
〔
要
旨
〕
今
回
は
、
桐
壺
巻
で
注
目
し
た
「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」

に
つ
い
て
分
析
・
調
査
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
①
平
安
朝
語
で
あ
る
こ

と
、
②
用
例
が
少
な
い
こ
と
、
③
同
音
異
義
語
の
「
上
手
め
く
・
上
手
め

か
し
」
と
不
分
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
き

ち
ん
と
区
別
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
桐
壺
更
衣
と
明
石

の
君
に
の
み
用
い
ら
れ
た
特
殊
用
法
で
あ
る
こ
と
が
浮
上
し
た
。
し
か
も

「
め
く
・
め
か
し
」
の
原
義
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
分
の
低
さ
故
の
悲

哀
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
故
、
明
石
の
君
論
に
有

効
な
表
現
と
思
わ
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
考　

― 

明
石
の
君
論
と
し
て 

―

一
、
問
題
提
起

　

『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
に
は
、
帝
に
寵
愛
さ
れ
た
桐
壺
更
衣
の
こ
と
が
、

お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
上
衆
め
か
し
け
れ
ど
、
わ
り
な
く
ま

つ
は
さ
せ
た
ま
ふ
あ
ま
り
に
、
さ
る
べ
き
御
遊
び
の
を
り
を
り
、
何

ご
と
に
も
ゆ
ゑ
あ
る
こ
と
の
ふ
し
ぶ
し
に
は
、
ま
づ
参
上
ら
せ
た
ま

ふ
、 

（
新
編
全
集
桐
壺
巻
19
頁
）

と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
上
衆
め
か
し
」
は
、

桐
壺
更
衣
の
重
要
語
と
思
わ
れ
た
の
で
、
か
つ
て
『
源
氏
物
語
〈
桐
壺

巻
〉
を
読
む
』（
翰
林
書
房
）
の
「
鑑
賞
７
」
に
お
い
て
、

「
上
衆
め
か
す
」
と
い
う
語
は
、「
下
衆
」
の
反
対
語
で
あ
る
「
上

衆
」
に
「
め
か
し
」
と
い
う
接
尾
語
（
他
動
詞
化
）
が
付
い
た
も
の

一

 

吉
海　

直
人



だ
が
、
他
に
「
あ
ま
り
上
衆
め
か
し
と
思
し
た
り
」（
松
風
巻
23

頁
）
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
め
く
」
が
付
い
て
自
動
詞
化

し
た
例
と
し
て
、「
忍
び
や
か
に
調
べ
た
る
ほ
ど
い
と
上
衆
め
き
た

り
」（
明
石
巻
93
頁
）
も
あ
る
。
こ
の
二
例
は
と
も
に
明
石
の
君
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
女
に
も
桐
壺
更
衣
と
同
様
に
、
い
く
ら

上
衆
め
か
し
て
も
根
本
的
に
上
衆
で
あ
り
え
な
い
と
言
う
悲
し
い
現

実
（
身
分
差
）
が
あ
っ
た
。
こ
う
考
え
る
と
、
明
石
の
君
こ
そ
が
桐

壺
更
衣
の
正
当
な
ゆ
か
り
（
血
縁
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
藤
壺
の

ゆ
か
り
た
る
紫
の
上
と
明
石
の
君
の
対
比
は
、
実
は
ゆ
か
り
の
二
分

化
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の
だ
。 

（
32
頁
）

と
コ
メ
ン
ト
し
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
改
訂
版
の
補
注
８
に
お
い
て
、

用
例
は
「
上
衆
め
か
す
」「
上
衆
め
く
」
合
わ
せ
て
全
七
例
で
、
そ

の
う
ち
の
四
例
ま
で
が
明
石
の
君
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

（
166
頁
）

と
、
明
石
の
君
を
考
え
る
上
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
た
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し

て
お
い
た（
1
）。
し
か
し
な
が
ら
桐
壺
巻
の
注
と
い
う
制
約
も
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
明
石
の
君
の
用
例
が
き
ち
ん
と
論
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は
「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
に
つ
い
て
、

あ
ら
た
め
て
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

二
、
用
例
の
分
布

　

問
題
の
「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
と
い
う
語
は
、
ど
う
や
ら
用
例

の
少
な
い
語
の
よ
う
で
あ
る
。
確
認
の
た
め
に
用
例
を
広
く
調
査
し
て
み

た
。
手
始
め
に
『
古
典
対
照
語
い
表
』（
笠
間
書
院
）
を
参
照
し
た
と
こ

ろ
、「
上
衆
め
く
」
が
『
源
氏
物
語
』
五
例
・『
紫
式
部
日
記
』
一
例
・

『
徒
然
草
』
一
例
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
「
上
衆
め
か
し
」
は
『
源
氏
物

語
』
二
例
の
み
あ
が
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
他
の
作
品
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な

結
果
に
な
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 

上
衆
め
く  

上
衆
め
か
し 

 
 

計

平
中
物
語 

 
 
 
 

１ 
 
 
 
 

１ 
 
 
 
 

２

う
つ
ほ
物
語 

 
 
 

１ 
 
 
 
 

０ 
 
 
 
 

１

一
条
摂
政
御
集 

 
 

１ 
 
 
 
 

０ 
 
 
 
 

１

源
氏
物
語 

 
 
 
 

５ 
 
 
 
 

２ 
 
 
 
 

７

紫
式
部
日
記 

 
 
 

１ 
 
 
 
 

０ 
 
 
 
 

１

紫
式
部
集 

 
 
 
 

１ 
 
 
 
 

０ 
 
 
 
 

１

狭
衣
物
語 

 
 
 
 

０ 
 
 
 
 

３ 
 
 
 
 

３

二



夜
の
寝
覚 

 
 
 
 

２ 
 
 
 
 

２ 
 
 
 
 

４

浜
松
中
納
言
物
語 

 

１ 
 
 
 
 

０ 
 
 
 
 

１

無
名
草
子 

 
 
 
 

０ 
 
 
 
 

１ 
 
 
 
 

１

と
り
か
へ
ば
や 

 
 

１ 
 
 
 
 

０ 
 
 
 
 

１

木
幡
の
時
雨 

 
 
 

０ 
 
 
 
 

２ 
 
 
 
 

２

徒
然
草 

 
 
 
 
 

１ 
 
 
 
 

０ 
 
 
 
 

１

 

計 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

11 
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『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
な
ど
の
歌
集
に
は
用
例
が
見
当
た
ら
な
い

の
で
、
ど
う
や
ら
歌
語
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
初
出
が
『
平
中
物

語
』
ま
で
下
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
平
安
朝
語
と
考
え
て
お
き
た
い
。
と

い
っ
て
も
『
落
窪
物
語
』・『
蜻
蛉
日
記
』・『
枕
草
子
』・『
栄
花
物
語
』
な

ど
に
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
全
用
例
は
わ
ず
か
二
十
六
例
で

あ
っ
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
「
上
衆
め
か
し
」
は
、
動
詞
な
の
か
形
容
詞
な

の
か
の
判
別
が
つ
け
に
く
い
。
前
著
で
は
他
動
詞
と
し
て
い
た
が
、『
夜

の
寝
覚
』
に
「
上
衆
め
か
し
く
」
と
い
う
連
用
形
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、

本
論
で
は
「
他
動
詞
」
説
を
撤
回
し
て
「
形
容
詞
」
と
し
て
お
き
た
い
。

　

全
体
を
見
渡
す
と
、
用
例
が
少
な
い
中
で
『
源
氏
物
語
』
の
「
上
衆
め

く
」
五
例
と
『
狭
衣
物
語
』
の
「
上
衆
め
か
し
」
三
例
が
や
や
目
立
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
は
、「
上
衆

（
上
種
）」
に
接
尾
語
の
「
め
く
・
め
か
し
」
が
付
い
て
派
生
し
た
動
詞
・

形
容
詞
と
先
に
述
べ
た
。
面
白
い
こ
と
に
『
源
氏
物
語
』
に
は
名
詞
「
上

衆
」
の
用
例
は
見
当
た
ら
な
い（
2
）。
そ
の
派
生
語
に
「
心
」
を
冠
し
た

「
心
上
衆
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
用
例
は
非
常
に
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
一
切
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
平
安
後
期
以
降
の
『
無

名
草
子
』
中
の
『
夜
の
寝
覚
』
の
女
君
評
に
二
例
、『
と
り
か
へ
ば
や
』

に
一
例
認
め
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る（
3
）。

　

つ
い
で
な
が
ら
「
上
衆
」
の
反
対
語
は
「
下
衆
」
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら

は
「
下
衆
め
く
」「
下
衆
め
か
し
」
の
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
か
わ

り
に
「
下
衆
下
衆
し
」
と
い
う
形
容
詞
が
認
め
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』

に
「
下
衆
下
衆
し
」
は
三
例
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
用
例
は
東
屋
巻
・
蜻

蛉
巻
・
手
習
巻
各
一
例
と
、
宇
治
十
帖
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
も
や
や
特
殊
（
非
貴
族
的
）
な
用
い
ら
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
と
言
え

そ
う
で
あ
る（
4
）。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、「
上
衆
」「
下
衆
」
に
関
し
て
は
、
派
生
語
を
含
め

て
か
な
り
奇
妙
な
言
葉
と
思
わ
れ
る
。

三



三
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」

　

『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
検
討
す
る
前
に
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
用

例
を
見
て
お
き
た
い
。
初
出
例
と
し
て
は
『
平
中
物
語
』
の
二
例
で
あ
る

が
、
ま
ず
「
上
衆
め
か
し
」
は
、

さ
さ
な
み
の
長
等
の
山
の
山
彦
は
問
へ
ど
答
へ
ず
主
し
な
け
れ
ば

 

１ 

こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
の
、
い
と
上
衆
め
か
し
け
れ
ば
、
も
の
も
い

は
で
や
み
に
け
り
。 
（
新
編
全
集
『
平
中
物
語
』
467
頁
）

と
あ
る
。
こ
こ
は
現
代
語
訳
に
「
と
り
わ
け
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
女

が
、
た
い
そ
う
身
分
の
あ
る
女
の
よ
う
な
返
歌
を
す
る
の
で
、
馬
鹿
馬
鹿

し
く
て
、
そ
れ
以
上
、
歌
も
言
い
掛
け
な
い
で
、
や
め
て
し
ま
っ
た
」
と

あ
る
よ
う
に
、「
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
」
が
「
貴
人
ら
し
く
振
る

舞
」
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
女
の
振
る
舞
い
は
、
か
え
っ
て
男

か
ら
マ
イ
ナ
ス
評
価
さ
れ
て
い
る
。
身
分
と
振
る
舞
い
が
不
一
致
と
い
う

こ
と
で
、
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
マ
イ
ナ
ス
用
法
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。

　

も
う
一
例
の
「
上
衆
め
く
」
の
方
は
、

勿
来
て
ふ
関
を
ば
す
ゑ
で
あ
ふ
こ
と
を
ち
か
た
ふ
み
に
も
君
は
な

さ
な
む

 

２ 

か
う
い
へ
ど
、
こ
の
女
さ
ら
に
あ
は
ず
、
上
衆
め
き
け
れ
ば
、
男
い

ひ
わ
び
て
、
も
の
も
い
は
ざ
り
け
れ
ば
、 

（
同
479
頁
）

と
出
て
い
る
。
現
代
語
訳
は
「
お
高
く
と
ま
っ
て
い
る
」
と
あ
り
、
や
は

り
女
の
振
る
舞
い
は
男
か
ら
批
判
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。『
平
中
物

語
』
の
二
例
は
と
も
に
女
性
の
例
で
あ
り
、
本
来
貴
人
で
は
な
い
の
に

「
貴
人
ら
し
く
振
る
舞
う
」
こ
と
で
、
男
か
ら
マ
イ
ナ
ス
評
価
さ
れ
る
と

い
う
用
法
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
二
例
と
も
和
歌
の
直

後
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
上
巻
の
、

 

３ 

中
納
言
も
の
も
の
給
は
ず
、
涙
を
の
み
流
し
た
ま
へ
ば
、
お
と
ど
、

い
か
ば
か
り
上
衆
め
き
た
り
し
人
ぞ
、
か
う
涙
を
も
惜
し
ま
ず
、
世

の
中
を
憂
し
と
思
ひ
た
る
を
、
お
ぼ
ろ
け
に
は
あ
ら
ざ
め
り
、

 

（
新
編
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
３
』
125
頁
）

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
正
頼
が
実
忠
の
振
る
舞
い
を
見
て
の
感
想
（
心

内
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
貴
人
ら
し
い
」
で
問
題
あ
る
ま
い
。
と
い
う

よ
り
も
実
忠
は
正
真
正
銘
の
貴
人
で
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
「
め
く
」
を

付
け
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
は
そ
の
ま
ま
プ
ラ
ス

評
価
と
し
た
い
。
な
お
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
『
平
中
物
語
』
と
は
違
っ
て
、

男
性
の
例
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
プ
ラ
ス
評
価
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。

四



　

そ
れ
に
対
し
て
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
例
は
、

 
４ 
は
や
う
の
人
は
か
う
や
う
に
ぞ
あ
り
け
る
。
い
ま
や
う
の
わ
か
い
人

は
さ
し
も
あ
ら
で
上
ず
め
き
て
や
み
な
ん
か
し
。

 

（『
一
条
摂
政
御
集
注
釈
』
５
頁
）

と
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
今
の
男
性
の
マ
イ
ナ
ス
評

価
と
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
『
源
氏
物
語
』
と
同
じ
作
者
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
例
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。

 

５ 

上
臈
中
臈
の
ほ
ど
ぞ
、
あ
ま
り
ひ
き
入
り
ざ
う
ず
め
き
て
の
み
は
べ

る
め
る
。
さ
の
み
し
て
、
宮
の
御
た
め
、
も
の
の
か
ざ
り
に
は
あ
ら

ず
、
見
ぐ
る
し
と
も
見
は
べ
り
。

 

（
新
編
全
集
『
紫
式
部
日
記
』
196
頁
）

　

本
文
に
は
「
ざ
う
ず
め
き
」
と
仮
名
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
頭
注
七
に

「「
上
衆
め
く
」
で
、
貴
人
ら
し
い
様
子
を
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
で
、

「
上
衆
め
く
」
の
例
と
し
て
お
き
た
い
。「
上
臈
中
臈
」
は
女
房
と
し
て
は

上
位
だ
が
、
宮
仕
え
と
い
う
こ
と
で
は
貴
人
と
は
言
え
ま
い
。
そ
の
女
房

が
「
上
衆
め
く
」
こ
と
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
は
、
決
し
て
宮
（
中
宮
彰

子
）
の
た
め
に
な
ら
な
い
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
例
は
『
平
中
物
語
』

同
様
、「
お
高
く
と
ま
っ
て
い
る
」
と
マ
イ
ナ
ス
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
り
そ
う
だ
。

　

『
紫
式
部
集
』
の
詞
書
に
も
「
上
衆
め
く
」
の
例
が
拾
え
る
（
歌
語
で

は
な
い
）。か

ば
か
り
思
そ
し
ぬ
べ
き
身
を
、
い
と
い
た
う
も
上
衆
め
く
か
な

と
、
い
ひ
け
る
人
を
き
き
て
、

 

６ 

わ
り
な
し
や
人
こ
そ
人
と
い
は
ざ
ら
め
み
づ
か
ら
身
を
や
お
も
ひ
す

つ
べ
き

　

こ
れ
は
紫
式
部
自
身
の
出
仕
に
ま
つ
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
紫
式
部
自

身
が
「
お
高
く
と
ま
っ
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
自
身

の
そ
う
い
っ
た
体
験
が
、『
源
氏
物
語
』
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

以
上
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
一
条
摂
政
御
集
』
の
例
を
除
く
と
、
そ
れ
以

外
の
例
は
全
て
女
性
で
あ
り
、
し
か
も
本
来
貴
人
で
な
い
の
に
貴
人
ら
し

く
振
る
舞
う
場
合
に
マ
イ
ナ
ス
評
価
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
例
は
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
用
法
を
継
承
・
特
化

さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

五



四
、「
上
衆
」
と
「
上
手
」

　

で
は
次
に
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
考
え
て
み
た
い
。
全
七
例
を
巻
ご

と
に
分
類
し
た
と
こ
ろ
、

上
衆
め
く　
　
　

紅
葉
賀
１　

明
石
２　

若
菜
下
２

上
衆
め
か
し　
　

桐
壺
１　
　

松
風
１

と
な
っ
た
。
用
例
が
少
な
い
の
で
、
こ
の
分
類
か
ら
顕
著
な
特
徴
は
看
取

で
き
そ
う
も
な
い
（「
下
衆
下
衆
し
」
と
対
照
的
に
宇
治
十
帖
に
用
例
な

し
）。
そ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
誰
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み

た
と
こ
ろ
、
前
述
の
よ
う
に
明
石
の
君
に
四
例
、
桐
壺
更
衣
に
一
例
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
他
の
二
例
は
紫
の
上
（
紅
葉
賀
巻
）
と
不

特
定
の
男
性
（
若
菜
下
巻
）
の
用
例
）。
こ
れ
は
か
な
り
偏
っ
た
用
い
ら

れ
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
調
査
し
て
い
て
気
付
い
た
こ
と
だ
が
、「
上
衆
め
く
」
の
用
例
の

中
に
、
同
音
異
義
語
の
「
上
手
め
く
」（「
上
手
」
の
派
生
語
）
が
混
入
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
考
え
て
み
た

い
。
問
題
の
「
上
衆
」
と
「
上
手
」
は
、
仮
名
表
記
で
は
同
じ
く
「
じ
ゃ

う
ず
（
ざ
う
ず
）」
と
な
り
、
し
か
も
と
も
に
「
め
く
」「
め
か
し
」
と
結

合
し
て
い
る
の
で
、
大
変
見
分
け
が
付
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
手
始
め
に
古
語
辞
書
を
見
た
と
こ
ろ
、
小
学
館
『
古
語
大
辞

典
』・
角
川
『
古
語
大
辞
典
』
と
も
に
「
上
手
め
く
・
上
手
め
か
し
」
は

立
項
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
す
が
に
岩
波
『
古
語
辞
典
』
で
は
、「
上

手
」
の
項
に
「
上
手
め
き
」
項
が
付
い
て
い
た
が
、「
上
手
め
か
し
」
は

な
か
っ
た
。
ま
た
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
で
は
、「
上
手

め
か
す
」（
他
動
詞
）
が
立
項
さ
れ
て
い
た
が
、
用
例
は
近
世
の
『
浮
世

風
呂
』
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
用
例
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、「
上
衆

め
く
・
上
衆
め
か
し
」
と
「
上
手
め
く
・
上
手
め
か
し
」
は
、
辞
書
で
す

ら
曖
昧
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る（
5
）。

　

し
か
し
両
者
の
意
味
は
は
っ
き
り
相
違
し
て
お
り
、「
上
手
め
く
」
は

楽
器
演
奏
が
巧
み
（
上
手
）
な
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
紅
葉
賀
巻
の
、

 

Ⅰ 

お
も
し
ろ
う
吹
き
す
ま
し
た
る
に
、
掻
き
合
は
せ
ま
だ
若
け
れ
ど
、

拍
子
違
は
ず
上
手
め
き
た
り
。 

（
紅
葉
賀
巻
332
頁
）

は
、
新
編
全
集
で
は
積
極
的
に
「
上
手
」
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、

意
味
も
「
巧
み
に
・
達
人
の
よ
う
に
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
そ
れ
で

問
題
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、「
ま
だ
若
け
れ
ど
」
と
あ
る
よ
う
に
、
紫
の

上
の
演
奏
は
必
ず
し
も
「
上
手
」
の
域
に
達
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い

六



こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
同
様
に
若
菜
下
巻
の
、

 
Ⅱ 
次
々
、
数
知
ら
ず
多
か
り
け
る
を
、
何
せ
む
に
か
は
と
聞
き
い
か
む
。

か
か
る
を
り
ふ
し
の
歌
は
、
例
の
上
手
め
き
た
ま
ふ
男
た
ち
も
な
か

な
か
出
で
消
え
し
て
、
松
の
千
歳
よ
り
離
れ
て
い
ま
め
か
し
き
こ
と

な
け
れ
ば
、
う
る
さ
く
て
な
む
。 

（
若
菜
下
巻
174
頁
）

も
「
上
手
め
き
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（
男
性
の
例
）。
こ
こ
は
歌
の
う

ま
い
男
性
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
新
編
全
集
で
は

「
上
手
め
き
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
に
し
て
も
「
め

き
」
と
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
問
題
の
明
石
の
君
は
琵
琶
の
名
手
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に

「
上
手
め
く
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
若
菜
下
巻
の
、

 

Ⅲ 

掻
き
合
は
せ
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
い
づ
れ
と
な
き
中
に
、
琵
琶
は
す
ぐ

れ
て
上
手
め
き
、
神
さ
び
た
る
手
づ
か
ひ
、
澄
み
は
て
て
お
も
し
ろ

く
聞
こ
ゆ
。 

（
若
菜
下
巻
190
頁
）

で
あ
り
、
ま
た
明
石
巻
の
、

 

Ⅳ 

み
づ
か
ら
も
い
と
ど
涙
さ
へ
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
と
ど
む
べ
き
方
な

き
に
さ
そ
は
る
る
な
る
べ
し
、
忍
び
や
か
に
調
べ
た
る
ほ
ど
い
と
上

衆
め
き
た
り
。 

（
明
石
巻
266
頁
）

で
あ
る
。
若
菜
下
巻
の
用
例
は
女
楽
の
場
面
で
あ
る
が
、
身
分
と
は
正
反

対
に
明
石
の
君
・
紫
の
上
・
明
石
女
御
・
女
三
の
宮
の
順
（
お
そ
ら
く
上

手
い
順
）
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
プ
ラ
ス
評
価
で
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

続
く
明
石
巻
の
用
例
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
の
頭
注
三
で
は
「「
上
衆

め
く
」
は
、
貴
人
ら
し
く
ふ
る
ま
う
、
貴
人
ら
し
く
見
え
る
、
の
意
。」

と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
も
明
石
の
君
の
琵
琶
の
演
奏
に
対
す

る
も
の
な
の
で
、「
上
手
め
き
」
の
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
明
石
の
君
に
限
っ
て
、「
上
衆
め
く
」
と
「
上
手
め

く
」
の
両
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め

用
例
が
倍
増
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
そ
の
区
別
ま
で
も
が
不
分
明
に
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
内
藤
聡
子
氏
は
、
特
に
Ⅲ
の
明
石

の
君
の
例
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
「
上
衆
」
と
解
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
お

ら
れ
る（
6
）。

　

そ
の
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
少
女
巻
に
お
い
て
頭
中
将

が
母
大
宮
に
語
っ
た
、

女
の
中
に
は
、
太
政
大
臣
の
山
里
に
籠
め
お
き
た
ま
へ
る
人
こ
そ
、

い
と
上
手
と
聞
き
は
べ
れ
、
物
の
上
手
の
後
に
は
は
べ
れ
ど
、
末
に

な
り
て
、
山
が
つ
に
て
年
経
た
る
人
の
、
い
か
で
さ
し
も
弾
き
す
ぐ

れ
け
ん
。
か
の
大
臣
、
い
と
心
こ
と
に
こ
そ
思
ひ
て
の
た
ま
ふ
を
り

を
り
は
べ
れ
、
他
事
よ
り
は
、
遊
び
の
方
の
才
は
な
ほ
広
う
あ
は
せ
、

七



か
れ
こ
れ
通
は
し
は
べ
る
こ
そ
か
し
こ
け
れ
。
独
り
ご
と
に
て
、
上

手
と
な
り
け
ん
こ
そ
。
め
づ
ら
し
き
こ
と
な
れ
。 

（
少
女
巻
34
頁
）

で
あ
る
。
頭
中
将
は
明
石
の
君
の
琵
琶
の
技
量
を
「
い
と
上
手
」
と
述
べ

て
お
り
、
源
氏
も
ま
た
「
上
手
」
と
肯
定
・
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
明
石
の
君
の
琵
琶
の
技
量
は
、
公
私
と
も
に
「
上

手
」
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
後
に
な
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
「
上
手

め
く
」
と
表
現
す
る
の
は
相
応
し
く
な
い
（
後
退
）
と
い
う
こ
と
で
、
こ

こ
は
む
し
ろ
明
石
の
君
の
人
柄
を
表
す
「
上
衆
め
く
」
と
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
内
藤
氏
の
御
論
で
あ
る
。

　

た
だ
し
頭
中
将
自
身
、
明
石
の
君
の
演
奏
を
直
に
聞
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
あ
く
ま
で
会
話
の
中
で
の
言
説
で
あ
る
こ
と
も
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
内
藤
氏
の
論
理
は
、「
上
手
め
く
」

は
「
上
手
」
よ
り
劣
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
確
か
に
紫

の
上
の
例
は
そ
う
考
え
る
方
が
ベ
タ
ー
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ

に
マ
イ
ナ
ス
要
素
は
認
め
ら
れ
そ
う
も
な
い
。
琴
の
演
奏
（
プ
ラ
ス
評

価
）
の
場
合
、「
上
手
め
く
」
は
「
上
手
」
に
劣
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

「
上
手
」
と
同
等
の
言
い
回
し
と
考
え
た
い
。

五
、『
源
氏
物
語
』
の
「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
の
用
例
を
確
認
し

て
お
こ
う
。『
源
氏
物
語
』
に
「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
は
全
部
で

七
例
あ
っ
た
が
、
そ
の
過
半
数
の
四
例
は
む
し
ろ
「
上
手
め
く
」
と
し
た

方
が
良
い
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
う
な
る
と
検
討
す
べ
き
用
例
は
残
り
の
三

例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

 

① 

お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
上
衆
め
か
し
け
れ
ど
、
わ
り
な
く
ま

つ
は
さ
せ
た
ま
ふ
あ
ま
り
に
、
さ
る
べ
き
御
遊
び
の
を
り
を
り
、
何

ご
も
に
も
ゆ
ゑ
あ
る
こ
と
の
ふ
し
ぶ
し
に
は
、
ま
づ
参
上
ら
せ
た
ま

ふ
、 

（
新
編
全
集
桐
壺
巻
19
頁
）

 

② 

淺
か
ら
ず
し
め
た
る
紫
の
紙
に
、
墨
つ
き
濃
く
薄
く
紛
ら
は
し
て
、

思
ふ
ら
ん
心
の
ほ
ど
や
や
よ
い
か
に
ま
だ
見
ぬ
人
の
聞
き
か
な
や

ま
む

 
 
 

手
の
さ
ま
書
き
た
る
さ
ま
な
ど
、
や
む
ご
と
な
き
人
に
い
た
う
劣
る

ま
じ
う
上
衆
め
き
た
り
。 

（
明
石
巻
250
頁
）

 
③ 
女
君
に
か
く
な
む
と
聞
こ
ゆ
。
な
か
な
か
も
の
思
ひ
乱
れ
て
臥
し
た

れ
ば
、
と
み
に
し
も
動
か
れ
ず
。
あ
ま
り
上
衆
め
か
し
と
思
し
た
り
。

 

（
松
風
巻
416
頁
）
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①
は
最
初
に
あ
げ
た
桐
壺
更
衣
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
お
ぼ
え
い
と

や
ん
ご
と
な
く
」（
7
） 

と
あ
る
が
、
物
語
の
冒
頭
で
は
「
い
と
や
む
ご
と
な

き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
」（
桐
壺
巻
17
頁
）
と
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
要
す

る
に
帝
の
寵
愛
の
深
さ
と
更
衣
の
身
分
の
低
さ
が
不
一
致
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
更
衣
は
た
い
そ
う
高
貴
な
身
分
で
は
な
い
が
、
い
か
に
も
高
貴
な

人
の
よ
う
に
見
え
る
、
あ
る
い
は
振
る
舞
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
そ
う
見
え
る
だ
け
で
、
決
し
て
本
質
（
女
御
）
で
は
な

か
っ
た
。

　

「
上
衆
め
く
・
め
か
し
」
は
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
語
で
あ
り
、
こ
れ

が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な
い
の
に
、
と

い
う
但
し
書
き
が
付
与
さ
れ
る
（
差
別
語
の
一
種
）。
そ
う
い
っ
た
身
分

の
人
を
寵
愛
す
る
こ
と
は
、
世
間
に
納
得
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
桐
壺
更
衣
の
宿
命
が
、
②
③
の
明
石
の
君
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

②
は
筆
跡
の
こ
と
だ
が
、「
や
む
ご
と
な
き
人
に
い
た
う
劣
る
ま
じ
う
」

と
あ
る
よ
う
に
見
か
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
桐
壺
更
衣
と
同
じ
く
本
質

は
「
や
む
ご
と
な
き
人
」
で
は
な
い
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
た
い
。

も
ち
ろ
ん
筆
跡
に
関
し
て
は
、
楽
器
の
演
奏
と
同
様
「
上
手
め
き
」（
プ

ラ
ス
評
価
）
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
し
そ
う
な
ら
「
上
手
め
き
」
は

プ
ラ
ス
評
価
、「
上
衆
め
き
」
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
掛
詞
の
よ
う
な
特
種
用
法
で
あ
ろ
う
か
。

　

③
は
物
思
い
に
乱
れ
て
見
送
り
に
出
て
こ
な
い
明
石
の
君
に
対
す
る
源

氏
の
感
想
で
あ
る
。
こ
こ
は
「
あ
ま
り
」
と
あ
る
よ
う
に
明
石
の
君
の
行

き
過
ぎ
た
態
度
が
、
か
え
っ
て
源
氏
か
ら
非
難
さ
れ
て
い
る
（
マ
イ
ナ
ス

評
価
）（
8
）。
こ
れ
な
ど
『
平
中
物
語
』
や
『
紫
式
部
日
記
』
に
通
底
す
る

用
法
で
あ
ろ
う
。

　

繰
り
返
す
が
、「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
の
全
三
例
は
、
桐
壺
更

衣
に
一
例
、
明
石
の
君
に
二
例
（
筆
跡
を
除
く
と
一
例
）
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
人
は
血
縁
関
係
に
あ
り
、
ま
た
総
体
的
に
身
分

が
や
や
低
い
と
い
う
共
通
性
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
二
人
が
少
な
い
な
が

ら
全
用
例
を
分
け
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
桐
壺
更
衣

の
立
場
を
明
石
の
君
が
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
上
衆
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
高
い
身
分
の
人
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
に
「
め
く
・
め
か
し
」
と
い
う
接
尾
辞
が
付

く
こ
と
で
、
本
来
そ
う
で
な
い
人
が
そ
の
よ
う
に
見
え
る
、
あ
る
い
は
そ

う
振
る
舞
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
め

く
・
め
か
し
」
に
は
そ
う
で
な
い
者
の
悲
哀
の
よ
う
な
も
の
さ
え
看
取
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
桐
壺
更
衣
は
、
更
衣
の
分
際
で
桐
壺
帝
の

寵
愛
を
受
け
た
こ
と
が
悲
劇
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
弘
徽
殿

九



女
御
達
に
「
め
ざ
ま
し
」
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
明
石
の
君
も
、

源
氏
か
ら
身
分
不
相
応
に
寵
愛
さ
れ
た
こ
と
で
、
紫
の
上
か
ら
「
め
ざ
ま

し
」
と
思
わ
れ
て
い
る
。
二
人
は
相
似
形
で
あ
り
、
紫
の
ゆ
か
り
と
は
別

の
も
う
一
つ
の
ゆ
か
り
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

六
、『
源
氏
物
語
』
以
後
の
用
例

　

つ
い
で
に
『
源
氏
物
語
』
以
後
の
例
も
見
て
お
き
た
い
。『
狭
衣
物

語
』
の
最
初
の
例
は
、
飛
鳥
井
の
女
君
の
筆
跡
に
つ
い
て
、

渡
ら
な
ん
水
増
さ
り
な
ば
飛
鳥
川
明
日
は
淵
瀬
に
な
り
も
こ
そ
す

れ

 

６ 

と
、
そ
の
行
と
も
な
く
、
書
き
す
さ
み
た
る
や
う
な
る
筆
の
流
れ
な

ど
、
わ
ざ
と
上
手
め
か
し
か
ら
ね
ど
、
な
べ
て
な
ら
ず
を
か
し
う
、

ら
う
た
げ
に
て
見
ゆ
る
に
、
思
ひ
な
し
に
や
。

 

（
新
編
全
集
巻
一
125
頁
）

と
あ
る
。
漢
字
は
「
上
手
」
が
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
現
代
語
訳

も
「
上
手
ぶ
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。『
源
氏

物
語
』
の
②
は
「
上
衆
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
は
書
の
上
手
下
手
と
解
し

て
い
る
。
そ
れ
な
ら
プ
ラ
ス
評
価
と
な
る
。
打
ち
消
し
を
伴
っ
て
い
る
こ

と
が
や
や
こ
し
い
。
あ
る
い
は
飛
鳥
井
の
女
君
と
い
う
こ
と
で
、
明
石
の

君
同
様
に
「
上
衆
め
か
し
」
と
の
二
重
構
造
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

二
例
目
は
東
宮
の
筆
跡
で
あ
り
、

頼
め
つ
つ
幾
夜
経
ぬ
ら
ん
竹
の
葉
に
降
る
白
雪
の
消
え
か
へ
り
つ

つ

 

７ 

御
硯
の
水
い
た
う
凍
り
け
り
と
見
え
て
墨
枯
れ
し
た
る
、
あ
て
に
を

か
し
げ
な
り
。
文
字
様
な
ど
こ
そ
、
上
衆
め
か
し
き
と
こ
ろ
な
け
れ

ど
、
た
だ
人
の
と
は
見
え
ず
ぞ
あ
り
け
る
。 

（
巻
二
244
頁
）

と
や
は
り
否
定
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
こ
そ
「
上
衆
」
で
あ
る
が
、

現
代
語
訳
で
は
「
練
達
と
い
う
風
で
は
な
い
が
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
明

ら
か
に
「
上
手
め
か
し
」
の
訳
と
な
っ
て
い
る
。
直
前
に
「
あ
て
に
を
か

し
げ
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
再
度
「
貴
人
め
い
て
」
と
繰
り
返
す

こ
と
は
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
東
宮
の
筆
跡
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
上
手

め
か
し
」（
書
道
の
腕
前
）
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

三
例
目
は
、
院
の
女
御
の
筆
跡
に
つ
い
て
、

 
８ 

文
字
様
な
ど
、
わ
ざ
と
上
手
め
か
し
う
は
な
け
れ
ど
、
墨
つ
き
筆
の

流
れ
も
あ
や
し
う
な
べ
て
な
ら
ず
な
ま
め
か
し
げ
に
て
書
き
流
し
た

ま
へ
り
。 

（
巻
四
232
頁
）

と
や
は
り
否
定
的
に
出
て
い
る
。
院
の
女
御
も
貴
人
で
あ
る
か
ら
、「
上

一
〇



衆
め
か
し
」
と
は
解
し
に
く
い
。
以
上
の
よ
う
に
『
狭
衣
物
語
』
の
特
徴

は
、
三
例
す
べ
て
が
筆
跡
に
つ
い
て
の
例
な
の
で
、「
上
手
」
に
統
一
し

て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
加
え
て
『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
打
ち
消
し
を

伴
っ
た
「
め
か
し
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
三
例
中
二
例
に
は

「
文
字
様
」「
わ
ざ
と
」「
筆
の
流
れ
」「
な
べ
て
な
ら
ず
」
が
共
通
し
て
お

り
、
か
な
り
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
描
写
と
な
っ
て
い
る
。

　

『
夜
の
寝
覚
』
の
二
例
は
非
常
に
近
接
し
た
と
こ
ろ
で
、

 

９ 

秋
風
楽
を
、
た
だ
今
の
折
に
合
は
せ
て
弾
き
た
ま
へ
る
、
す
べ
て
十

余
の
人
の
琴
の
音
と
も
聞
え
ず
、
上
衆
め
き
お
も
し
ろ
き
事
か
ぎ
り

な
し
。
母
君
の
御
琴
は
、
す
ご
く
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
き
と
こ
ろ
ぞ
、

げ
に
天
人
の
耳
に
も
聞
き
過
ご
さ
る
ま
じ
く
い
み
じ
き
、
こ
れ
は
、

い
と
お
も
し
ろ
く
美
々
し
く
、
そ
ぞ
ろ
寒
く
上
衆
め
か
し
き
こ
と
、

い
ま
か
ら
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
に
、

 

（
新
編
全
集
『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
492
頁
）

と
、
姫
君
の
琴
の
演
奏
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
頭
注
二
九
で
は

「「
上
衆
め
く
」
は
、
貴
人
ら
し
い
様
子
。
高
貴
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
し
て

い
る
が
、
こ
こ
は
琴
の
演
奏
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
演
奏
の
腕

前
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
は
「
上
手
め
か
し
・
上
手
め
く
」
の
意
味
と
す

る
の
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

残
る
二
例
は
、

 

10 

さ
こ
そ
上
衆
め
か
し
く
も
て
な
し
鎮
め
た
れ
ど
、
深
く
も
あ
ら
ぬ
若

き
心
地
に
は
、
い
と
苦
し
く
、
背
き
が
た
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、

 

（
同
巻
一
72
頁
）

と
、

 

11 

た
だ
か
う
な
が
ら
、
恥
あ
る
べ
う
も
あ
ら
ず
。
上
衆
め
き
、
う
つ
く

し
げ
な
る
さ
ま
を
、
う
ち
傾
き
つ
つ
、 

（
同
巻
三
232
頁
）

で
あ
る
。
前
の
例
は
女
房
の
新
少
将
が
、
中
の
君
の
素
性
を
中
納
言
に
明

か
す
場
面
で
あ
る
。「
貴
人
ら
し
く
振
る
舞
」
っ
て
い
て
も
、
若
い
新
少

将
に
は
秘
密
を
隠
し
通
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
も
偽
物
（
マ
イ
ナ
ス
）
の
「
上
衆
」
と
解
釈
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

二
つ
目
は
石
山
の
姫
君
の
筆
跡
に
対
す
る
評
価
と
な
っ
て
い
る
。
頭
注
四

に
、「「
上
衆
め
く
」
は
、
貴
人
と
し
て
の
品
格
を
備
え
て
い
る
意
だ
が
、

こ
こ
は
能
書
の
素
質
が
あ
る
こ
と
を
含
め
て
い
よ
う
。」
と
あ
る
の
で
、

こ
の
例
も
「
上
手
め
き
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
、『
夜

の
寝
覚
』
で
は
四
例
中
三
例
が
「
上
手
」
で
よ
さ
そ
う
だ
。

　

次
に
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
例
で
あ
る
が
、

ふ
る
ま
ま
に
か
な
し
さ
ま
さ
る
吉
野
山
う
き
世
い
と
ふ
と
た
れ
た

づ
ね
け
む

一
一



 
12 

墨
つ
き
、
筆
の
流
れ
、
ま
こ
と
し
う
上
衆
め
き
て
う
つ
く
し
き
を
、

か
た
ち
は
さ
こ
そ
、
前
の
世
の
功
徳
の
報
い
な
ら
め
、
さ
る
、
ひ
た

ぶ
る
に
世
を
棄
て
給
へ
り
し
上
の
御
か
げ
に
て
、
い
と
か
う
手
を
さ

へ
書
き
す
ぐ
り
給
ひ
け
む
と
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
、
う
ち
置
き
が
た

く
見
給
ふ
。 
（
新
編
全
集
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
四
328
頁
）

と
あ
っ
て
、
吉
野
の
姫
君
の
筆
跡
の
評
価
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
吉
野
の

姫
君
は
高
貴
な
人
で
あ
り
、
身
分
的
な
劣
等
感
な
ど
は
存
在
し
な
い
の
で
、

こ
こ
は
「
上
手
め
き
」（
能
書
）
と
し
た
い
。
な
お
『
平
中
物
語
』
以
後
、

『
紫
式
部
集
』
を
含
め
て
和
歌
の
直
後
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ

と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
琴
の
演
奏
や
筆
跡
に
用

い
ら
れ
て
い
る
例
は
、「
上
手
」
の
意
味
で
解
釈
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で

あ
る
。

　

そ
の
他
、『
無
名
草
子
』
に
も
一
例
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
『
狭
衣

物
語
』
評
の
中
に
、

 

13 

「
少
年
の
春
は
」
と
う
ち
は
じ
め
た
る
よ
り
、
言
葉
遣
ひ
、
何
と
な

く
艶
に
い
み
じ
く
、
上
衆
め
か
し
く
な
ど
あ
れ
ど
、
さ
し
て
、
そ
の

ふ
し
と
取
り
立
て
て
、
心
に
染
む
ば
か
り
の
と
こ
ろ
な
ど
は
い
と
見

え
ず
。 

（
新
編
全
集
『
無
名
草
子
』
220
頁
）

と
出
て
い
る
。
こ
れ
は
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
引
用
部
分
で
は
な
く
、
物

語
の
文
体
が
上
品
だ
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
悲
哀
も
劣
等
感
も
看
取
さ
れ
な
い
。

　

次
に
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
一
例
は
、

 

14 

「
あ
た
ら
、
い
み
じ
う
お
は
す
る
に
、
人
を
人
と
も
せ
ず
も
の
遠
く

上
衆
め
き
た
ま
へ
る
」
な
ど
、
そ
れ
ば
か
り
を
ぞ
難
に
思
ひ
き
こ
え

た
り
つ
る
を
、 

（
新
編
全
集
『
と
り
か
え
ば
や
物
語
』
巻
二
309
頁
）

と
あ
っ
て
、
男
装
の
女
君
の
態
度
に
対
す
る
批
判
を
含
ん
で
い
る
。
女
君

は
上
流
貴
族
で
あ
る
か
ら
貴
人
ら
し
く
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
お
高
く

と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
（
マ
イ
ナ
ス
？
）
で
あ
ろ
う
か
。
男
装
の
女

君
だ
け
に
、
や
や
特
殊
な
用
法
と
言
え
る
。

　

『
木
幡
の
時
雨
』
に
は
、

 

15 

忍
び
や
か
に
箏
の
琴
を
か
き
な
ら
す
爪
音
い
と
上
衆
め
か
し
う
、
御

心
に
し
み
か
へ
り
、
あ
は
れ
と
聞
き
お
は
す
。

 

（
中
世
王
朝
物
語
全
集
⑥
12
頁
）

と
、

 
16 

さ
し
や
り
て
か
き
鳴
ら
し
給
ふ
爪
音
ま
だ
若
け
れ
ど
、
上
衆
め
か
し

う
懐
か
し
き
ほ
ど
な
り
。
あ
り
し
爪
音
思
し
い
づ
る
に
も
あ
は
れ
に

て
、 

（
同
24
頁
）

の
二
例
が
あ
る
。
前
者
は
姫
君
の
演
奏
す
る
琴
で
あ
る
が
、
現
代
語
訳
は

一
二



「
た
い
そ
う
上
品
で
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
「
上
手
」（
演
奏
の
力

量
）
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
姫
君
の
妹
の
演
奏
で
あ
る（
9
）。
紫

の
上
と
同
様
に
「
ま
だ
若
け
れ
ど
」
に
続
い
て
い
る
。

　

な
お
『
徒
然
草
』
の
二
三
三
段
の
末
尾
に
あ
る
、

 

17 

万
の
咎
は
、
馴
れ
た
る
さ
ま
に
上
手
め
き
、
所
得
た
る
け
し
き
し
て
、

人
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
に
あ
り
。

 

（
新
編
全
集
『
徒
然
草
』
262
頁
）

は
、
男
女
や
身
分
に
関
係
な
く
「
上
手
ぶ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
下
に
得

意
が
っ
て
「
人
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
」
と
あ
る
点
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス

用
法
と
し
て
の
「
上
衆
」
と
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

結

　

以
上
、「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
に
注
目
し
て
、
用
例
を
総
合
的

に
検
討
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
新
編
全
集
の
本
文
校
訂
に
お
い
て
、

「
上
衆
」
と
「
上
手
」
が
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
を
私
に
厳
密
に
分
け
て
み
た
と
こ
ろ
、「
上
手
」
は
演
奏
（
十
三

例
）
や
筆
跡
（
五
例
）
な
ど
の
技
能
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
プ

ラ
ス
用
法
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
上
衆
」
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
非
常
に
特
殊

な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
用
例
が
桐
壺
更
衣
と
明
石
の

君
の
二
人
に
集
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
人
は
単
に
血
縁
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
共
に
身
分
的
な
低
さ
と
い
う
短
所
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
が

「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
の
マ
イ
ナ
ス
用
法
に
顕
著
に
表
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
な
お
明
石
の
君
の
用
例
が
多
い
の
は
、「
上
手
」
の
例
が
明

石
の
君
の
琵
琶
の
演
奏
や
筆
跡
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
、「
上
衆
め
く
」

「
上
手
め
く
」
両
方
か
ら
二
重
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
上
衆
」
と
は
身
分
の
高
い
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
「
め
く
・
め
か
し
」
が
付
く
と
、
本
来
は
高
い
身
分
で
は
な
い
が
、

い
か
に
も
身
分
高
そ
う
に
見
え
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
た
と
え

ど
ん
な
に
「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
く
見
え
て
も
、
そ
れ
は
虚
構
・

幻
想
で
し
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
批
判
の
意
味
も
込
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
明
石
の
君
は
、
桐
壺
更
衣
の
容
貌
で
は
な
く
、
身
分
的
な
悲
哀
を

継
承
し
た
も
う
一
つ
の
「
ゆ
か
り
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
「
上
衆

め
く
・
上
衆
め
か
し
」
は
、
明
石
の
君
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
有
効
で

あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
例
は
、
女
性
に
付
与
さ
れ
て
い

る
『
平
中
物
語
』
の
二
例
と
『
紫
式
部
日
記
』
の
一
例
・『
紫
式
部
集
』

一
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の
一
例
、
そ
れ
に
『
夜
の
寝
覚
』
の
新
少
将
の
例
が
、『
源
氏
物
語
』
の

用
法
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
『
紫
式
部
日
記
』
や
『
夜
の
寝

覚
』
の
新
少
将
の
例
に
し
て
も
、
一
回
的
な
女
房
の
用
例
と
い
う
こ
と
で
、

単
な
る
マ
イ
ナ
ス
用
法
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
女
房
と
は
異
な

る
明
石
の
君
の
例
は
、『
源
氏
物
語
』
の
特
殊
用
法
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
こ
ん
な
些
細
な
表
現
か
ら
で
も
、
物
語
の
読
み
を
深
め
る
こ
と

は
可
能
で
あ
っ
た
。

〔
注
〕

（
1 

）
吉
海
直
人
『
源
氏
物
語
〈
桐
壺
巻
〉
を
読
む
』（
翰
林
書
房
）
平

成
21
年
４
月
。
な
お
本
書
は
吉
海
『
源
氏
物
語
の
視
角
』（
翰
林
書

房
）
平
成
４
年
11
月
の
改
題
テ
キ
ス
ト
版
で
あ
る
。

（
2 

）「
上
衆
」
の
例
は
『
源
氏
物
語
』
以
外
に
も
用
例
は
見
当
た
ら
な

い
。『
う
つ
ほ
物
語
』
祭
の
使
巻
に
「
上
衆
の
所
に
う
ち
出
で
た
る

に
」（
506
頁
）
と
あ
る
が
、
底
本
は
「
大
す
」
な
の
で
こ
の
例
は
保

留
に
し
て
お
き
た
い
。

（
3 

）
加
藤
史
子
氏
「『
無
名
草
子
』
物
語
論
批
評
の
方
法 

―
「
心
上

衆
」
を
手
が
か
り
と
し
て 

―
」
高
野
山
大
学
国
語
国
文
14
・
昭
和

62
年
12
月
参
照
。
こ
れ
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
意
味
の
相
違
か
ら
「
心

上
手
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
4 

）
類
似
し
た
語
に
「
上
臈
・
下
臈
」
が
あ
る
。
な
お
「
上
臈
」
に
は

「
め
く
・
め
か
し
」
で
は
な
く
「
だ
つ
」
が
付
く
。

（
5 

）「
上
衆
」
の
用
例
は
な
い
が
、「
上
手
・
上
手
ど
も
」
は
あ
る
。
ま

た
「
上
手
」
の
反
対
の
「
下
手
」
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
6 

）
内
藤
聡
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
、
女
楽
に
お
け
る
琵
琶
叙

述
に
つ
い
て 

―
「
上
手
め
く
」「
上
衆
め
く
」
を
め
ぐ
っ 

て
」
―
」
愛
知
大
学
国
文
学
42
・
平
成
14
年
11
月 

→
『
日
本
語
の

語
義
と
文
法
』（
風
間
書
房
）
平
成
19
年
１
月
参
照
。
な
お
内
藤
氏

は
新
大
系
の
頭
注
が
、「（
明
石
君
の
）
琵
琶
は
際
だ
っ
て
気
品
が
あ

り
、
古
風
を
伝
え
た
弾
き
方
は
、
音
色
も
澄
み
き
っ
て
興
味
深
く
聞

か
れ
る
。「
上
手
」
は
「
下
種
」
に
対
す
る
「
上
す
」
か
。「
調
べ
た

る
程
、
い
と
上
ず
め
き
た
り
」（
二
明
石
八
三
頁
一
三
行
）
と
あ
っ

た
。」（
338
頁
）
と
「
上
衆
」
に
傾
い
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
ら

れ
る
。

（
7 

）
玉
上
琢
弥
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
の
注
に
「
帝
の
寵
愛
の
こ
と
な

ら
、「
御
お
ぼ
え
」
と
必
ず
敬
語
が
つ
く
。
人
々
の
お
ぼ
え
で
あ

一
四



る
」（
37
頁
）
と
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と
冒
頭
の
「
い
と
や
ん
ご
と

な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
」
と
齟
齬
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
8 

）
本
田
義
彦
氏
「
源
氏
物
語
存
疑
「
上
衆
め
か
し
と
思
し
た
り
」」

九
州
大
谷
国
文
17
・
昭
和
63
年
７
月
参
照
。
な
お
本
田
氏
は
松
風
巻

の
解
釈
に
つ
い
て
、
従
来
の
「
上
臈
ぶ
る
」（
マ
イ
ナ
ス
評
価
）
で

は
な
く
「
上
臈
ら
し
く
」
と
す
る
こ
と
で
、
源
氏
が
明
石
の
君
を
プ

ラ
ス
評
価
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
両
用

の
解
釈
が
可
能
な
点
こ
そ
、
明
石
の
君
の
特
徴
と
見
た
い
。

（
9 

）
こ
の
後
の
展
開
は
、『
住
吉
物
語
』
を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、
三

の
君
の
「
何
心
」
な
い
お
し
ゃ
べ
り
か
ら
、
中
納
言
は
姫
君
が
三
の

君
の
姉
（
中
の
君
）
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
た
だ
し
継
子
苛
め
の

『
住
吉
物
語
』
と
違
っ
て
、『
木
幡
の
時
雨
』
で
は
中
の
君
も
母
上
の

実
子
で
あ
る
が
、
乳
母
の
少
納
言
が
夫
の
右
衛
門
督
か
ら
寵
愛
さ
れ

て
い
た
縁
で
、
中
の
君
を
憎
ん
で
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

一
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