
の
憚
り
」（
２７
頁
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
神
域

（
精
進
潔
斎
中
）
に
お
け
る
逢
瀬
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
源

氏
自
身
十
分
承
知
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
で

御
息
所
に
異
常
接
近
し
て
い
る
の
だ
。

な
お
こ
の
個
所
に
は
『
伊
勢
物
語
』
七
一
段
（
神
の
い
が
き
）
の
、

む
か
し
、
男
、
伊
勢
の
斎
宮
に
、
内
の
御
使
に
て
ま
ゐ
り
け
れ
ば
、

か
の
宮
に
、
す
き
ご
と
い
ひ
け
る
女
、
わ
た
く
し
ご
と
に
て
、

ち
は
や
ぶ
る
神
の
い
が
き
も
こ
え
ぬ
べ
し
大
宮
人
の
見
ま
く
ほ

し
さ
に

男
、

恋
し
く
は
来
て
も
見
よ
か
し
ち
は
や
ぶ
る
神
の
い
さ
む
る
道
な

ら
な
く
に

（
新
編
全
集
１７５
頁
）

が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
く
斎
宮
に
ま
つ
わ
る
贈
答
で

あ
る
し
、「
神
の
い
が
き
」
を
越
え
る
と
あ
る
点
、「
恋
し
く
は
」
歌
が
同

じ
く
『
古
今
集
』
の
「
我
が
庵
は
」
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
点
な
ど
、

「
榊
」
は
な
い
も
の
の
共
通
要
素
は
多
い（
�
）。

五
、
別
れ
の
た
め
の
逢
瀬

簀
子
に
あ
が
っ
た
源
氏
は
、「
御
簾
ば
か
り
は
ひ
き
着
て
、
長
押
に
お

し
か
か
り
て
ゐ
た
ま
へ
り
」（
８８
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
御
簾
と
御
簾
の

隙
間
か
ら
廂
側
に
顔
を
差
し
入
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
い
か
に

も
御
簾
を
着
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
「
は
ひ
着
て
」
な
の
で
あ
る
。

当
初
は
簀
子
に
い
た
源
氏
だ
が
、
別
れ
の
際
に
歌
を
詠
ん
だ
源
氏
は
御

息
所
の
手
を
取
っ
て
お
り
、
い
つ
の
間
に
か
二
人
は
か
な
り
接
近
し
て
い

る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
こ
は
御
息
所
が
簀
子
に
接
近
し
て
い
る
と
い
う
よ

り
、
源
氏
が
廂
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
い
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よ
い
よ
「
暁
の
別
れ
」
に
な
る
。

や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
、
こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
ら

む
や
う
な
り
。

あ
か
つ
き
の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
知
ら
ぬ
秋
の

空
か
な

出
で
が
て
に
、
御
手
を
と
ら
へ
て
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る
、
い
み
じ

う
な
つ
か
し（
�
）。
風
い
と
冷
や
か
に
吹
き
て
、
松
虫
の
鳴
き
か
ら

し
た
る
声
も
、
を
り
知
り
顔
な
る
を
、
さ
し
て
思
ふ
こ
と
な
き
だ

に
、
聞
き
過
ぐ
し
が
た
げ
な
る
に
、
ま
し
て
わ
り
な
き
御
心
ま
ど
ひ

ど
も
に
、
な
か
な
か
こ
と
も
ゆ
か
ぬ
に
や
、

お
ほ
か
た
の
秋
の
別
れ
も
悲
し
き
に
鳴
く
音
な
添
へ
そ
野
辺
の

松
虫

悔
し
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
ひ
な
か
り
け
れ
ば
、
明
け
ゆ
く
空
も

は
し
た
な
う
て
出
で
た
ま
ふ
。
道
の
ほ
ど
い
と
露
け
し
。
（
９０
頁
）

源
氏
の
歌
に
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
と
あ
る
点
、
こ
れ
を
素
直
に
受
け

取
れ
ば
、
二
人
は
そ
こ
で
逢
瀬
を
持
っ
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
源
氏
は
後
朝
の
歌
を
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ

ん
疑
似
後
朝
で
も
か
ま
わ
な
い
）。
な
お
こ
の
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
に

は
、「
御
息
所
の
伊
勢
下
向
に
よ
る
別
れ
」、
あ
る
い
は
「
秋
と
の
別
れ
」

も
含
ま
れ
て
お
り
、
重
層
的
な
別
れ
表
現
に
な
っ
て
い
る
（
韜
晦
）。
先

に
季
節
の
ず
れ
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
「
秋
の
別
れ
」（
晩
秋
の
イ
メ
ー

ジ
）
も
同
様
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
た
め
に
晩
秋
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与

さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
「
秋
」
に
は
さ
ら
に
「
飽

き
る
」
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
「
お
ほ
か
た
の
」
歌
は
、
御
息
所
が
源
氏
に
飽
き
ら
れ
て
悲
し

い
と
訴
え
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
恋
の
常
套
で
あ
り
、
後
の
朧
月
夜
の
歌

に
も
「
明
く
」
と
「
飽
く
」
の
掛
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
「
あ

か
つ
き
の
」
と
「
お
ほ
か
た
の
」
は
、
贈
答
ら
し
い
響
き
合
い
に
乏
し
い

よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の
二
首
を
源
氏
の
歌
と
す
る
方
が
す
っ
き
り
す
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
こ
の
文
章
の
少
し
前
に
、

月
も
入
り
ぬ
る
に
や
、
あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
つ
つ
、
恨
み
き
こ

え
た
ま
ふ
に
、
こ
こ
ら
思
ひ
あ
つ
め
た
ま
へ
る
つ
ら
さ
も
消
え
ぬ
べ

し
。

（
８８
頁
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
二
人
は
「
あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
」
と
あ
っ
た
。

こ
れ
も
別
れ
に
際
し
て
二
人
が
並
ん
で
空
を
な
が
め
て
い
る
点
、
典
型
的

な
「
後
朝
の
別
れ
」
の
シ
ー
ン
と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
息
所
の

方
か
ら
端
近
な
外
が
見
え
る
と
こ
ろ
ま
で
出
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
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こ
の
時
二
人
の
間
に
逢
瀬
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
源
氏
は
神
域
（
榊
の
憚

り
）
の
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
源
氏
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

御
息
所
の
下
向
を
阻
止
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
の
後
の
事
態
は
何
も
変
化
し
て
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
こ
こ

は
、
悩
め
る
御
息
所
を
心
安
ら
か
に
伊
勢
へ
下
向
さ
せ
る
た
め
の
源
氏
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
っ
た
と
読
め
る（
�
）。
野
宮
を
訪
れ
る
前
に
、

つ
ら
き
も
の
に
思
ひ
は
て
た
ま
ひ
な
む
も
い
と
ほ
し
く
、
人
聞
き
情

け
な
く
や
と
思
し
お
こ
し
て
、
野
宮
に
参
で
た
ま
ふ
。

（
８４
頁
）

と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
源
氏
に
し
て
も
、
自
分
を
悪
者
の
イ

メ
ー
ジ
の
ま
ま
御
息
所
と
別
れ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
と
こ
の
場
面
で
源
氏
は
、「
心
弱
く
泣
き
た
ま
ひ
ぬ
」（
８８

頁
）
と
涙
を
見
せ
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。
源
氏
が
意
識
的
に
演
技
し
て

い
る
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
う
い
っ
た
源
氏
の
涙
ぐ
ま
し

い
努
力
（
演
出
）
に
よ
っ
て
、
御
息
所
の
苦
悩
も
「
こ
こ
ら
思
ひ
あ
つ
め

た
ま
へ
る
つ
ら
さ
も
消
え
ぬ
べ
し
」（
８８
頁
）
と
あ
り
、
二
人
は
円
満
に

別
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
草
子
地
な
の
で
、
御
息
所
の
本
心

か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
末
尾
に
「
道
の
ほ
ど
い
と
露
け
し
」
と
あ
る

の
は
、
源
氏
の
涙
を
夜
露
に
喩
え
る
情
景
一
致
の
手
法
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
こ
と
が
あ
る
。
野
宮
の
一
夜
に
お

い
て
、
二
人
に
逢
瀬
（
実
事
）
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
あ
く

ま
で
擬
似
後
朝
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
再
度
「
夕
月
夜
」
に
戻
っ
て
考

え
て
み
た
い
。

「
夕
月
夜
」
に
連
動
（
呼
応
）
す
る
の
が
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
だ
が
、

源
氏
の
歌
に
あ
る
よ
う
に
「
暁
」
に
別
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
時
は
前
述

の
よ
う
に
「
暁
闇
」
の
状
態
、
つ
ま
り
月
の
な
い
真
っ
暗
闇
だ
っ
た
は
ず

だ
。
す
る
と
「
や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
」
と
あ
る
の
は
、
ど
う

考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
暁
の
始
ま
る
午
前
三
時
だ
っ
た
ら
空
は
真

っ
暗
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
時
間
が
経
過
し
、
夜
明
け
前
の
あ
た
り

が
白
ん
で
く
る
時
刻
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
源
氏
の
未
練
が

看
取
さ
れ
る
。

単
な
る
「
明
け
ゆ
く
」
な
ら
ば
、
日
付
変
更
時
点
と
考
え
て
い
い
の
だ

が
、「
空
」
と
あ
る
と
ど
う
し
て
も
視
覚
的
に
見
た
く
な
る
。
た
だ
し

「
明
け
ゆ
く
空
も
は
し
た
な
う
て
出
で
た
ま
ふ
」（
９０
頁
）
と
繰
り
返
さ
れ

て
お
り
、
実
際
に
源
氏
が
帰
っ
た
の
は
、
人
目
を
憚
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
間
が
近
づ
い
て
か
ら
だ
っ
た
。

そ
れ
で
も
ま
だ
明
る
く
な
っ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
最
初
の
例
は
や
は

り
午
前
三
時
の
「
明
け
ゆ
く
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
描
写

に
よ
っ
て
、
い
か
に
も
源
氏
は
御
息
所
と
の
「
後
朝
の
別
れ
」
を
惜
し
ん

一
〇



で
い
る
よ
う
に
読
み
た
く
な
る
の
だ
。
読
者
に
誤
読
を
促
す
の
も
、『
源

氏
物
語
』
の
描
写
の
巧
妙
さ
と
い
え
そ
う
だ
。

六
、「
野
宮
」
の
「
曙
」
の
記
憶

こ
の
件
は
そ
れ
で
完
結
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
別
れ
の
記
憶
は
物
語

の
中
で
し
ば
し
ば
想
起
さ
れ
る
。
例
え
ば
一
年
後
に
源
氏
は
、

あ
は
れ
、
こ
の
こ
ろ
ぞ
か
し
、
野
宮
の
あ
は
れ
な
り
し
こ
と
と
思
し

出
で
て
、

（
賢
木
巻
１２０
頁
）

と
、
御
息
所
と
の
別
れ
を
「
あ
は
れ
な
り
し
こ
と
」
と
思
い
出
し
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
さ
ら
に
朱
雀
帝
が

斎
宮
下
向
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
と
、

我
も
う
ち
と
け
て
、
野
宮
の
あ
は
れ
な
り
し
曙
も
み
な
聞
こ
え
出
で

た
ま
ひ
け
り
。

（
１２４
頁
）

と
、
源
氏
は
野
宮
で
の
一
件
を
朱
雀
帝
に
「
あ
は
れ
な
り
し
曙
」
と
し
て

語
っ
て
い
る
。「
う
ち
と
け
て
」
と
あ
る
の
は
、
源
氏
が
つ
い
心
を
許
し

て
し
ゃ
べ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

具
体
的
な
御
息
所
と
の
別
れ
の
場
面
で
は
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
と
あ

っ
て
、「
曙
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
回
想
の
中
で
は

「
曙
」
と
し
て
再
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
源
氏
が
須
磨
流
謫

か
ら
帰
京
し
た
後
、
御
息
所
の
娘
斎
宮
女
御
に
対
面
し
て
、

昔
の
御
事
ど
も
、
か
の
野
宮
に
立
ち
わ
づ
ら
ひ
し
曙
な
ど
を
聞
こ
え

出
で
た
ま
ふ
。

（
薄
雲
巻
４５９
頁
）

と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
「
曙
」
と
な
っ
て
い
る
。
さ
す
が
に
三
回
目

と
な
る
と
、「
か
の
野
宮
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
他
者
に
語

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
源
氏
は
野
宮
で
の
一
件
を
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」

（
後
朝
の
別
れ
）
と
は
口
に
で
き
ず
、「
曙
」
の
で
き
ご
と
と
し
て
語
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
際
決
し
て
「
立
ち
わ
づ
ら
」
っ
て
な
ど
い

な
い
は
ず
だ
が
、
相
手
が
御
息
所
の
娘
な
の
で
虚
構
を
交
え
て
語
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
唐
突
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
、

殿
上
の
若
君
達
な
ど
う
ち
連
れ
て
、
と
か
く
な
る
庭
の
た
だ
ず
ま
ひ

も
、
げ
に
艶
な
る
方
に
、
う
け
ば
り
た
る
あ
り
さ
ま
な
り
。

（
賢
木
巻
８９
頁
）

を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
室
内
で
は
な
く
庭
で
の
こ
と
だ
と
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ

ュ
し
て
い
る
。

素
直
に
読
む
と
、「
暁
」
と
「
曙
」
の
時
間
帯
は
重
な
っ
て
い
る
（
互

換
性
が
あ
る
）
こ
と
に
な
る（
�
）。
も
っ
と
も
源
氏
が
「
暁
の
別
れ
」
で

あ
る
こ
と
を
秘
し
て
、
あ
え
て
「
曙
」
と
口
に
し
た
と
す
る
と
、
意
図
的

一
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な
使
い
分
け
（
隠
蔽
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
こ
の

「
曙
」
は
、
あ
く
ま
で
美
的
な
情
景
で
あ
っ
て
、
逢
瀬
の
後
と
い
う
官
能

的
な
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
時
間
表
現
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
か
つ

て
時
間
の
推
移
は
タ
テ
の
流
れ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
一
般
に
は
、

暁
↓
し
の
の
め
↓
あ
け
ぼ
の
↓
朝
ぼ
ら
け
↓
朝

と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
帚
木
巻
の
空
蝉
と
の
逢
瀬
の
場
面
で

も
、「
暁
↓
し
の
の
め
↓
あ
け
ぼ
の
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
を
時
間
の
推
移

と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
同
様
に
橋
姫
巻
の
垣
間
見
場
面
で
も
「
暁

↓
し
の
の
め
↓
あ
け
ぼ
の
」
と
推
移
し
て
い
た
。
こ
れ
だ
と
「
あ
か
つ

き
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
は
異
な
る
時
間
帯
に
見
え
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
最
近
の
研
究
で
は
時
間
の
重
な
り
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
ヨ

コ
並
び
（
時
間
の
重
な
り
）
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る（
�
）。
帚

木
巻
に
し
て
も
橋
姫
巻
に
し
て
も
、
同
時
間
帯
と
見
る
こ
と
は
十
分
可
能

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て
、
タ
テ
型
の
考
え
方
が
変
わ
っ
て
き

た
。
例
え
ば
「
し
の
の
め
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
は
、
必
ず
し
も
時
間
の
違

い
で
は
な
く
、「
し
の
の
め
」
が
歌
語
で
「
あ
け
ぼ
の
」
は
非
歌
語
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
が
重
要
な
の
だ
。
た
だ
し
非
歌
語
だ
っ
た
「
あ
け

ぼ
の
」
が
『
源
氏
物
語
』
以
降
歌
語
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
「
し

の
の
め
」
と
の
区
別
が
不
分
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
わ
か

り
に
く
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
「
朝
ぼ
ら
け
」
に
関
し
て
は
、
従
来
は
夜
明
け
に
近
い
か
な
り
明

る
い
時
間
帯
と
さ
れ
て
い
た
が
、
ど
う
考
え
て
も
暗
い
時
間
帯
と
思
わ
れ

る
用
例
も
あ
る
し
、「
暁
」
題
で
「
朝
ぼ
ら
け
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
も

あ
っ
て
、
か
な
り
「
暁
」
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ

の
「
朝
ぼ
ら
け
」
と
「
し
の
の
め
」
に
も
重
な
り
が
あ
り
、
ま
た
「
暁
」

と
「
あ
け
ぼ
の
」
に
も
重
な
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
到
底
タ
テ
系
列

で
は
時
間
の
重
な
り
が
合
理
的
に
説
明
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
時
間
の
重
な
り
を
考
慮
し
て
、
ヨ
コ
並
び
に
考
え
た
方
が
よ
さ

そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
表
現
に
は
時
間
の
幅
が

あ
る
た
め
、
必
然
的
に
重
な
り
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば

「
暁
」
は
、
最
低
で
も
午
前
三
時
か
ら
五
時
ま
で
の
二
時
間
あ
る
。
そ
の

暁
が
朝
に
連
続
し
て
い
る
と
す
る
と
、「
朝
ぼ
ら
け
・
し
の
の
め
・
あ
け

ぼ
の
」
は
す
べ
て
「
暁
」
の
時
間
帯
に
含
ま
れ
る
か
、
重
な
り
を
有
す
る

と
考
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
。

た
だ
し
物
語
で
は
、
あ
え
て
「
暁
」
を
「
曙
」
と
言
い
換
え
て
い
る
の

で
、
発
話
者
の
意
図
を
考
慮
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
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ま
と
め

本
論
で
は
賢
木
巻
を
例
に
し
て
、
源
氏
と
六
条
御
息
所
と
の
「
暁
の
別

れ
」
が
暁
の
時
間
帯
（
午
前
三
時
以
降
）
で
あ
り
、
意
外
に
暗
い
時
間
に

男
女
が
別
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
月
の
下
旬
に
は
有
明
の
月

が
印
象
的
で
あ
る
こ
と
、
逆
に
「
夕
月
夜
」（
月
の
上
旬
）
に
は
暁
前
に

月
が
沈
む
の
で
暗
闇
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
暁
の
別
れ
」
が
午
前

三
時
過
ぎ
の
暗
い
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

さ
ら
に
「
暁
」
を
起
点
に
し
て
、
従
来
は
タ
テ
系
に
考
え
ら
れ
て
い
た

時
間
表
現
を
、
あ
ら
た
め
て
ヨ
コ
系
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

提
案
し
た
い
。
た
だ
し
源
氏
は
そ
の
「
暁
」
を
「
曙
」
と
い
い
か
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
「
暁
」
と
同
じ
時
間
帯
、
後
半
の
や
や
明
る
く
な

る
時
間
帯
と
見
る
こ
と
も
で
き
る（
）。
そ
う
で
は
な
く
、
第
三
者
に
二

人
の
逢
瀬
を
知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
判
断
が
働
く
こ
と
で
、
あ
え
て

「
曙
」
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
単
純
に
そ
れ
を
同
時
間
帯

と
す
る
の
も
た
め
ら
わ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
や
や
こ
し
さ
が
、
物
語
の
時
間
表
現
を
複
雑
に
し
て
い
る

原
因
な
の
で
あ
ろ
う
。
時
間
表
現
は
も
っ
と
慎
重
に
分
析
し
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。

〔
注
〕

（
１
）
吉
海
直
人
「『
住
吉
物
語
』
の
琴
を
め
ぐ
っ
て
」
國
學
院
雑
誌
８３

│
７
・
昭
和
５７
年
７
月
（『『
住
吉
物
語
』
の
世
界
』（
新
典
社
選
書
）

平
成
２３
年
５
月
所
収
）

（
２
）
『
源
氏
物
語
』
の
「
夕
月
夜
」
は
、
賢
木
巻
以
外
に
桐
壺
巻
・
明

石
巻
・
蓬
生
巻
・
篝
火
巻
・
藤
裏
葉
巻
・
浮
舟
巻
に
用
い
ら
れ
て
い

る
（
計
七
例
）。
そ
の
反
対
が
「
暁
月
夜
」（
賢
木
巻
と
初
音
巻
の
二

例
）
で
あ
る
が
、
賢
木
巻
に
は
そ
の
両
方
の
用
例
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。

（
３
）
清
水
好
子
氏
「
作
り
物
語
か
ら
源
氏
物
語
へ
」
国
文
学
１７
│
１５
・

昭
和
４７
年
１２
月

（
４
）
梅
野
き
み
子
氏
「
光
源
氏
の
人
間
像
│
そ
の
「
な
つ
か
し
」
を
中

心
に
│
」
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
人
文
科
学
篇
３０
・
平
成
１１
年

３
月
、
吉
海
直
人
・
岸
ひ
と
み
「「
香
を
な
つ
か
し
み
」
考
」
解
釈

６５
│
３
、
４
・
平
成
３１
年
４
月
参
照
。

（
５
）
『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
「
伊
勢
斎
宮
譚
」
で
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に

斎
宮
と
の
禁
忌
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
七
一
段
で
は
斎
宮
に
仕
え
る
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女
房
の
話
（「
好
き
ご
と
」
を
「
杉
子
と
」
と
解
釈
）
に
な
っ
て
い

る
し
、
賢
木
巻
で
は
斎
宮
の
母
と
な
っ
て
お
り
、
斎
宮
と
の
直
接
の

禁
忌
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）
高
田
祐
彦
氏
「
和
歌
が
織
り
な
す
物
語
│
賢
木
巻
序
盤
の
構
造

│
」
む
ら
さ
き
５６
・
令
和
元
年
１２
月
で
は
、「
な
つ
か
し
」
の
使
用

に
疑
義
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
和
歌
の
「
香
を
な
つ
か
し

み
」
の
本
歌
「
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝
に
け
る
」（
万
葉
集
一
四

二
四
番
）
の
具
現
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
７
）
室
伏
信
助
氏
「
源
氏
物
語
の
構
造
と
表
現
│
「
賢
木
」
巻
を
め
ぐ

っ
て
│
」『
王
朝
物
語
史
の
研
究
』（
角
川
書
店
）
平
成
７
年
６
月

（
８
）
小
林
賢
章
氏
「
ア
サ
マ
ダ
キ
・
ア
ケ
ボ
ノ
考
」
同
志
社
女
子
大
学

学
術
研
究
年
報
６９
・
平
成
３０
年
１２
月
で
も
「
同
時
性
」
の
例
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
９
）
吉
海
直
人
「
平
安
文
学
に
お
け
る
時
間
表
現
考
│
暁
・
朝
ぼ
ら
け

・
あ
け
ぼ
の
・
し
の
の
め
│
」
古
代
文
学
研
究
第
二
次
２７
・
平
成
３０

年
１０
月
（
本
書
所
収
）
参
照
。
な
お
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
用
例

数
は
、「
暁
」
六
十
五
例
・「
朝
ぼ
ら
け
」
十
九
例
・「
曙
」
十
四
例

あ
さ
け

・「
有
明
」
十
二
例
・「
あ
け
ぐ
れ
」
十
二
例
・「
朝
明
」
三
例
・「
し

の
の
め
」
三
例
と
な
っ
て
い
る
。「
曙
」
の
用
例
が
多
い
反
面
、「
し

の
の
め
」
の
用
例
は
少
な
い
。

（
１０
）
薫
も
宇
治
の
姉
妹
を
垣
間
見
た
時
間
帯
を
、
匂
宮
に
は
「
見
し
暁

の
あ
り
さ
ま
な
ど
く
は
し
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
」（
橋
姫
巻
１５３
頁
）
と

告
げ
て
い
る
の
に
、
八
宮
に
は
「
前
の
た
び
霧
に
ま
ど
は
さ
れ
は
べ

り
し
曙
に
」（
橋
姫
巻
１５７
頁
）
と
告
げ
て
お
り
、「
暁
」
を
「
曙
」
に

言
い
換
え
て
い
る
。
こ
こ
も
姉
妹
の
父
で
あ
る
八
宮
に
対
し
て
は

「
曙
」
と
い
う
表
現
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（「
暁
」
の
垣
間
見
を
隠
蔽
し
て
い
る
）。
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