
歌
か
る
た
の
成
立
と
細
川
家

︱
︱
付
︑
三
浦
綾
子
作
﹃
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
』
︱
︱

吉
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直

人

【キ
ー
ワ
ー
ド
︼
歌
か
る
た
・
百
人
一
首
・
細
川
家
・
扇
型
歌
留
多

一
︑
問
題
提
起

百
人
一
首
か
る
た
は
︑
日
本
の
伝
統
的
な
古
典
文
化
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
か
る
た
﹂
は
外
来
語

(ポ
ル
ト
ガ
ル
語
)
で
あ
る
が
︑

外
来
の
も
の
が
日
本
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ
る
と
い
う
の
は
︑
ま
さ
に
日

本
文
化
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
︒

室
町
後
期
に
伝
来
し
た
か
る
た

(南
蛮
カ
ル
タ
)
は
︑
プ
レ
イ
ン
グ
・

カ
ー
ド

(い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ン
プ
系
の
も
の
)
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
そ
の
ま

ま
読
み
か
る
た
・
め
く
り
か
る
た
と
し
て
日
本
に
定
着
し
て
い
っ
た
︒
こ

れ
は
賭
博
用

(男
性
用
)
の
カ
ー
ド
遊
び
で
あ
っ
た
の
で
︑
し
ば
し
ば
禁

止
令
が
出
て
い
る
︒
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
個
に
︑
日
本
固
有
の
歌
か
る

た
が
発
明
さ
れ
た
︒
そ
の
歌
か
る
た
の
成
立
は
︑
お
お
よ
そ
江
戸
初
期
頃

と
考
え
ら
え
て
い
る
︒
た
だ
し
遊
戯
と
い
う
こ
と
で
︑
一
等
資
料
が
欠
落

し
て
お
り
︑
そ
れ
以
上
は
っ
き
り
論
じ
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
︒

も
ち
ろ
ん
南
蛮
カ
ル
タ
か
ら
︑
い
き
な
り
歌
か
る
た
が
誕
生
す
る
こ
と

は
考
え
に
く
い
︒
そ
こ
で
江
戸
時
代
以
降
︑
日
本
古
来
の
﹁
貝
覆
い
﹂
と
︑

外
来
の
﹁
カ
ル
タ
﹂
が
融
合
し
て
誕
生
し
た
と
合
理
的
に
説
明
さ
れ
て
い

る
︒
そ
れ
は
一
種
の
誕
生
神
話
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
否
定
す
る
材
料
も
不

足
し
て
お
り
︑
現
状
で
は
そ
の
説
を
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も

で
き
て
い
な
い

(
膠
着
状
態
)︒
そ
の
た
め
歌
か
る
た
の
成
立
は
︑
き
ち

ん
と
説
明
で
き
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
証
拠
が
提
示

一
一



で
き
な
い
以
上
︑
す
べ
て
は
仮
説
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か

ら
で
あ
る
︒二

︑
歌
か
る
た
誕
生
に
関
わ
る
資
料
そ
の
1

そ
こ
で
本
稿
で
は
視
点
を
変
え
て
︑
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
か
る

た
誕
生
に
関
わ
り
そ
う
な
資
料
三
点
を
紹
介
し
︑
そ
の
分
析
を
通
し
て
私

見
を
述
べ
て
み
た
い
︒
ま
ず
は
宝
暦
頃
刊
﹃
歓
遊
桑
話(1

)
﹄
と
い
う
珍
し
い

版
本
で
あ
る
︒
こ
れ
を
最
初
に
紹
介
し
た
の
は
山
口
吉
郎
兵
衛
氏
﹃
う
ん

す
ん
か
る
た
﹄
(リ
ー
チ
)
で
あ
っ
た
︒

そ
の
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
の
﹁
歌
カ
ル
タ
﹂
創
始
の
資
料
と
し
て
︑

抑
本
朝
に
て
其
始
︑
源
氏
絵
会
貝
合
せ
初
り
︑
其
後
中
院
道
村
公
︑

小
倉
色
紙
歌
合
せ
賀
留
多
︑
中
立
売
麩
屋
何
某
に
命
じ
て
作
ら
せ
︑

次
第
追
て
今
専
業
を
所
為
︑
其
職
の
渡
世
と
す
︒

(
113
頁
)

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
に
は
古
来
︑
源
氏
絵
の
描
か
れ
た
貝
合
せ

(貝

覆
い
)
が
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
発
展
し
て
歌
か
る
た
が
作
ら
れ
た
と
い
う
流

れ
の
上
で
︑
公
家
の
中
院
道

(通
)
村

(一
五
八
八
年
～
一
六
五
三
年
)

が
麩
屋
何
某
に
命
じ
て
﹁
小
倉
色
紙
歌
合
せ
加
留
多
﹂
(百
人
一
首
か
る

た
)
を
作
ら
せ
た
と
説
明
し
て
い
る
︒
貝
合
せ
か
ら
の
流
れ
は
さ
て
お
き
︑

こ
こ
で
は
自
作
で
は
な
く
職
人
に
か
る
た
を
作
ら
せ
て
お
り
︑
そ
れ
が
専

門
の
か
る
た
処
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
読
め
る
︒

こ
こ
に
製
作
さ
せ
た
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
宮
武
外
骨
の
﹃
賭

博
史
﹄
に
も
通
村
の
﹃
塵
芥
略
記
﹄
元
和
二
年
二
月
十
四
日
条
か
ら
︑

召
経
師
藤
蔵

(
カ
ル
タ
︑
石
川
主
殿
頭
所
令
新
刊
也
︑
南
蛮
ノ
ア
ソ

ビ
物
也
)
令
摺
之

(18
頁
)

と
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
石
川
忠
総
が
経
師
藤
蔵
に
ト
ラ
ン
プ
系
の

天
正
カ
ル
タ
を
木
版
で
刷
ら
せ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
︒
天
正
カ
ル
タ
が

版
行
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
︑
歌
か
る
た
に
も
応
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
ら
︑

元
和
期
が
歌
か
る
た

(し
か
も
木
版
か
る
た
)
誕
生
の
時
期
と
い
う
こ
と

に
な
り
そ
う
だ(
2
)

︒
そ
し
て
そ
の
両
方
に
名
前
の
見
え
て
い
る
中
院
通
村
こ

そ
は
︑
歌
か
る
た
の
創
始
者
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
通
村
は
︑
細
川
幽
斎
か
ら
二
条
流
の
古
今
伝
授
を
受
け
た
中
院
通

勝
の
息
で
あ
り
︑
自
身
は
後
水
尾
院
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
て
い
る
︒
し

か
も
母
親
は
幽
斎
の
養
女
な
の
で
︑
細
川
家
と
は
親
戚
関
係
の
親
し
い
間

柄
で
あ
っ
た
︒
江
戸
初
前
期
に
お
け
る
中
院
家
の
百
人
一
首
注
釈
・
講
釈

は
︑
研
究
史
で
も
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒

三
︑
歌
か
る
た
誕
生
に
関
わ
る
資
料
そ
の
2

二
点
目
に
は
︑
細
川
家
所
蔵
の
﹃
当
家
雑
記
﹄
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ

歌
か
る
た
の
成
立
と
細
川
家

一
二



は
中
村
幸
彦
氏
が
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る(3

)
︒
そ
の
中
に
﹁
し
う
か
く

院
﹂
が
古
今
集
の
か
る
た
を
考
案
し
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
︒
こ

れ
は
か
る
た
の
成
立
を
論
じ
る
上
で
非
常
に
貴
重
な
記
事
だ
と
思
わ
れ
る

の
で
︑
や
や
長
く
な
る
が
全
文
引
用
し
て
お
き
た
い
︒

世
に
う
た
か
る
た
と
申
し
候
て
は
や
り
申
し
候
︒
さ
い
だ
め
て
し
う

か
く
院
様
あ
そ
ば
さ
れ
候
う
た
の
ふ
だ
に
て
御
ざ
候
は
ん
と
ぞ
ん
じ

候
︒
ま
へ
は
古
今
の
ふ
だ
と
申
し
候
て
︑
う
た
の
五
文
字
ば
か
り
御

か
か
せ
被
成
︑
か
い
お
お
い
の
ご
と
く
︑
だ
し
と
ち
と
に
あ
そ
ば
し

御
取
り
な
さ
れ
候
を
︑
し
う
か
く
院
様
五
も
じ
ば
か
り
を
ぢ
と
だ
し

と
に
し
て
は
︑
あ
ま
り
め
な
れ
し
て
︑
御
な
ぐ
さ
み
に
覚
し
め
さ
れ

ず
と
て
︑
か
る
た
の
ご
と
く
か
み
を
あ
つ
く
い
た
め
紙
に
御
こ
し
ら

へ
被
成
︑
大
き
さ
も
大
か
る
た
ほ
ど
に
︑
か
み
の
色
き
と
し
ろ
と
に

あ
そ
ば
さ
れ
︑
し
ろ
に
は
上
の
く
︑
き
に
は
下
の
く
御
か
か
せ
被
成
︑

か
い
お
お
い
の
ご
と
く
御
取
被
成
候
︒
か
る
た
も
ま
へ
は
い
ま
時
の

よ
り
大
き
に
御
ざ
候
︒
又
い
た
に
て
も
ち
い
さ
く
か
き
申
し
候
︒
い

く
と
を
り
も
あ
そ
ば
さ
れ
︑
京
に
て
御
ま
ん
様
へ
も
し
ん
じ
ら
れ
候
︒

此
の
ち
か
み
の
御
ふ
だ
の
ご
と
く
ふ
だ
ば
か
り
こ
し
ら
へ
︑
う
た
を

か
き
候
は
で
う
り
申
し
候
を
京
に
て
見
申
し
候
︒
そ
の
の
ち
は
又
う

た
を
か
き
候
て
う
り
申
し
候
と
み
え
申
し
候
︒
何
に
て
も
み
や
こ
に

は
や
り
申
し
候
ほ
ど
の
こ
と
は
︑
御
ま
ん
様
よ
り
し
う
か
く
院
様
へ

仰
し
ん
じ
ら
れ
候
︒
御
め
に
か
け
ら
れ
候
物
は
く
だ
り
申
し
候
が
︑

此
う
た
か
る
た
ば
か
り
は
つ
ゐ
に
し
ん
じ
ら
れ
候
は
ず
︑
仰
せ
ら
れ

候
て
も
ま
い
り
申
さ
ず
候
に
付
︑
し
う
か
く
院
様
あ
そ
ば
さ
れ
候
御

ふ
だ
は
︑
み
や
こ
に
も
は
や
り
申
し
候
物
と
ぞ
ん
じ
候
︒

(
著
述
集
第
十
三
巻
186
頁
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
歌
か
る
た
は
し
う
か
く
院
の
古
今
の
札
か
ら
考
案
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
︒
最
初
は
歌
の
初
句
・
三
句
だ
け
が
書
か
れ
た
暗
記

カ
ー
ド
の
よ
う
な
札
だ
っ
た
が
︑
後
に
こ
れ
を
上
の
句
と
下
の
句
が
書
か

れ
た
か
る
た
に
仕
立
て
て
い
る
︒
料
紙
は
上
の
句
札
が
白
で
︑
下
の
句
札

が
黄
色
と
色
分
け
さ
れ
て
い
る
︒
上
の
句
札
と
下
の
句
札
の
色

(
料
紙
)

を
変
え
る
の
は
︑
そ
の
後
の
か
る
た
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
板
札

に
も
書
い
た
と
あ
る
の
で
︑
こ
れ
が
板
か
る
た
の
初
出
と
な
る
︒

当
時
︑
歌
か
る
た
は
ま
だ
京
都
で
も
商
品
化
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
だ
か
ら

こ
そ
し
う
か
く
院
は
娘
の
お
万
に
贈
っ
た
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
京

都
で
も
白
札
が
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
歌
を
書
い
た
か
る
た

も
商
品
化
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
細
川
家
が
歌
か
る
た
を
創

始
し
た
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
︒
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
︑

し
う
か
く
院
こ
そ
は
歌
か
る
た
の
創
始
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

歌
か
る
た
の
成
立
と
細
川
家

一
三



こ
ん
な
重
要
人
物
で
あ
り
な
が
ら
︑
長
ら
く
﹁
し
う
か
く
院
﹂
が
誰
だ

か
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
中
村
氏
も
特
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
最
近
に

な
っ
て
よ
う
や
く
︑
藤
島
綾
氏
が
細
川
忠
興

(三
斎
)
の
側
室
・
秀
岳
院

(明
智
光
秀
の
家
臣
明
智
光
忠
の
娘
小
也
也
)
で
あ
る
こ
と
を
特
定
さ
れ

た(
4
)

︒
そ
の
秀
岳
院
の
娘
が
お
万
で
あ
り
︑
元
和
元
年

(一
六
一
五
年
)
に

公
家
の
烏
丸
光
賢

み
つ
か
た

に
嫁
い
で
い
る
︒
そ
う
な
る
と
秀
岳
院
が
お
万
に
か
る

た
を
贈
っ
た
の
は
︑
元
和
元
年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
︒
こ
こ

で
も
元
和
期
成
立
が
浮
上
し
た
︒
な
お
光
賢
の
父
光
広
は
書
家
と
し
て
有

名
で
︑
百
人
一
首
の
写
本
も
残
し
て
い
る
︒

四
︑
歌
か
る
た
誕
生
に
関
わ
る
資
料
そ
の
3

三
点
目
の
資
料
は
︑
文
書
で
は
な
く
細
川
忠
興
自
筆
の
扇
面
加
留
多

(百
人
一
首
)
の
現
物
が
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
現
在
細
川

家
が
所
蔵
し
て
お
り
︑
時
々
展
示
も
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
作
家

の
三
浦
綾
子
氏
は
︑﹃
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
上(5

)
﹄
の
中
で
︑
こ
の
か
る
た

は
妻
の
玉
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
た
め
に
忠
興
が
三
年
も
か
け
て
手
作
り
し

た
も
の
で
あ
り
︑﹁
現
在
も
細
川
家
に
伝
え
ら
れ
て
数
枚
が
残
っ
て
い
る
﹂

と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
小
説
の
記
事
な
の
だ
が
︑
こ
れ
が

安
易
に
史
実
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

明
智
玉
は
一
六
〇
〇
年
の
関
が
原
の
合
戦
の
二
ヶ
月
前
に
亡
く
な
っ
て

い
る
の
で
︑
か
る
た
は
そ
れ
以
前
に
作
ら
れ
た
も
の
と
な
る
︒
も
し
そ
れ

が
事
実
な
ら
ば
︑
こ
の
か
る
た
こ
そ
は
資
料
的
に
現
存
最
古
の
か
る
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
な
が
ら
展
覧
会
の
図
録
で
は
十
七
世
紀
成
立

と
あ
る
の
で
︑
玉
が
亡
く
な
っ
た
後
に
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒
枚
数
も
数
枚
ど
こ
ろ
か
一
九
九
枚
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

(一
枚
欠
)
︒
仮
に
最
古
の
か
る
た
が
扇
型
で
あ
っ
た
と
す
る
と
︑
蛤
型
か

ら
方
形
へ
と
変
化
す
る
貝
覆
い
説
と
は
や
は
り
齟
齬
す
る
こ
と
に
な
り
そ

う
だ
︒

以
上
の
三
点
が
か
る
た
の
成
立
に
か
か
わ
る
資
料
で
あ
る(6

)
︒
こ
こ
ま
で

見
て
き
て
︑
こ
こ
に
あ
が
っ
て
い
る
資
料
の
す
べ
て
に
細
川
家
が
関
与
し

て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た(
7
)

︒
要
す
る
に
ど
の
資
料
に
依
拠
し
て
も
︑
歌
か

る
た
は
細
川
家
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
誕
生
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
︒

そ
れ
は
細
川
幽
斎
が
古
今
伝
授
の
第
一
人
者
で
あ
り
︑
後
水
尾
院
・
中
院

通
勝
・
烏
丸
光
広
な
ど
の
公
家
と
も
師
弟
関
係
を
結
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
︒

そ
れ
と
は
別
に
︑﹃
歓
遊
桑
話
﹄
に
﹁
源
氏
絵
会
貝
合
せ
﹂
の
流
れ
で

﹁
小
倉
色
紙
歌
合
せ
加
留
多
﹂
が
作
ら
れ
た
と
あ
っ
た
︒
な
る
ほ
ど
貝
覆

い
の
絵
に
源
氏
絵
が
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
︒
蛤
型
の
か
な
り
古
い
﹁
源
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氏
物
語
か
る
た
﹂
も
伝
存
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
当
家
雑
記
﹄
に
も
﹁
か
い

お
お
い
の
ご
と
く
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︑
歌
か
る
た
は
﹁
貝
覆
い
﹂
を
ヒ

ン
ト
に
し
て
考
案
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
も
ち
ろ
ん

出
し
貝
・
地
貝
に
似
せ
て
上
の
句
札
・
下
の
句
札
が
作
ら
れ
た
と
し
て
も
︑

貝
の
形
や
模
様
で
マ
ッ
チ
す
る
貝
を
探
す
貝
覆
い
と
︑
上
の
句
か
ら
下
の

句
札
を
探
す
歌
か
る
た
で
は
︑
遊
び
方

(教
養
度
)
に
大
き
な
違
い
が
あ

る
︒こ

れ
ま
で
の
貝
覆
い
か
ら
歌
か
る
た
が
誕
生
し
た
と
い
う
説
で
は
︑
貝

覆
い
の
貝
の
裏
に
歌
の
上
の
句
と
下
の
句
を
書
い
た
﹁
歌
貝
﹂
の
存
在
に

言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
貝
覆
い
の
中
に
︑﹁
歌
貝
﹂

が
含
ま
れ
る
例
は
見
た
こ
と
が
な
い

(例
示
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
)︒
そ

れ
が
貝
覆
い
説
の
弱
点
と
も
い
え
る
︒
幸
い
貝
覆
い
と
は
別
に
︑
中
御
門

宣
胤
の
日
記

(文
明
十
三
年
三
月
十
日
条
)
や
三
条
西
実
隆
の
﹃
実
隆
公

記
﹄
(文
明
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
条
)
に
︑
貝
裏
に
歌
を
書
い
た

﹁
貝
歌
﹂
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

(﹁
歌
貝
﹂
と
﹁
貝
歌
﹂
と
は
異
な

る
)︒
こ
れ
な
ら
歌
か
る
た
に
近
い
が
︑
そ
れ
で
も
﹁
貝
歌
﹂
で
か
る
た

の
よ
う
に
遊
ば
れ
た
と
い
う
事
実
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
︒

も
と
も
と
日
本
に
は
色
紙
に
和
歌
を
書
く
伝
統
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
佐

竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
巻
の
よ
う
な
歌
仙
絵
も
存
在
す
る
し
︑
近
世
初
期
に

は
歌
仙
の
絵
馬
も
大
量
に
作
ら
れ
て
い
る
︒
そ
う
な
る
と
色
紙
や
歌
仙
絵

を
小
型
化
す
れ
ば
︑
た
ち
ま
ち
か
る
た
札
が
で
き
あ
が
る
︒
﹃
当
家
雑
記
﹄

に
は
﹁
か
る
た
も
ま
へ
は
い
ま
時
の
よ
り
大
き
に
御
ざ
候
﹂
と
あ
っ
て
︑

秀
岳
院
が
こ
し
ら
え
た
か
る
た
は
大
き
め
の
サ
イ
ズ
だ
っ
た
よ
う
だ
︒

ま
と
め

こ
こ
ま
で
三
点
の
資
料
を
中
心
に
︑
歌
か
る
た
の
起
源
説
を
再
検
討
し

て
み
た
︒
﹃
当
家
雑
記
﹄
以
外
は
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
資
料
で
あ
る(8

)
︒
ま
た
﹃
賭
博
史
﹄
に
は
中
御
門
宣
胤
や
三
条
西
実
隆

の
日
記
も
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
い
か
に
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
が
資
料
的

に
重
要
で
あ
る
か
が
わ
か
る
︒
し
か
も
貝
覆
い
と
は
別
に
﹁
歌
貝
は
歌
カ

ル
タ
の
源
流
か
﹂
と
し
て
︑

兎
に
角
歌
貝
は
此
時
代
に
始
め
て
顕
れ
た
も
の
か
ど
う
か
も
不
明
で

あ
る
が
︑
応
仁
の
戦
乱
後
に
行
わ
れ
︑
或
は
歌
カ
ル
タ
︑
詩
カ
ル
タ

の
源
流
と
な
っ
た
も
の
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
広
く
流
行
す
る
に
至
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
後
世
に
至
っ
て
も
矢
張
り
同
様
で
あ
っ
た
と

見
え
て
︑
貝
覆
の
貝
は
相
当
数
伝
存
し
て
い
る
が
︑
内
部
は
絵
の
も

の
ば
か
り
で
詩
歌
の
書
い
て
あ
る
も
の
は
殆
ん
ど
見
受
け
ら
れ
ぬ
よ

う
で
あ
る
︒

(
112
頁
)
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
貝
覆
い
と
貝
歌
が
別
個
に
捉
え
ら
れ
て
い

れ
ば
︑
貝
歌
か
ら
歌
か
る
た
が
誕
生
し
た
と
い
う
説
が
浮
上
し
て
い
た
に

違
い
あ
る
ま
い
︒
そ
の
こ
と
は
山
口
氏
も
︑

外
来
か
る
た
に
倣
っ
て
従
来
の
歌
貝
の
形
質
を
改
め
た
る
﹁
歌
カ
ル

タ
﹂
が
出
現
し
た
︒
し
か
し
そ
の
創
案
者
及
年
代
は
不
明
で
あ
る
︒

(
113
頁
)

と
し
て
お
ら
れ
る
︒

結
論
と
し
て
︑
か
る
た
の
成
立
は
今
あ
る
資
料
で
は
一
つ
に
収
束
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
︒
そ
も
そ
も
﹁
か
る
た
﹂
と
い
う
言
葉

は
ポ
ル
ト
ガ
ル
伝
来
︑
札
の
二
分
割
は
貝
覆
い
あ
る
い
は
貝
歌
か
ら
の
発

展
︑
札
そ
の
も
の
は
色
紙
や
歌
仙
絵
か
ら
の
応
用
な
の
で
︑
む
し
ろ
複
合

さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒

通
説
の
よ
う
に
﹁
貝
覆
い
﹂
か
ら
歌
か
る
た
が
で
き
た
と
は
い
い
が
た

い(
9
)

︒
そ
れ
で
も
﹁
貝
覆
い
﹂
と
ま
っ
た
く
無
関
係
と
も
断
言
で
き
な
い
の

だ
が
︑
歌
か
る
た
の
遊
び
方
が
確
立
し
︑
上
の
句
を
詠
み
あ
げ
る
読
み
手

が
登
場
す
る
こ
と
で
︑﹁
貝
覆
い
﹂
と
は
完
全
に
袂
を
分
か
っ
た
︒
読
み

手
の
存
在
こ
そ
は
︑
歌
か
る
た
だ
け
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
︒

本
論
で
は
二
条
流
の
古
今
伝
授
の
継
承
者
で
あ
る
細
川
家
周
辺
に
歌
か

る
た
成
立
の
資
料
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
︒
百
人
一
首
の
享
受

史
と
し
て
は
も
っ
と
も
妥
当
な
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
が
今
考
え

て
い
る
や
や
複
雑
な
か
る
た
の
成
立
私
論
で
あ
る
︒

〔注
︺

(1
)
山
口
吉
郎
兵
衛
氏
の
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
(リ
ー
チ
)
で
は
﹃
歓
遊

棄
話
﹄
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
著
者
が
桑
林
軒
で
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
﹃
歓
遊
桑
話
﹄
と
改
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
当
初
は
滴

翠
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
版
本
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑

現
在
は
大
東
急
記
念
文
庫
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る

(東
北
大
学
狩
野
文
庫
の
目
録
に
も
見
ら
れ
る
)︒
ま
た
濱
田
義
一

郎
氏
編
﹃
天
明
文
学
︱
資
料
と
研
究
﹄
(
東
京
堂
出
版
)
一
九
七
九
年

に
︑
佐
藤
要
人
氏
が
翻
刻
を
掲
載
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
︒

(2
)
山
口
氏
は
﹁
歌
カ
ル
タ
の
異
名
﹂
で
︑

歌
カ
ル
タ
と
云
う
言
葉
も
初
期
よ
り
通
用
し
て
い
た
ら
し
い
が
︑

島
原
乱
後
排
外
思
想
の
勃
興
に
つ
れ
て
︑
又
慶
安
一
六
四
八
︑
承

応
一
六
五
二
︑
万
治
一
六
五
八
に
亘
り
度
々
天
正
カ
ル
タ
禁
止
令

が
発
せ
ら
れ
て
歌
カ
ル
タ
が
其
代
用
と
し
て
天
正
カ
ル
タ
風
に

銘
々
に
札
を
配
る
技
法
に
よ
り
て
賭
博
に
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
カ
ル
タ
と
云
う
言
葉
が
忌
ま
れ
た
︒

(
113
頁
)

と
説
明
し
て
お
ら
れ
る
︒
歌
カ
ル
タ
が
天
正
カ
ル
タ
の
代
用
と
し
て
賭

博
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
の
は
確
か
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

歌
か
る
た
の
成
立
と
細
川
家
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(3
)
中
村
幸
彦
氏
﹁
歌
が
る
た
﹂﹃
中
村
幸
彦
著
作
集
十
三
﹄
(中
央
公
論

社
)
一
九
八
四
年
七
月
参
照
︒

(4
)
藤
島
綾
氏
﹁
二
枚
の
絵
札
│
伊
勢
物
語
か
る
た
を
め
ぐ
っ
て
│
﹂
国
文

学
研
究
資
料
館
紀
要
文
学
研
究
篇
42
・
二
〇
一
六
年
三
月
︑
同
﹁
か
る

た
の
中
の
伊
勢
物
語
﹂
百
舌
鳥
国
文
27
・
二
〇
一
六
年
三
月
参
照
︒

(5
)
三
浦
綾
子
氏
﹃
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
上
・
下
﹄
(新
潮
文
庫
)
一
九
八

六
年
︒

(6
)
そ
の
他
︑
現
存
す
る
か
る
た
と
し
て
滴
翠
美
術
館
所
蔵
の
﹁
道
勝
法
親

王
筆
か
る
た
﹂
は
一
六
二
〇
年
以
前
成
立
と
さ
れ
て
お
り
︑
三
池
カ
ル

タ
・
歴
史
資
料
館
所
蔵
の
﹁
蛤
型
源
氏
物
語
か
る
た
﹂
は
一
六
〇
〇
年

頃
と
さ
れ
て
い
る
︒
総
合
的
に
考
え
る
と
︑
一
六
〇
〇
年
初
頭
が
歌
か

る
た
成
立
期
と
な
り
そ
う
で
あ
る
︒
な
お
扇
面
歌
留
多
・
小
倉
色
紙
歌

合
せ
加
留
多
・
道
勝
法
親
王
筆
か
る
た
は
百
人
一
首
︑
秀
岳
院
が
作
っ

た
の
は
古
今
集
か
る
た
︑
三
池
カ
ル
タ
・
歴
史
資
料
館
が
所
蔵
し
て
い

る
蛤
型
か
る
た
は
源
氏
物
語
と
な
っ
て
い
る
︒
今
の
と
こ
ろ
伊
勢
物
語

だ
け
古
い
か
る
た
が
発
見
・
報
告
さ
れ
て
い
な
い
︒
な
お
︑
こ
の
中
で

歌
仙
絵
を
伴
っ
て
い
る
の
は
道
勝
法
親
王
筆
か
る
た
の
み
で
あ
り
︑
他

は
す
べ
て
絵
の
な
い
色
紙
型
か
る
た
で
あ
る
︒
百
人
一
首
の
歌
仙
絵
は

成
立
が
遅
く
︑
角
倉
素
庵
が
刊
行
し
た
絵
入
版
本

(元
和
寛
永
頃
)
が

嚆
矢
と
さ
れ
て
い
る
︒
道
勝
法
親
王
筆
か
る
た
の
歌
仙
絵
と
の
類
似
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
成
立
は
も
う
少
し
下
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒

(7
)
江
橋
崇
氏
は
﹁
細
川
家
周
辺
は
︑﹁
小
倉
百
人
一
首
﹂
歌
留
多
の
発
祥

と
し
て
は
︑
一
番
可
能
性
の
高
い
人
間
集
団
で
あ
る
﹂
(﹁
歌
留
多
に

な
っ
た
小
倉
百
人
一
首
﹂﹃
百
人
一
首
万
華
鏡
﹄
思
文
閣
出
版
・
二
〇

〇
五
年
一
月
)
と
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
︒
ま
た
藤
島
綾
氏
も
﹁
近
世
初

期
の
細
川
家
の
か
る
た
と
の
関
わ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
﹂
(﹁
二
枚
の
絵

札
﹂
注
(
3
)論
文
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒
確
か
に
細
川
幽
斎
は
古
今

伝
授
に
欠
か
せ
な
い
人
物
で
あ
り
︑
後
陽
成
天
皇
か
ら
古
今
伝
授
を
途

絶
え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
の
仰
せ
が
あ
っ
て
︑
幽
斎
は
籠
城
死
を
免

れ
て
い
る
︒
二
条
流
歌
道
を
継
承
す
る
幽
斎
で
あ
る
か
ら
︑
古
典
講
釈

だ
け
で
な
く
か
る
た
成
立
に
ま
で
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
お
か

し
く
は
な
い
︒

(8
)
そ
の
後
︑
山
口
氏
は
﹁
日
本
の
か
る
た
﹂
古
美
術
69
・
昭
和
59
年
で

真
っ
先
に
﹃
当
家
雑
記
﹄
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

(9
)
山
口
氏
も
﹁
歌
カ
ル
タ
の
形
質
﹂
で
︑

駒
形
原
形
説
は
諸
流
皆
主
張
し
て
い
る
が
結
局
︑
外
来
賭
博
用
品

の
如
き
長
方
形
は
好
ま
し
か
ら
ず
︑
元
来
が
歌
貝
で
あ
る
か
ら
貝

形
に
似
た
る
将
棋
駒
形
に
す
る
べ
し
と
云
う
故
実
家
の
﹁
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
﹂
を
﹁
あ
る
﹂
に
し
た
も
の
ら
し
い
︒

(
114
頁
)

と
賭
博
用
の
天
正
カ
ル
タ
と
の
差
異
化
を
は
か
る
た
め
に
︑
駒
形
や
貝

形
原
形
説
が
主
張
さ
れ
た
と
分
析
し
て
い
る
︒

歌
か
る
た
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成
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と
細
川
家
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付
︑
三
浦
綾
子
著
﹃
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
﹄

一

細
川
忠
興
に
嫁
い
だ
明
智
光
秀
の
娘
玉
は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
で

あ
っ
た

(洗
礼
名
は
ガ
ラ
シ
ャ
)︒
そ
の
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
お
り
︑

そ
れ
も
あ
っ
て
三
浦
綾
子
は
︑
そ
の
玉
を
主
人
公
に
し
た
﹃
細
川
ガ
ラ

シ
ャ
夫
人
上
下
﹄
(主
婦
の
友
社
・
一
九
七
五
年
刊
)
と
い
う
小
説
を
書

い
て
い
る
︒

で
は
こ
の
小
説
の
上
巻
﹁
丹
後
の
海
﹂
の
中
に
︑
か
る
た
の
話
が
出
て

い
る
こ
と
は
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
︒
美
貌
の
玉
を
愛
す
る
忠
興
が
︑
手
製
の

か
る
た
を
三
年
が
か
り
で
こ
し
ら
え
て
︑
玉
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
︒
大
事
な
資
料
な
の
で
︑
次
に
そ
の
場
面
を
引
用
す
る
︒

二

珍
し
く
忠
興
は
冗
談
を
い
っ
た
︒
こ
れ
は
よ
く
よ
く
機
嫌
が
よ
い
に
ち

が
い
な
い
︒
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
戸
惑
う
玉
子
に
︑

｢実
は
の
う
︒
そ
ち
に
も
う
一
つ
見
せ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
﹂

と
︑
忠
興
は
楽
し
げ
に
書
院
棚
の
文
箱
を
あ
け
た
︒
そ
れ
は
九
曜
の
紋
の

つ
い
た
黒
塗
り
の
大
き
な
文
箱
で
︑
決
し
て
手
を
ふ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
言

わ
れ
て
い
た
文
箱
で
あ
っ
た
︒

｢ま
︑
何
で
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
﹂

玉
子
も
や
さ
し
く
首
を
か
し
げ
た
︒

｢こ
れ
じ
ゃ
﹂

｢ま
あ
︑
き
れ
い
な
⁝
⁝
︒
こ
れ
は
歌
留
多
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
﹂

厚
紙
に
金
箔
を
貼
っ
た
扇
型
の
か
る
た
が
沢
山
︑
文
箱
か
ら
出
さ
れ
た
︒

｢ど
う
だ
？
お
玉
﹂

得
意
げ
に
忠
興
は
玉
子
を
見
た
︒
玉
子
は
お
長
を
そ
っ
と
下
に
置
き
︑

｢何
と
み
や
び
や
か
な
！
﹂

玉
子
は
目
を
見
張
っ
て
︑
そ
の
一
つ
を
手
の
ひ
ら
に
お
い
た
︒

｢こ
れ
は
︑
い
っ
た
い
ど
な
た
さ
ま
よ
り
の
賜
り
物
⁝
⁝
﹂

｢も
ら
っ
た
も
の
で
は
な
い
わ
︒
実
は
な
︑
そ
な
た
を
娶
っ
た
時
か

ら
︑
ひ
ま
ひ
ま
に
︑
こ
っ
そ
り
わ
し
が
作
っ
た
も
の
だ
﹂

照
れ
た
よ
う
に
笑
う
夫
の
顔
を
︑
玉
子
は
ま
じ
ま
じ
と
見
て
︑

｢ま
あ
︑
そ
れ
で
は
⁝
⁝
こ
の
金
箔
も
殿
が
？
﹂

｢お
う
︑
わ
し
が
貼
っ
た
︒
張
り
方
は
︑
以
前
に
屏
風
師
に
習
っ
て

あ
っ
た
︒
そ
な
た
を
喜
ば
せ
よ
う
と
手
が
け
た
の
が
三
年
前
︒
だ
が
︑

戦
さ
つ
づ
き
で
︑
な
か
な
か
時
間
も
と
れ
ぬ
︒
よ
う
や
く
先
程
百
枚

つ
く
り
あ
げ
た
わ
﹂

歌
か
る
た
の
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｢殿
！
﹂

玉
子
の
白
い
頬
に
︑
涙
が
つ
ー
っ
と
走
っ
た
︒
思
い
が
け
な
い
夫
の
優

し
さ
だ
っ
た
︒

｢も
っ
た
い
の
う
⁝
⁝
ご
ざ
り
ま
す
﹂

｢お
う
︑
喜
ん
で
く
れ
る
か
︒
わ
し
も
う
れ
し
い
︒
そ
ん
な
に
喜
ん

で
く
れ
る
と
は
思
わ
な
ん
だ
﹂

玉
子
は
︑
一
枚
一
枚
を
そ
の
形
の
よ
い
指
で
︑
そ
っ
と
つ
ま
む
よ
う
に

し
て
持
っ
た
︒
金
箔
の
上
に
︑
忠
興
の
見
事
な
筆
で
百
人
一
首
が
書
か
れ

て
い
る
︒

君
が
た
め
惜
し
か
ら
ざ
り
し
命
さ
へ
な
が
く
も
が
な
と
思
ひ
け
る
哉

諸
共
に
哀
と
思
へ
山
桜
花
よ
り
外
に
知
る
人
も
な
し

低
く
読
み
な
が
ら
︑
玉
子
は
幸
せ
な
思
い
に
満
た
さ
れ
て
い
た
︒

結
婚
以
来
三
年
︑
忠
興
は
優
し
い
と
思
え
ば
い
ら
立
ち
︑
怒
っ
て
い
る

と
思
え
ば
︑
俄
か
に
激
し
く
愛
撫
す
る
夫
で
︑
ど
う
に
も
気
心
が
捉
え
ら

れ
な
か
っ
た
︒
い
つ
も
︑
何
か
気
ま
ぐ
れ
に
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
︑
誇

り
高
い
玉
子
は
︑
内
心
腹
に
す
え
か
ね
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
何
か
し
み
じ

み
と
︑
二
人
の
間
に
通
う
も
の
の
な
い
淋
し
さ
が
あ
っ
た
︒

そ
の
淋
し
さ
︑
う
つ
ろ
さ
が
︑
や
が
て
は
忠
興
に
抱
か
れ
な
が
ら
︑
高

山
右
近
の
幻
影
に
抱
か
れ
る
と
い
う
不
倫
な
思
い
に
︑
玉
子
を
誘
っ
た
の

か
も
知
れ
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
い
ま
︑
忠
興
手
作
り
の
優
雅
な
か
る
た
を

手
に
し
て
︑
玉
子
の
心
は
や
さ
し
く
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
く
思
い
だ
っ
た
︒

妻
の
自
分
を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
て
︑
激
し
い
戦
さ
の
ひ
ま
ひ
ま
に
︑
ひ
そ

か
に
厚
紙
で
型
を
と
り
︑
金
箔
を
貼
り
つ
け
︑
細
字
を
書
き
こ
ん
で
い
く

忠
興
の
姿
が
︑
ほ
う
ふ
つ
と
し
て
玉
子
の
瞼
に
浮
か
ん
だ
︒

｢一
生
︑
わ
た
く
し
の
宝
と
い
た
し
ま
す
︒
殿
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
﹂

ふ
か
ぶ
か
と
両
手
を
つ
い
て
礼
を
い
う
玉
子
を
︑
忠
興
は
満
足
そ
う
に

う
な
づ
い
て
眺
め
た
︒

｢さ
ぞ
か
し
根
気
の
い
る
お
仕
事
と
存
じ
ま
す
る
﹂

玉
子
は
飽
か
ず
に
一
枚
一
枚
か
る
た
を
眺
め
て
行
っ
た
︒
こ
の
百
枚
を
︑

三
年
か
か
っ
て
つ
く
っ
て
く
れ
た
と
思
え
ば
︑
あ
だ
や
お
ろ
そ
か
に
は
思

わ
れ
ぬ
︒
そ
の
様
子
を
見
て
︑
忠
興
も
ま
た
玉
子
の
真
心
が
じ
か
に
伝
わ

る
思
い
だ
っ
た
︒

類
な
い
美
貌
の
女
性
で
あ
る
と
の
思
い
は
︑
初
め
て
玉
子
を
見
て
以
来
︑

変
り
は
し
な
か
っ
た
が
︑
し
か
し
心
根
は
い
か
に
も
冷
た
い
女
に
思
わ
れ

た
︒
女
性
に
似
合
わ
ず
︑
も
の
事
に
批
判
的
で
︑
夫
の
忠
興
の
な
す
こ
と

言
う
こ
と
に
︑
冷
笑
を
浴
び
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
間
々

あ
っ
た
︒
そ
れ
が
い
ま
︑
こ
う
し
て
︑
涙
を
も
っ
て
深
々
と
礼
を
い
い
︑
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百
枚
の
か
る
た
の
一
枚
を
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
︑
次
々
と
興
深
げ
に
見
つ

め
て
く
れ
て
い
る
︒
い
ま
玉
子
は
︑
自
分
の
気
持
を
あ
や
ま
り
な
く
受
け

と
め
て
く
れ
て
い
る
の
だ
︒
忠
興
は
し
み
じ
み
う
れ
し
か
っ
た
︒

玉
子
の
美
し
さ
︑
賢
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
︑
忠
興
は
最
初
か
ら
劣
等
感
を

抱
い
て
い
た
の
だ
︒
が
︑
こ
の
日
以
来
︑
忠
興
と
玉
子
の
間
に
あ
っ
た
目

に
見
え
ぬ
垣
は
︑
取
り
払
わ
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
熊
千
代
お

長
と
い
う
愛
ら
し
い
二
人
の
子
が
恵
ま
れ
て
も
︑
な
お
取
り
払
い
得
な
い

垣
で
あ
っ
た
の
だ
︒

な
お
︑
こ
の
忠
興
手
づ
く
り
の
百
人
一
首
は
︑
現
在
も
細
川
家
に
伝
え

ら
れ
て
数
枚
が
残
っ
て
い
る
︒

三

私
は
百
人
一
首
・
か
る
た
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
学
作
品
を
追
い
か
け

て
い
て
︑
よ
う
や
く
こ
の
作
品
に
た
ど
り
つ
い
た
︒
歌
の
引
用
ま
で
あ
る

の
で
︑
百
人
一
首
享
受
史
の
貴
重
な
資
料
の
一
つ
と
い
え
る
︒

こ
の
か
る
た
は
下
巻
に
も
再
度
登
場
し
て
い
る
︒
明
智
光
秀
が
豊
臣
秀

吉
軍
に
敗
れ
た
こ
と
で
︑
忠
興
が
玉
を
ひ
そ
か
に
山
中
に
隠
し
住
ま
わ
せ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹁
味
土
野
の
春
﹂
に
は
短
く
次
の
よ
う
に
出
て
い
る
︒

朝
食
の
あ
と
︑
玉
子
は
忠
興
が
自
分
の
た
め
に
︑
三
年
の
歳
月
を
費

や
し
て
作
っ
て
く
れ
た
か
る
た
を
手
に
︑
一
枚
一
枚
読
ん
で
い
た
︒

金
箔
を
貼
っ
た
扇
形
の
優
雅
な
か
る
た
で
あ
る
︒

百
人
一
首
の
ど
れ
も
が
︑
し
み
じ
み
と
心
に
沁
み
た
︒
自
分
が
こ
の

山
奥
に
住
ん
で
い
る
た
め
に
︑
心
に
沁
み
る
の
か
と
思
い
な
が
ら
︑

そ
の
あ
ま
り
に
も
淋
し
く
切
な
い
歌
の
多
い
の
に
︑
玉
子
は
今
更
の

よ
う
に
お
ど
ろ
い
て
い
た
︒

玉
子
は
忠
興
と
別
れ
て
山
中
に
隠
遁
す
る
際
︑
か
る
た
を
持
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
も
う
一
個
所
︑
｢人
の
心
と
天
の
心
と
﹂
に
も
短

く
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

忠
興
は
玉
子
の
た
め
に
︑
扇
形
の
か
る
た
に
一
枚
一
枚
金
箔
を
貼
り
︑

心
を
こ
め
て
百
人
一
首
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
︒

『細
川
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
﹄
に
は
前
述
の
よ
う
に
百
人
一
首
の
歌
も
引
用

さ
れ
て
い
る
が
︑
忠
興
手
作
り
の
扇
形
百
人
一
首
か
る
た
だ
け
で
も
都
合

三
回
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
そ
の
小
説
の
記
述
に
呼
応
す
る
か
の
よ

う
に
︑
現
在
ま
で
細
川
家
に
は
忠
興
筆
と
さ
れ
る
扇
面
歌
留
多
が
伝
来
し

て
い
た
︒
そ
の
た
め
小
説
の
信
憑
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取

ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
記
述
を
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
︒

一
つ
は
百
人
一
首
か
る
た
を
﹁
百
枚
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
か

る
た
に
詳
し
く
な
い
人
で
も
︑
か
る
た
は
二
百
枚
で
一
組
に
な
っ
て
い
る

歌
か
る
た
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こ
と
は
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
も
札
に
書
か
れ
た
百
人
一
首
が
︑

君
が
た
め
惜
し
か
ら
ざ
り
し
命
さ
へ
な
が
く
も
が
な
と
思
ひ
け
る
哉

諸
共
に
哀
と
思
へ
山
桜
花
よ
り
外
に
知
る
人
も
な
し

と
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
奇
妙
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
江
戸
時
代

の
か
る
た
は
上
の
句
札
と
下
の
句
札
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑

普
通
だ
っ
た
ら
上
の
句
か
下
の
句
し
か
引
用
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
あ

る
い
は
現
代
の
活
字
か
る
た
を
頭
に
浮
か
べ
て
︑
歌
一
首
を
書
い
て
し

ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
歌
一
首
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
明
治
以
降
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
百
枚
で
は
揃
い
の
か
る
た
に

は
な
ら
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
百
人
一
首
が
書
か
れ
た
扇
面
色
紙

(か
る
た
と

は
別
)
な
ら
問
題
な
い
︒

も
う
一
つ
︑
細
川
家
に
は
確
か
に
扇
面
歌
留
多
が
伝
来
し
て
い
る
︒
そ

の
図
録
の
説
明
を
見
る
と
︑
十
七
世
紀
成
立
と
さ
れ
て
い
る
︒
明
智
玉

(細
川
ガ
ラ
シ
ャ
)
が
亡
く
な
っ
た
の
が
ち
ょ
う
ど
一
六
〇
〇
年
で
あ
る

か
ら
︑
も
し
こ
れ
が
本
当
に
玉
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑

成
立
は
十
六
世
紀
後
半
と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
う
な
っ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
︑
こ
れ
は
玉
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
か
る
た
で
は
な
い
こ
と

に
な
り
そ
う
だ
︒
む
し
ろ
玉
に
贈
ら
れ
た
か
る
た
と
い
う
の
は
︑
三
浦
綾

子
の
創
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
小
説
で
は
﹁
数
枚
が
残
っ
て
い
る
﹂
と

あ
っ
た
が
︑
こ
の
扇
面
加
留
多
は
一
九
九
枚
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
︒も

し
小
説
通
り
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
方
が
か
る
た
の
歴
史
に
と
っ
て
は
あ

り
が
た
い
︒
仮
に
忠
興
が
玉
に
手
作
り
の
か
る
た
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い

た
と
す
る
と
︑
そ
の
か
る
た
は
最
古
の
か
る
た
の
可
能
性
が
高
く
な
る
︒

現
存
最
古
の
か
る
た
は
︑
一
六
二
〇
年
以
前
の
道
勝
法
親
王
筆
か
る
た

(滴
翠
美
術
館
所
蔵
)
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
よ
り
も
成
立
が
四
十
年

程
遡
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の
形
が
扇
面
と
な
る
と
︑
か
る
た
成
立

期
に
お
い
て
は
形
が
長
方
形
に
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
だ

か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
こ
か
ら
蛤
型
が
導
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
︒
こ
れ

を
踏
ま
え
る
と
歌
か
る
た
成
立
論
は
ま
す
ま
す
や
や
こ
し
く
な
っ
て
し
ま

い
そ
う
だ
が
︑
考
え
る
資
料
が
増
え
た
こ
と
は
素
直
に
喜
び
た
い
︒
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