
は
じ
め
に
ー
『
筐
物
語
』
の
特
徴

『
璽
物
語
』
の
歌
物
語
性
に
つ
い
て

—
兄
妹
間
の
恋
愛
描
写
と
異
母
妹
の
歌

『
第
物
語
』
は
、
歴
史
上
実
在
す
る
人
物
・
「
小
野
筐
」
（
八
0
ニ
ー
八
五
二
）
と
異
母
妹
と

の
悲
恋
を
主
と
し
て
描
く
物
語
で
あ
り
、
和
歌
贈
答
の
場
面
を
多
く
含
む
。
そ
の
た
め
、
形

式
的
に
は
「
歌
物
語
」
に
見
え
る
が
、
実
体
と
し
て
は
一
歌
物
語
」
に
似
せ
た
五
げ
り
物
語
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
小
野
璽
を
は
じ
め
、
実
在
す
る
人
物
の
明
確
な
実

作
が
一
首
も
な
い
こ
と
、
ま
た
物
語
全
体
と
し
て
、
和
歌
を
中
心
に
据
え
た
展
開
を
持
ち
合

(
2
)
 

わ
せ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
『
伊
勢
物
語
』
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
に

入
集
す
る
業
平
歌
・
三
十
首
を
す
べ
て
含
み
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
実
作
が
と
ら
れ
て
い
る
。

『
伊
勢
物
語
』
が
、
和
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
に
注
目
し
、
そ
の
歌
語
り
を
骨
子
と
す
る
物
語

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
箪
物
語
』
に
は
、
『
小

野
箪
集
一
と
い
う
名
の
写
本
が
あ
り
、
『
在
五
中
将
の
日
記
（
物
語
）
』
、
『
平
中
（
貞
文
）
日
記
』

な
ど
、
他
の
歌
物
語
同
様
、
『
筐
日
記
』
と
も
古
く
か
ら
呼
称
さ
れ
て
お
り
、
外
形
的
と
は

い
え
、
「
歌
物
語
」
的
性
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
『
璽
物
語
』
の
冒
頭
文
「
親
の
い
と
よ
く
か
し
づ
き
け
る
人
の
む
す
め
あ
り

(
3
)
 

け
り
」
は
、
「
大
切
に
育
て
ら
れ
た
娘
」
（
こ
こ
で
は
璽
の
異
母
妹
）
が
、
後
に
親
の
期
待
を
裏

切
り
、
思
い
が
け
な
い
男
に
奪
わ
れ
る
と
い
う
歌
物
語
の
一
形
式
に
則
る
語
り
出
し
で
あ

(
4
)
 

る
。
ま
た
小
野
箪
を
主
人
公
と
し
な
が
ら
、
最
初
に
そ
の
相
手
か
ら
語
り
始
め
る
こ
と
に
つ

(
5
3
)
 

い
て
は
、
『
本
院
侍
従
集
』
の
よ
う
な
歌
集
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
形
式
で
あ
り
、
「
歌
語
り
」

と
の
親
和
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

し
か
し
、
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
一
＿
菫
物
語
』
に
は
、
女
主
人
公
に
対
す
る
一
継
子
虐
め
靡

l

(
6
)
 

的
要
素
が
異
母
妹
に
対
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
冒
頭
文
は
継
子
讀
の
女
主
人
公
を

紹
介
す
る
一
文
の
よ
う
に
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
笥
物
語
』
に
は
、
歌
物
語
、

作
り
物
語
、
説
話
（
特
に
右
大
臣
の
娘
に
求
婚
す
る
第
二
部
）
、
と
い
っ
た
様
々
な
要
素
が

混
在
し
、
作
り
物
語
と
し
て
は
長
編
と
な
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
に
大
い
な

る
示
唆
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
歌
物
語
と
作
り
物
語
と
の
間
を
架
橋
す
る
よ
う
な
『
箆
物
語
＝
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
本
論
で
は
、
そ
の
歌
物
語
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
方
法
と
し
て
は
、
現

存
す
る
歌
物
語
と
の
主
題
（
テ
ー
マ
）
の
比
較
、
ま
た
歌
中
の
語
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
成

立
時
期
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
『
笙
物
語
』
の
文
学
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
迫
り

た
い
。

「
た
ま
ぼ
こ
の
道
交
ひ
な
り
し
君
な
れ
ば
＼
」

ら
—
‘
 

力

湯

浅

幸

代

(29) 
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と
聞
え
け
り
。
返
し
、

む
か
し
、
男
、
妹
の
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
る
を
見
を
り
て
、

兄
妹
間
の
恋
愛
描
写
_
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
と
『
平
中
物
語
』
二
十
九
段
ー

『
璽
物
語
』
が
主
と
し
て
描
く
「
兄
妹
間
の
恋
愛
」
は
、
妹
が
亡
く
な
っ
た
時
に
小
野
笥

(
8
)
 

が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
古
今
集
歌
「
泣
く
涙
雨
と
降
ら
な
む
わ
た
り
河
水
ま
さ
り
な
ば
帰
り
＜

る
が
に
」
（
哀
傷
・
八
二
九
）
を
発
想
の
起
点
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
兄
妹
（
姉
弟
）
間
の

恋
愛
」
に
つ
い
て
は
、
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
の
影
響
が
後
世
に
わ
た
っ
て
顕
著
で
あ
り
、

同
じ
歌
物
語
で
あ
る
『
平
中
物
語
』
二
十
九
段
も
同
様
の
テ
ー
マ
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
例
は
＿
兄
妹
間
の
恋
愛
」
を
「
歌
物
語
」
の
よ
う
に
書
く
上
で
、
重
要
な
作
品
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
の
贈
答
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
む
す
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ

初
草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
言
の
葉
ぞ
う
ら
な
く
も
の
を
思
ひ
け
る
か
な

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
伊
勢
物
語
』
一
五
五
ー
一
五
六
頁
、
以
後
『
伊
勢
』
の
引
用
は
同
書
）

男
は
、
妹
が
た
い
そ
う
美
し
い
様
子
を
見
て
、
思
わ
ず
「
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
」
（
添
い
寝

を
し
た
く
思
わ
れ
る
）
と
己
の
気
持
ち
を
打
ち
明
け
て
し
ま
う
。
妹
に
つ
い
て
は
、
「
う
ら
若

み
」
「
若
草
」
と
そ
の
「
若
さ
」
「
青
さ
」
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
よ
り
成
長
し
、

誰
か
と
結
婚
し
て
し
ま
う
前
に
気
持
ち
を
伝
え
て
お
き
た
い
男
の
焦
り
も
窺
え
よ
う
。
ま
た

若
さ
の
強
調
で
言
え
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
の
初
段
「
初
冠
」

で
も
、

元
服
し
た
て
の
男
が
思

い
が
け
ず
心
を
奪
わ
れ
た
相
手
は
＿
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
（
若
く
瑞
々
し
い
女

性
の
姉
妹
）
で
あ
り
、
歌
の
中
で
も
「
若
紫
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

妹
が
結
婚
で
き
る
状
況
に
な
っ
て
す
ぐ
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ

う
な
歌
を
贈
ら
れ
た
妹
は
、
「
草
」
「
う
ら
」
と
贈
歌
の
語
を
用
い
て
、
「
初
草
の
よ
う
に
珍

係
を
結
ぶ
男
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。

し
く
思
い
も
よ
ら
な
い
あ
な
た
の
言
葉
で
す
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
あ
な
た
を
兄
と
し
て
信
じ

切
っ
て
い
た
の
で
し
た
」
と
素
直
に
感
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
ま
だ
男
女
の
関
係
に
慣
れ
て

い
な
い
と
は
い
え
、
相
手
の
意
を
言
葉
で
受
け
つ
つ
、
私
に
は
な
か
っ
た
「
う
ら
」
（
心
の
隔
て
）

が
あ
な
た
に
は
（
隠
さ
れ
た
想
い
と
し
て
）
「
あ
っ
た
」
と
う
ま
く
切
り
返
し
て
い
る
。

こ
の
章
段
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
若
紫
巻
に
描
か
れ
る
若
紫
と
光
源
氏
の
関
係
に
影
響
を

(10) 

与
え
て
お
り
、
若
紫
の
「
幼
さ
」
は
、
こ
の
四
十
九
段
の
妹
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
男
は
妹
の
こ
と
を
「
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
る
」
と
見
て
い
る
の

で
、
直
接
的
に
妹
の
容
姿
を
見
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
几
帳
越
し
な
ど
で
そ
の
様
子
を
感

じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
策
物
語
』
で
も
、
最
初
は
御
簾
に
几
帳
を
隔
て
て
異
母
妹

は
箪
か
ら
漢
籍
の
講
義
を
受
け
て
い
た
。
ま
た
男
の
贈
歌
の
傍
線
部
「
人
の
む
す
ば
む
こ
と

を
し
ぞ
思
ふ
」
（
他
人
と
結
婚
し
て
し
ま
う
こ
と
を
残
念
に
思
う
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
和
歌
に
、

妹
の
相
手
と
な
る
「
第
三
者
」
の
存
在
が
想
定
さ
れ
、
男
の
告
白
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
『
箪
物
語
』
で
は
、
途
中
、
異
母
妹
に
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
か

け
る
「
兵
衛
佐
」
が
登
場
し
、
結
果
、
膠
着
状
態
に
あ
っ
た
璽
と
妹
の
仲
は
進
展
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
男
の
歌
に
つ
い
て
「
聞
え
け
り
」
と
、
妹
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
、
男
と

の
身
分
の
違
い
を
感
じ
さ
せ
、
『
璽
物
語
』
同
様
、
こ
の
「
若
草
」
が
男
の
異
母
妹
で
あ
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
伊
勢
物
語
』
の
写
本
に
は
、

一
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
る
を
見
を
り
て
」
の
異

(12) 

文
と
し
て
、
「
い
と
お
か
し
げ
な
る
き
む
（
琴
）
を
し
ら
ぶ
と
て
」
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
本
文
を
受
け
て
か
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
在
五
が
物
語
描
き
て
、
妹
に
琴
教
へ
た
る

(13) 

と
こ
ろ
の
、
「
人
の
結
ば
ん
」
と
言
ひ
た
る
を
見
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
『
伊
勢
』

の
本
文
に
は
「
兄
が
妹
に
琴
を
教
え
る
」
と
ま
で
は
書
い
て
い
な
い
が
、
『
璽
物
語
』
の
場
合
も
、

そ
の
出
会
い
は
、
異
母
兄
・
箪
が
師
と
し
て
漢
籍
を
妹
に
教
え
る
こ
と
を
発
端
と
し
て
い
る
。

ま
た
『
平
中
物
語
＝
二
十
九
段
に
は
、
次
の
よ
う
に
琴
を
弾
く
女
性
と
「
疑
似
兄
妹
」
の
関

(30) 
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そ
れ
に
、
人
ま
じ
り
て
、
琴
な
ど
を
か
し
う
弾
き
て
、
も
の
を
か
し
う
い
ふ
人
あ
り

け
り
。
男
、
な
ほ
し
も
あ
ら
で
、

―
こ
の
琴
弾
く
は
た
れ
ぞ
」
と
、
頼
も
し
人
に
問
ひ

け
れ
ば
、
「
こ
こ
に
通
は
る
る
御
親
族
な
ど
ぞ
」
と
い
へ
ば
、
そ
れ
に
、
こ
の
男
、

し‘

か
で
か
と
思
ふ
心
つ
き
に
け
り
。
さ
て
、
こ
の
も
と
よ
り
の
人
の
聞
く
に
、
え
気
色
ば

み
て
は
い
は
で
、
「
お
の
が
身
は
、

い
と
く
ち
を
し
く
、
妹
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
琴
弾

き
た
ま
ふ
は
、
妹
背
山
に
や
は
頼
み
た
ま
は
ぬ
」
と
、
男
い
へ
ば
、
琴
弾
く
女
、
「
わ
れ
も
、

兄
な
き
わ
び
を
な
む
す
る
。
寄
せ
む
か
し
」
と
い
へ
ば
、
集
り
て
、

夜
明
け
に
け
れ
ば
、
帰
り
に
け
り
。
朝
に
文
ど
も
や
る
と
て
、

〔
男
〕
く
ず
れ
す
な
妹
背
の
山
の
山
菅
の
根
絶
え
ば
か
る
る
草
と
も
ぞ
な
る

男
は
、
「
頼
も
し
人
」
を
求
婚
す
る
女
の
家
の
手
引
き
者
と
し
て
い
た
が
、
同
じ
邸
に
通

う
別
の
「
琴
な
ど
を
か
し
う
弾
一
く
親
戚
の
女
性
の
話
を
こ
の
者
か
ら
聞
き
、
心
惹
か
れ

る
。
元
々
求
婚
し
て
い
た
女
に
気
兼
ね
し
た
男
は
、
こ
の
琴
を
弾
く
女
に
「
妹
背
山
」
（
兄
妹
）

の
関
係
に
な
る
こ
と
を
申
し
入
れ
、
女
も
そ
れ
に
同
意
す
る
。
贈
答
で
は
、
二
人
が
な
ん
と

か
「
妹
背
の
山
」
（
兄
妹
の
関
係
）
を
く
ず
さ
な
い
こ
と
で
、
山
菅
の
根
を
枯
ら
さ
な
い
よ
う

（
お
互
い
会
う
機
会
が
な
く
な
ら
な
い
よ
う
）
誓
い
合
う
。
―
一
人
は
こ
の
後
も
贈
答
し
て
い
る
が
、

最
終
的
に
別
の
場
所
で
会
う
こ
と
を
約
束
し
、
親
戚
の
女
性
の
家
で
、
人
知
れ
ず
「
男
女
」

と
し
て
契
り
を
交
わ
す
。

琴
を
弾
く
女
性
を
、
ま
ず
は
「
妹
」
と
し
て
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
男
の
発
想
は
、
『
伊

勢
物
語
』
四
十
九
段
に
描
か
れ
る
琴
を
弾
く
妹
と
兄
と
の
話
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

い
ひ
す
さ
び
て
、

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
平
中
物
語
：
五
一
〈
＇
）
ー
五
―
―
頁
、
以
後
『
平
中
』
の
引
用
は
同
書
）

つ
ま
り
、
表
向
き
に
は
兄
妹
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
実
質
は
、
恋
愛
関
係
に
な
る
こ

[
女
〕
山
菅
は
思
ひ
や
ま
ず
の
み
繁
れ
ど
も
な
に
か
妹
背
の
山
は
く
づ
れ
む

返
し
、

と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
二
人
の
贈
答
に
「
妹
背
の
山
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（＂） 

こ
と
は
、
『
笥
物
語
＝
の
冒
頭
の
歌
の
や
り
と
り
を
も
房
開
と
さ
せ
る
。
『
璽
物
語
』
に
お
け

冠
〕
な
か
に
ゆ
く
吉
野
の
河
は
あ
せ
な
な
ん
妹
背
の
山
を
越
え
て
見
る
べ
く

と
あ
り
け
れ
ば
、
一
か
か
り
け
る
」
と
心
づ
か
ひ
し
け
れ
ど
、
「
な
さ
け
な
く
や
は
」
と
て

〔
妹
〕
妹
背
山
か
げ
だ
に
見
え
で
や
み
ぬ
べ
く
吉
野
の
河
は
濁
れ
と
ぞ
思
ふ

こ
の
後
も
贈
答
は
続
く
が
、
最
初
の
和
歌
に
「
妹
背
の
山
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
妹
背
の
山
は
吉
野
川
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
干
上
が
っ

て
ほ
し
い
、
互
い
に
見
る
こ
と
（
結
婚
す
る
こ
と
）
が
で
き
る
よ
う
に
、
と
願
う
璽
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
兄
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
妹
は
警
戒
す
る
。
と
り
あ
え

ず
、
情
趣
を
解
さ
な
い
人
と
思
わ
れ
た
く
な
い
妹
は
、
返
歌
を
す
る
も
の
の
、
「
か
げ
だ
に

見
え
で
や
み
ぬ
べ
く
」
（
そ
の
姿
さ
え
見
え
な
い
で
終
わ
る
よ
う
に
）
、
「
濁
れ
と
ぞ
思
ふ
」
（
増
水

し
て
濁
っ
て
ほ
し
い
）
と
、
言
菓
の
上
で
真
っ
向
か
ら
笙
の
気
持
ち
に
反
発
し
て
い
る
。
兄
の

気
持
ち
を
知
っ
た
驚
き
は
、
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
の
妹
に
近
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
「
妹

背
山
」
の
贈
答
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
次
第
に
『
平
中
物
語
』
の
よ
う
な
男
女
関
係
に
い

た
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
予
感
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

『
箆
物
語
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
初
期
か
ら
鎌
倉
時
代
以
降
ま
で
幅
広

く
考
証
さ
れ
て
き
た
が
、
筐
と
異
母
妹
の
悲
恋
を
描
く
主
要
部
（
第
一
部
）
に
つ
い
て
は
、

お
よ
そ
『
古
今
和
歌
集
』
成
立
以
降
、
平
安
時
代
末
ま
で
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、

国
語
学
の
見
地
か
ら
安
部
清
哉
氏
が
精
力
的
に
論
考
を
発
表
し
て
お
り
、
第
一
部
は
、
十
世

紀
後
半
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
歌
の
分
析
に
よ
り
『
源
氏
物
語
』
以
前
で
あ
る
こ
と

(16) 

を
指
摘
し
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
平
中
物
語
』
と
い
っ
た
歌
物
語
は
、
歌

る
最
初
の
贈
答
歌
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
『
箪
物
語
：
二
五
頁
）

(31) 
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集
や
各
物
語
に
そ
れ
ぞ
れ
重
複
し
て
い
る
話
も
あ
り
、
古
今
集
ー
後
撰
集
時
代
を
背
景
と
し

一
方
、
『
落
窪
物
語
』
の
姫
君
の
よ
う
に
、
母
に
よ
っ
て
異
母
妹
が
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら

れ
る
な
ど
、
継
子
閥
の
影
響
が
見
ら
れ
る
『
笥
物
語
』
は
、
や
は
り
そ
れ
ら
よ
り
後
の
成
立

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
光
源
氏
が
継
子
調
に
お
け
る
男
主
人
公
（
紫
の
上
の
相
手
）
、
継

子
（
明
石
の
姫
君
）
の
実
父
、
継
子
（
玉
嬰
）
の
敵
役
な
ど
、
い
く
つ
も
の
役
を
演
じ
る
よ
う
に
、

箆
も
男
主
人
公
な
が
ら
、
異
母
兄
と
し
て
兵
衛
佐
と
の
仲
を
邪
魔
し
、
妹
を
苦
し
め
る
存
在

(17) 

（
敵
役
）
と
な
る
点
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
継
子
物
語
を
異
化
す
る
『
璽
物
語
』
は
、

『
源
氏
物
語
』
が
継
子
調
の
描
く
女
君
の
幸
せ
に
懐
疑
的
で
、
む
し
ろ
女
君
の
「
心
の
流
離
」

(LB) 

を
徹
底
的
に
描
く
あ
り
よ
う
に
も
通
じ
て
い
る
。

ま
た
、
多
く
の
女
性
た
ち
と
贈
答
す
る
業
平
や
貞
文
を
モ
デ
ル
と
す
る
歌
物
語
の
主
人
公

と
異
な
り
、
大
方
、
妹
に
一
途
な
主
人
公
で
あ
る
菫
の
人
物
造
型
は
、
む
し
ろ
『
う
つ
ほ
物

語
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
あ
て
宮
に
恋
し
て
死
す
る
同
母
兄
・
仲
澄
や
、
大
学
の
学
生
と
し

(19) 

て
官
位
の
低
さ
を
卑
屈
に
感
じ
る
『
源
氏
物
語
』
の
夕
霧
に
近
い
。
管
を
含
む
こ
れ
ら
の
人

物
は
、
女
性
を
探
し
求
め
て
多
く
の
場
所
に
出
入
り
す
る
色
好
み
で
は
な
く
、
身
近
な
相
手

に
恋
を
す
る
生
真
面
目
な
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
誠
実
な
が
ら
も
恋
に

不
器
用
な
者
た
ち
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
恋
物
語
の
主
人
公
は
、
む
し
ろ
歌
物
語
の
時
代
以

(20) 

降
に
活
躍
す
る
と
言
え
る
。
し
か
し
『
箪
物
語
』
に
描
か
れ
る
兄
妹
間
の
恋
愛
は
、
そ
の
出

(21) 

会
い
（
兄
が
妹
に
漢
籍
を
教
え
る
）
、
贈
答
（
妹
背
山
の
歌
）
、
兵
衛
佐
と
の
三
角
関
係
な
ど
、
お

よ
そ
歌
物
語
に
お
け
る
兄
妹
間
の
恋
愛
描
写
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

異
母
妹
の
歌
「
た
ま
ぼ
こ
の
道
交
ひ
な
リ
し
君
な
れ
ば

S
」
に
つ
い
て

『
箪
物
語
』
で
は
、
窟
と
異
母
妹
と
の
贈
答
が
中
心
に
記
さ
れ
る
が
、
途
中
、
稲
荷
詣
で

の
道
行
き
で
出
会
っ
た
兵
衛
佐
と
異
母
妹
と
の
贈
答
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
、

た
歌
語
り
が
元
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
異
母
妹
の
歌
が
あ
る

C

＿
た
ま
ぼ
こ
の
一
道
交
ひ
な
り
し
君
な
れ
ば
あ
と
は
か
も
な
く
な
る
と
し
ら
ず
や

見
て
、
「
ざ
れ
た
る
べ
き
人
か
な
°
う
た
て
、
ま
が
ま
が
し
う
も
、
言
ひ
た
る
か
な
。

い
か
に
言
は
ま
し
」
と
思
ふ
。
時
の
大
納
言
の
子
な
り
け
り
。

兵
衛
佐
は
、
稲
荷
詣
で
の
折
、
異
母
妹
に
声
を
か
け
、
そ
の
後
、
家
を
つ
き
と
め
て
歌
を

詠
み
送
っ
て
く
る
。
こ
の
稲
荷
詣
で
に
は
、
笥
も
同
行
し
て
お
り
、
こ
の
時
か
ら
、

て
喧
は
、
兵
衛
佐
と
妹
と
の
仲
を
邪
魔
し
て
い
る
。
稲
荷
詣
で
の
時
の
異
母
妹
の
心
中
は
、

は
っ
き
り
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
兵
衛
佐
か
ら
の
贈
歌
に
対
し
、
切
り
返
し
な
が
ら
も
返
歌

を
し
た
た
め
、
兵
衛
佐
に
期
待
を
さ
せ
た
よ
う
だ
。
ま
た
筆
は
、
妹
を
す
ぐ
に
車
に
乗
せ
、

そ
の
場
か
ら
離
れ
さ
せ
た
が
、
兵
衛
佐
の
従
者
に
後
を
つ
け
ら
れ
、
再
び
歌
が
詠
み
送
ら
れ

る
。
し
か
し
、
使
い
の
童
が
管
に
見
つ
か
り
、
妹
の
親
に
も
知
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
、
慌
て

た
童
は
妹
か
ら
の
返
事
を
待
た
ず
に
帰
っ
て
き
て
し
ま
う
。
再
度
、
兵
衛
佐
か
ら
詠
み
送
ら

れ
た
歌
は
「
あ
と
は
か
も
な
く
や
な
り
に
し
浜
千
鳥
お
ぼ
つ
か
な
み
に
さ
は
ぐ
心
か
」
と
い

う
歌
で
あ
っ
た
。
）
そ
の
歌
へ
の
返
歌
と
そ
れ
に
対
す
る
兵
衛
佐
の
印
象
が
先
の
引
用
部
分
と

ま
ず
、
兵
衛
佐
が
返
歌
を
見
て
感
じ
た
妹
へ
の
印
象
「
ざ
れ
た
る
べ
き
人
か
な
」
の
解
釈

に
つ
い
て
「
ふ
ざ
け
て
い
そ
う
な
人
だ
な
」
と
い
う
従
来
の
説
に
対
し
、
『
小
野
箆
集
全
釈
』

が
『
源
氏
物
語
』
で
光
源
氏
が
少
女
時
代
の
紫
の
上
（
「
か
れ
は
ざ
れ
て
言
ふ
か
ひ
あ
り
し
」
若

菜
上
巻
）
を
女
―
―
一
の
宮
と
思
い
比
べ
る
用
例
を
挙
げ
一
利
発
で
機
転
が
利
い
て
い
る
」
の
意

で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
に
続
く
「
う
た
て
、
ま
が
ま
が
し
う
も
、
言
ひ
た
る

か
な
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
歌
が
兵
衛
佐
を
不
快
で
縁
起
で
も
な
い
気
持
ち
に
さ
せ
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
上
記
の
「
ざ
れ
た
る
」
も
、
兵
衛
佐
に
と
っ
て
は
「
扱
い
に
く
い
、
困
っ
た
」

な
る
。

一
貫
し

（
『
璽
物
語
』
二
九
頁
）

(32) 



『箆物語』の歌物語性について（湯浅）

平
安
期
の
勅
撰
集
に
は
そ
れ
ほ
ど
採
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
各
集
に
お
い
て
、
「
道
」
を

詠
み
こ
ん
だ
歌
が
少
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
首
前
後
一
道
」
の
歌
を
含
ん
で

い
る
。
た
だ
し
「
た
ま
ぼ
こ
の
」
と
い
う
枕
詞
を
有
す
る
歌
に
特
徴
的
な
の
は
、
た
と
え
ば
『
古

今
和
歌
集
」
一
の
業
平
歌
「
つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
昨
日
今
日
と
は
思
は
ざ

り
し
を
」
（
哀
傷
・
八
六
一
）
に
歌
わ
れ
る
よ
う
な
観
念
的
な
「
道
」
で
は
な
く
、
人
の
往
来

が
現
実
に
あ
る
実
体
的
な
「
道
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
万
葉
集
』
な
ど
に
お

い
て
は
、
往
来
の
あ
る
実
体
的
な
道
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
た
ま
ぼ
こ
の
」
と
い
う
枕
詞
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、

て
は
、
従
来
、
三
叉
路
に
立
て
ら
れ
た
石
神
の
中
に
あ
る
「
陽
石
」
（
邪
悪
な
も
の
の
侵
人
を

(22) 

防
ぐ
）
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
、
「
木
偏
」

e、i

)

と
い
う
用
字
の
問
題
か
ら
、
木
製
の
祭
具
、
ま
た
先
払
い
の
た
め
の
呪
具
、
あ
る
い
は
実
用

(24) 

的
な
護
身
具
（
神
霊
の
依
り
木
と
な
る
）
と
い
っ
た
説
も
唱
え
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

の
後
は
、
『
古
今
和
歌
集
』

―
ほ
こ
（
梓
）
」
に
つ
い

一
首
、
『
後
撰
和
歌
集
』

0
首
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
一
二
首
、
と
、

性
分
に
感
じ
ら
れ
た
は
ず
で
、
肯
定
的
な
意
味
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
前
節
で
検
討

し
た
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
の
妹
に
つ
い
て
、
『
源
氏
物
語
』

の
匂
宮
は
、
自
分
の
姉
妹

で
あ
る
女
一
の
宮
（
返
歌
を
し
な
い
）
と
比
較
し
、
「
ざ
れ
て
憎
く
」
思
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら

も
慎
ま
し
い
女
一
の
宮
と
比
べ
て
の
発
言
で
あ
る
の
で
「
利
発
す
ぎ
て
可
愛
げ
が
な
い
」
と

い
う
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
兵
衛
佐
の
「
不
快
さ
一
の
大
部
分
は
、
妹

か
ら
の
手
紙
(
-
浜
千
鳥
」
で
表
現
）
が
も
ら
え
な
い
た
め
に
「
あ
と
は
か
も
な
く
や
な
り
に
し
」

（
跡
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
手
が
か
り
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
）
と
、
嘆
く
意
図
で
用
い
た

言
葉
を
、
妹
が
「
跡
は
た
ど
り
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、

二
人
の
関
係
性
の
消
去
に
転
換

さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
一
っ
考
え
て
み
た
い
の
は
、
「
た
ま
ぼ
こ
の
道
交
ひ

な
り
し
君
な
れ
ば
」
（
道
で
行
き
会
っ
た
あ
な
た
な
の
で
）
と
い
う
上
句
の
表
現
で
あ
る
。

「
た
ま
ぼ
こ
の
一
（
玉
杵
の
）
の
語
は
、
「
道
」
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
知
ら
れ
、
『
万
葉
集
』

に
三
十
首
以
上
、
『
占
今
六
帖
』
に
二
十
首
以
上
、
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る

C

し
か
し
、
そ

③
＿
た
ま
ぼ
こ
の
一
と
ほ
道
も
こ
そ
人
は
ゆ
け
な
ど
時
の
ま
も
見
ね
ば
恋
し
き

②
夏
山
の
影
を
し
げ
み
や
戸
乍
心
心
は
四
道
行
く
人
も
立
ち
と
ま
る
ら
ん

①
＿
た
ま
ぼ
こ
の
＿
道
は
つ
ね
に
も
ま
ど
は
な
む
人
を
と
ふ
と
も
我
か
と
思
は
む

撰
集
で
＿
た
ま
ぼ
こ
の
」
の
語
が
詠
ま
れ
た
歌
を
挙
げ
る
。

(15) 

古
代
の
「
道
」
が
、
中
央
と
秩
序
外
の
地
を
結
ぶ
、
霊
異
に
充
ち
た
荒
ぶ
る
世
界
と
し
て
認

識
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
鎮
め
る
作
用
を
「
玉
袢
」
が
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
現
実

に
即
し
て
み
て
も
、
人
の
往
来
の
あ
る
「
道
」
と
は
、
未
知
な
る
男
女
の
出
会
い
の
場
で
あ

り
、
恋
し
い
人
を
遠
き
世
界
へ
送
る
別
れ
の
場
所
で
あ
り
、
愛
し
い
相
手
が
危
険
を
冒
し
て

通
っ
て
く
る
場
所
で
あ
っ
た
。
「
た
ま
ぼ
こ
の
」
の
枕
詞
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
歌
に
「
神
」

や
「
占
」
を
詠
ん
だ
歌
が
見
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
出
会
い
や
場
所
を
つ
な
ぐ
存
在
と

し
て
の
「
道
」
の
境
界
的
な
在
り
方
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
以
下
、
先
に
挙
げ
た
勅

（
古
今
集
・
恋
四
・
七
三
八
・
因
香
朝
臣
）

（
拾
遺
集
・
夏
・
ニ
―1
0
•紀
貫
之
）

（
拾
遺
集
・
恋
ニ
・
七
三
七
•
紀
貫
之
）

④
恋
ひ
死
な
ば
恋
ひ
も
死
ね
と
や
＿
た
ま
ぼ
こ
の
＿
道
ゆ
き
人
に
事
づ
て
も
な
き

（
拾
遺
集
・
恋
五
・
九
三
七
・
柿
本
人
麻
呂
）

①
は
、
相
手
が
通
っ
て
く
る
道
に
つ
い
て
、
他
の
人
の
元
を
目
指
し
て
い
て
も
、
自
分
の

元
を
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
え
る
よ
う
に
、

い
つ
も
道
に
迷
っ
て
ほ
し
い
と
詠
ん
で
い

る
。
こ
こ
で
の
道
は
「
迷
う
怖
れ
の
あ
る
道
」
で
あ
り
、
相
手
が
「
実
際
に
通
っ
て
く
る
道
」

で
あ
る
。
ま
た
②
は
、
屏
風
歌
で
は
あ
る
が
、
夏
山
の
木
陰
が
生
い
茂
っ
て
い
る
の
で
、
道

(33) 
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行
く
人
が
立
ち
止
ま
っ
て
休
む
様
子
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
本
来
は
往
来
の
場
所
で
あ
る
道
が
、

こ
こ
で
は
「
立
ち
止
ま
る
場
所
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
③
は
、
遠
い
道
の
り
で
あ
っ
て
も

世
間
の
人
は
躊
躇
な
く
出
立
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
私
は
ひ
と
時
で
も
あ
な
た
と
会
え
な
い

の
が
恋
し
く
て
た
ま
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
歌
う
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、
毎
日
の
よ
う
に
会
っ

て
い
た
源
公
忠
に
会
え
な
か
っ
た
日
に
詠
ま
れ
た
歌
で
、
公
忠
は
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
に

近
江
守
と
な
る
た
め
、
こ
こ
で
の
「
遠
道
」
は
、
公
忠
が
「
地
方
へ
下
向
す
る
道
」
と
し
て

想
定
さ
れ
る
。
そ
の
道
に
は
多
く
の
危
険
が
伴
う
だ
ろ
う
。
ま
た
④
は
、
恋
死
に
す
る
と
い

う
な
ら
そ
の
よ
う
に
死
ね
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
我
が
家
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
い
く

人
か
ら
何
も
伝
言
が
な
い
、
と
冷
た
い
相
手
を
恨
む
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
道
は
、

「
相
手
が
通
っ
て
く
る
は
ず
の
道
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
②
は
、
例
外
的
に
屏
風
歌
の
例
で
あ
り
、
道
で
休
む
穏
や
か
な
風
景
が
歌

わ
れ
て
い
る
が
、
①
・
③
・
④
は
、
恋
し
い
相
手
が
実
際
に
通
る
「
道
」
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
と
生
々
し
い
感
情
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
「
た
ま
ぼ
こ
の
」
と
い
う
枕
詞
は
、

そ
の
よ
う
な
「
道
」
に
ま
つ
わ
る
邪
な
感
情
を
も
鎮
め
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
も
見
え
る
。

た
だ
『
第
物
語
』
の
異
母
妹
の
歌
「
た
ま
ぼ
こ
の
道
交
ひ
な
り
し
君
な
れ
ば
あ
と
は
か
も
な

く
な
る
と
し
ら
ず
や
」
の
歌
で
は
、
そ
の
道
が
「
偶
然
行
き
会
っ
た
道
」
で
あ
り
、
①
＼
④

の
歌
と
は
距
離
が
あ
る
の
で
、
他
の
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。

平
安
期
の
私
家
集
で
は
、
紀
貫
之
が
こ
の
枕
詞
を
含
む
歌
を
十
二
首
詠
ん
で
お
り
、
そ
れ

以
前
が
、
人
麻
呂
集
四
首
、
射
恒
集
三
首
、
家
持
集
が
二
首
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
圧

倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
詠
み
ぶ
り
は
、
①
の
よ
う
に
道
に
ま
ど
う
歌
、
②

と
同
じ
く
自
然
に
よ
っ
て
道
に
立
ち
止
ま
る
歌
、
③
の
よ
う
に
道
の
遠
さ
を
詠
む
歌
が
あ
る
。

た
だ
し
こ
れ
ら
の
歌
は
、
貫
之
以
前
に
も
見
ら
れ
る
歌
で
あ
る
が
、
貫
之
歌
に
特
徴
的
な
の

は
、
「
祈
り
く
る
神
ぞ
と
思
へ
ば
た
ま
ぼ
こ
の
道
の
遠
さ
も
知
ら
れ
ざ
り
け
り
」
（
四
六
一
）

の
よ
う
に
、
「
神
」
の
存
在
が
詠
み
こ
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
貫
之
の
一
た
ま
ぼ
こ
」
歌

に
は
屏
風
歌
が
多
く
、
ま
た
旅
の
餞
別
に
つ
け
る
和
歌
を
多
く
依
頼
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、

皇
た
ま
ぼ
こ
の
＿
道
ゆ
き
違
ふ
か
り
人
の
あ
と
見
え
ぬ
ま
で
暗
き
あ
さ
ぎ
り

⑥
＿
た
ま
ぼ
こ
の
一
道
ゆ
き
ぶ
り
は
あ
だ
な
れ
ど
行
く
末
遠
き
頼
み
を
ぞ
す
る

⑤
夏
草
は
茂
り
に
け
り
な
＿
た
ま
ぼ
こ
の
＿
道
ゆ
き
人
も
む
す
ぶ
ば
か
り
に

(26) 

十
二
首
中
、
三
首
に
「
神
」
の
語
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
『
笥
物
語
』
で
は
、
兵
衛
佐
と

異
母
妹
が
、
最
初
の
贈
答
で
「
神
」
の
語
を
用
い
て
歌
を
交
わ
し
て
お
り
、
特
に
妹
が
「
石

神
」
を
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
で
「
た
ま
ぼ
こ
」
の
語
を
用
い
て
返
歌
を
す
る
こ
と

(27) 

と
関
わ
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
妹
の
言
う
「
道
交
ひ
」
と
い
う
語
は
、
こ

れ
以
前
に
和
歌
で
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
行
き
ず
り
の
人
、
行
き
ず
り
の
出
会

い
と
別
れ
、
と
い
う
意
味
で
、
平
安
期
に
「
た
ま
ぼ
こ
の
」
枕
詞
が
詠
ま
れ
た
歌
に
、
次
の

例
が
あ
る
。

（
元
真
集
・
ニ
五
一
）

（
能
宣
集
・
―
―
―
―
一
五
）

（
恵
慶
集
・
九
0
)

⑤
は
、
内
裏
の
歌
合
に
詠
進
し
た
歌
で
、
道
を
行
き
交
う
人
々
の
縁
も
結
ぶ
よ
う
に
、
夏

草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
様
を
歌
っ
て
い
る
。
道
の
景
物
・
夏
草
の
様
子
が
媒
介
と
さ
れ
て
は

い
る
が
、
行
き
交
う
人
々
の
縁
結
び
を
歌
う
点
、
兵
衛
佐
と
異
母
妹
と
の
道
行
き
の
出
会
い

に
共
通
す
る
。
ま
た
⑥
は
屏
風
歌
で
「
男
女
が
立
ち
寄
っ
て
話
を
し
て
い
る
場
面
」
と
あ
り
、

道
行
の
出
会
い
が
「
あ
だ
」
（
い
い
加
減
な
も
の
）
と
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
遠
き
末

ま
で
頼
り
に
し
て
い
る
こ
と
よ
と
詠
ん
で
い
る
。
道
端
の
男
女
は
、
異
母
妹
の
歌
と
は
反
対

に
、
行
き
ず
り
の
出
会
い
を
頼
り
に
す
る
様
が
窺
え
る
。
⑦
の
歌
は
、
九
月
の
花
見
に
お
い

て
、
道
で
行
き
違
う
人
（
「
た
び
人
」
の
異
同
有
り
）
の
後
ろ
姿
ま
で
見
え
な
い
ほ
ど
暗
い
朝

霧
（
「
秋
ぎ
り
」
の
異
同
有
り
）
が
立
ち
込
め
て
い
る
様
を
示
す
が
、
「
あ
と
見
え
ぬ
」
と
い
う

語
は
、
異
母
妹
が
「
あ
と
は
か
も
な
く
な
る
」
と
そ
の
出
会
い
の
像
さ
を
表
現
し
た
と
こ
ろ

(34) 
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ま
た
⑨
は
、
時
折
言
い
交
わ
し
て
い
た
女
が
、
突
然
、
「
奈
良
へ
行
く
の
で
お
尋
ね
く
だ

さ
い
」
と
い
う
意
の
和
歌
だ
け
を
残
し
て
い
な
く
な
っ
た
後
、
偶
然
、
男
が
長
谷
詣
で
の
帰

り
に
女
の
家
を
見
つ
け
た
際
、
女
性
の
側
か
ら
詠
み
か
け
た
歌
で
あ
る
。
「
奈
良
へ
行
く
と

告
げ
た
の
に
、
道
す
が
ら
探
し
て
も
く
れ
な
い
」
と
悔
し
が
る
内
容
で
、
こ
こ
で
も
「
た
ま

ぼ
こ
に
」
の
語
は
、
「
道
」
の
意
を
示
す
が
、
女
は
相
手
の
訪
れ
を
求
め
て
お
り
、
『
箪
物
語
』

り
す
が
り
の
道
」
を
意
味
し
て
い
る
。

二
首
あ
る
が
、

⑨
く
や
し
く
ぞ
奈
良
へ
と
だ
に
も
告
げ
て
け
る
＿
た
ま
ぼ
こ
に
＿
だ
に
来
て
も
問
は
ね
ば

（
『
平
中
物
語
』
三
十
六
段
、
五
二
六
頁
）

⑧
は
、
大
納
百
•
藤
原
国
経
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
の
返
事
に
、
男
（
平
中
）
が
美
し

い
菊
を
つ
け
た
と
こ
ろ
、
再
び
歌
が
届
き
「
老
翁
だ
が
杖
を
つ
い
て
で
も
、
そ
の
美
し
い
菊

が
咲
く
仙
境
を
見
て
み
た
い
」
と
い
う
の
で
、
男
は
「
道
す
が
ら
で
も
あ
な
た
が
お
立
ち
寄

り
く
だ
さ
れ
ば
、
荒
れ
た
庭
に
混
ざ
っ
て
咲
く
菊
の
香
り
も
い
っ
そ
う
ま
さ
る
で
し
ょ
う
」

と
、
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
男
は
臣
従
の
立
場
に
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
た
ま
ぼ
こ
」
は
、
「
通

（
『
平
中
物
語
』
―
―
十
一
段
、
四
八
七
四
八
八
頁
）

⑧
＿
た
ま
ぼ
こ
に
＿
君
し
来
寄
ら
ば
浅
茅
生
に
ま
じ
れ
る
菊
の
香
は
ま
さ
り
な
む

に
近
い
。
各
歌
の
詠
み
手
で
あ
る
藤
原
元
真
、
大
中
臣
能
宣
、
恵
慶
法
師
は
、
村
上
朝
以
降

(18) 

に
活
躍
し
、
そ
の
歌
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
以
降
の
勅
撰
集
に
入
集
し
て
い
る
。
歌
物
語
の
成

立
が
『
古
今
和
歌
集
』
や
『
後
撰
和
歌
集
』
の
成
立
時
期
と
関
わ
る
の
に
対
し
、
『
箆
物
語
』

に
つ
い
て
は
「
た
ま
ぼ
こ
の
」
の
枕
詞
を
用
い
る
歌
に
関
し
て
言
え
ば
、
少
し
遅
れ
て
『
拾

遺
和
歌
集
』

(
1
0
0六
年
頃
か
）
前
後
の
成
立
を
視
野
に
入
れ
る
の
が
良
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
ち
な
み
に
歌
物
語
に
お
け
る
「
た
ま
ぼ
こ
の
（
に
）
」
の
使
用
例
は
、
『
平
中
物
語
』
に

い
ず
れ
も
「
道
」
の
語
を
含
ん
で
い
な
い
。

じ
ら
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
作
り
物
語
中
で
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
に
一
例
ず
つ
見
え
る
が
、
同

じ
く
「
道
」
の
枕
詞
と
し
て
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
単
独
で
「
道
」
の
意
を
表
す
よ
う
に

も
見
え
る
が
、
と
も
に
道
端
に
お
け
る
思
い
が
け
な
い
縁
を
堪
に
し
た
贈
歌
で
あ
る
。

⑩
か
ら
も
り
が
宿
を
見
ん
と
て
＿
た
ま
ぼ
こ
に
＿
目
を
つ
け
む
こ
そ
か
た
は
人
な
れ

（
『
う
つ
ほ
物
語
全
』
「
楼
の
上
・
下
」
お
う
ふ
う
、
八
八
九
頁
、
表
記
は
一
部
改
め
た
）

⑪
夕
露
に
紐
解
く
花
は
＿
た
ま
ぼ
こ
の
＿
た
よ
り
に
見
え
し
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
「
夕
顔
」
一
六
一
頁
、
表
記
は
一
部
改
め
た
）

⑩
は
、
源
涼
が
藤
原
仲
忠
の
作
っ
た
楼
の
前
を
通
り
、
思
わ
ず
『
唐
守
』
（
散
逸
物
語
）
の

よ
う
に
、
道
の
途
中
で
邸
内
を
見
よ
う
と
目
を
こ
ら
し
て
し
ま
っ
た
自
分
を
み
っ
と
も
な
い

と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
⑪
は
、
光
源
氏
が
廃
院
に
恋
人
の
夕
顔
を
連
れ
出
し
た
後
、
詠
み
か

け
る
歌
で
あ
り
、
「
た
ま
ぼ
こ
の
た
よ
り
に
見
え
し
え
（
縁
）
」
と
は
、
夕
顔
と
の
通
り
す
が

『
璽
物
語
』
の
異
母
妹
の
歌
は
、
発
想
と
し
て
⑤
・
⑥
・
⑦
の
歌
に
近
く
、
『
平
中
物
語
』

の
例
の
よ
う
に
相
手
の
訪
れ
を
求
め
た
り
、
行
き
ず
り
の
縁
の
相
手
を
愛
し
く
思
っ
た
り
す

る
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
と
は
反
対
に
、
「
通
り
す
が
り
に
出
会
っ
た
だ
け
」
と
相
手
を

は
ね
つ
け
る
歌
で
あ
る
。
ま
た
「
道
交
ひ
な
り
し
君
」
と
歌
中
に
あ
る
が
、
仮
名
散
文
に
お

(29) 

け
る
「
道
交
ひ
」
の
語
の
初
出
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
の
例
で
あ
る
。
『
源

氏
物
語
』
で
は
、
明
石
に
い
る
光
源
氏
に
二
条
院
か
ら
の
使
者
が
「
「
道
交
ひ
」
（
道
の
途
中
）

で
出
会
っ
て
も
人
が
何
か
と
見
分
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
賤
し
い
男
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
男
で
も
紫
の
上
の
手
紙
を
持
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
源
氏
に
は
親
し
く
感

り
の
道
で
出
会
っ
た
縁
を
意
味
し
て
い
る
。

の
例
と
は
距
離
が
あ
る
。

(35) 
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四

結

語

の
新
た
な
人
物
造
型
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

⑧
の
歌
も
、
男
相
手
の
返
歌
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
身
分
差
が
あ
り
、
「
た
ま
ぼ
こ
に
」

（
道
ば
た
の
）
「
浅
茅
生
」
の
家
に
住
む
私
を
尋
ね
て
く
れ
る
「
君
」
と
し
て
、
自
ら
を
卑
下

し
、
相
手
を
敬
う
歌
と
な
っ
て
い
る
。
菫
の
異
母
妹
が
、
兵
衛
佐
を
「
道
交
ひ
な
り
し
君
」
（
通

り
す
が
り
に
会
っ
た
あ
な
た
）
と
呼
ぶ
こ
と
自
体
、
失
礼
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
初
め
て
兵
衛
佐
が
「
時
の
大
納
言
の
子
な
り
け
り
」
と
、
そ
の
身
分
に
つ
い
て
明

か
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
異
母
妹
の
歌
は
、
身
分
の
違
い
を
も
の
と
も
し
な
い
気
の

強
さ
を
示
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
歌
物
語
と
の
比
較
で
言
う
と
、
「
相

手
の
訪
れ
を
求
め
る
」
意
を
反
転
さ
せ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
歌
物
語
と
は
異
な
る
異
母
妹

以
上
、
『
璽
物
語
』
の
歌
物
語
性
に
つ
い
て
、
「
兄
妹
間
の
恋
愛
」
と
い
う
主
題
と
、
異
母

妹
の
歌
「
た
ま
ぼ
こ
の
道
交
ひ
な
り
し
君
な
れ
ば
＼
」
の
歌
か
ら
検
討
し
て
み
た
。
歌
物
語

に
お
け
る
「
兄
妹
間
の
恋
愛
」
に
つ
い
て
は
、
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
が
、
兄
か
ら
妹
ヘ

の
告
白
、
ま
た
そ
こ
に
第
三
者
へ
の
意
識
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
『
筐
物
語
』
と
の
共
通

性
を
確
認
し
た
。
ま
た
異
文
で
は
、
兄
か
ら
妹
へ
の
教
授
が
示
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、

そ
の
点
も
一
致
し
て
い
る
。
『
平
中
物
語
』
で
は
、
ま
ず
疑
似
兄
妹
の
関
係
か
ら
恋
愛
関
係

へ
と
移
行
し
て
お
り
、
「
妹
背
の
山
」
を
介
し
て
交
わ
さ
れ
る
贈
答
が
、
『
璽
物
語
』
の
贈
答

と
近
し
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
要
素
と
し
て
の
共
通
点
と
は
裏
腹
に
、

人
物
造
型
の
面
で
は
、
筐
が
歌
物
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
色
好
み
で
は
な
く
、
『
う
つ
ほ
物
語
』

や
『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
る
真
面
目
で
不
器
用
な
人
物
に
近
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
成
立
も
、

歌
物
語
よ
り
後
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
た
。

ま
た
、
異
母
妹
の
歌
は
、
主
に
枕
詞
「
た
ま
ぼ
こ
の
」
に
注
目
し
て
検
討
を
進
め
た
が
、
『
拾

遺
和
歌
集

l

の
成
立
前
に
活
躍
し
た
平
安
中
期
の
歌
人
の
詠
み
ぶ
り
に
近
く
、
相
手
の
訪
れ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

を
求
め
る
歌
物
語
の
例
と
は
距
離
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
大
納
言
の
子
で
あ
る
兵
衛
佐
を
「
道

交
ひ
な
り
し
君
」
と
呼
ぶ
に
至
っ
て
は
、
身
分
差
を
も
の
と
も
し
な
い
異
母
妹
の
強
さ
が
読

み
取
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
異
母
妹
の
人
物
造
型
に
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
「
書
読
む
女
」
の

(33) 

自
立
性
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
親
に
従
う
「
家
の
女
」
、
ま
た
「
継
子
」
の
よ
う
な
従

順
さ
は
妹
に
な
く
、
内
侍
と
し
て
の
出
仕
を
願
っ
た
親
の
期
待
を
裏
切
り
、
置
の
愛
を
受
け

入
れ
る
未
来
に
自
然
と
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
。
結
果
、
実
母
に
監
禁
さ
れ
、
自
ら
食
べ
物

を
受
け
付
け
ず
死
に
い
た
る
点
は
、
思
い
も
寄
ら
な
い
男
に
奪
わ
れ
死
に
い
た
る
歌
物
語
の

女
性
た
ち
と
一
見
、
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
そ
の
内
実
は
、
自
ら
恋
の
成
就
の
た
め

主
体
的
に
選
ん
だ
「
死
」
な
の
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
大
君
の
死
と
同
じ
よ

(31) 

う
な
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
点
、
そ
の
歌
物
語
性
は
、
あ
く
ま
で
外
形
的
な
も
の
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
。

総
じ
て
人
物
造
型
に
つ
い
て
は
、
男
主
人
公
、
女
主
人
公
、
と
も
に
歌
物
語
や
作
り
物
語

に
見
ら
れ
た
従
来
の
像
（
色
好
み
・
男
を
待
つ
女
）
を
ず
ら
す
試
み
が
見
ら
れ
、
そ
の
新
し
さ

が
際
立
っ
て
い
る
。
「
色
好
み
」
が
脇
役
、
敵
役
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
『
源
氏
物
語
』

宇
治
十
帖
の
匂
宮
に
始
ま
り
、
平
安
後
期
以
降
の
物
語
に
顕
著
で
あ
る
が
、
「
兵
衛
佐
」
に

つ
い
て
も
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
文
学
史
的
に
も
主
人
公
像
の
過
渡
期
と
言
え
る
作
品
な
の

主＿＿l-ロ(
l
)
た
と
え
ば
『
璽
物
語
』
（
日
本
古
典
全
書
、
一
九
五
九
年
）
山
岸
徳
平
に
よ
る
解
説
で
は
「
歌

が
多
い
か
ら
こ
そ
、
こ
の
物
語
は
即
ち
歌
物
語
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
出
来
な
い
」
と
言
い
、
『
伊

勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
平
中
物
語
』
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、
物
語
の
中
核
と
な
る
歌
が
あ

り
、
歌
が
物
語
展
開
の
契
機
と
な
り
、
媒
介
と
な
り
、
集
結
と
な
る
墓
本
的
性
格
を
持
つ
の

に
対
し
、
『
笥
物
語
』
の
歌
が
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
「
一
見
歌
物
語
風
に
見
え
る
け
れ
ど
、
や
は
り
作
り
物
語
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
」
と

述
べ
る
。
現
在
の
辞
書
類
（
日
本
国
語
大
辞
典
、
日
本
大
百
科
全
書
等
）
に
お
い
て
も
、
『
伊

(36) 
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勢
物
語
』
が
「
歌
物
語
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
に
対
し
、
『
窟
物
語
』
は
大
方
「
物
語
」

と
の
み
説
明
さ
れ
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』
は
、
藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
史
講
話
』
(
-
九

0

八
年
）
が
「
伊
勢
物
語
は
歌
物
語
な
り
。
過
半
は
業
平
が
詠
歌
を
と
り
て
そ
の
由
来
を
簡
短

な
る
小
話
に
編
め
る
も
の
、
事
実
な
る
も
あ
り
、
仮
託
な
る
も
あ
り
、
」
と
説
明
し
て
お
り
、

歌
が
業
平
の
実
作
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
由
来
が
小
話
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
特

徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
『
筐
物
語
』
は
、
あ
え
て
筐
の
実
作
を
不
在
に
し
た
と
も
考

え
る
福
家
俊
幸
「
『
窟
物
語
』
と
歌
物
語
ー
異
化
の
方
法
ー
」
（
『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』

三
―
-
|
-
、
一
九
九
七
年
三
月
）
は
、
『
箆
物
語
』
が
歌
物
語
の
方
法
を
積
極
的
に
異
化
し
、

む
し
ろ
ニ
セ
モ
ノ
（
虚
構
）
の
伝
記
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
作
り
物
語
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
（
『
歌
語
り
・
歌
物
語
辞
典
』
（
勉
誠
出
版
、
一
九
九
七
年
）
の
福
家
氏
記
述
の
項
に
も

同
旨
の
記
述
あ
り
）
。
本
論
で
は
、
菊
田
茂
男
「
第
物
語
の
構
造
に
つ
い
て
の
試
論
」
（
『
東

北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
一
四
号
、
一
九
六
四
年
三
月
）
の
区
分
に
な
ら
い
、
第
と
異
母

妹
の
悲
恋
輝
を
第
一
部
、
襟
と
右
大
臣
の
娘
の
結
婚
靡
を
第
二
部
と
し
て
扱
う
。

(
2
)
小
野
窟
の
詠
歌
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
六
首
入
集
し
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
『
璽
物
語
』

に
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
以
降
の
勅
撰
集
に
は
、
『
筐
物
語
』
よ
り

歌
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
菫
物
語
』
の
詠
歌
が
小
野
璽
の
実
作
と
は
考
え
に
く
い

こ
と
が
、
注
一
の
山
岸
解
説
の
ほ
か
、
諸
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

『
璽
物
語
』
の
本
文
は
、
彰
考
館
蔵
本
を
底
本
と
し
た
遠
藤
嘉
基
校
注
の
日
本
古
典
文
学

大
系
本
（
岩
波
冑
店
）
に
よ
る
が
、
そ
の
他
、
日
本
古
典
全
書
（
山
岸
徳
平
校
注
）
、
小
久

保
崇
明
編
『
第
物
語
校
本
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七

0
年
）
、
平
林
文
雄
『
増
補

改
訂
小
野
筐
集
・
菫
物
語
の
研
究
』
（
和
泉
書
院
、
二

0
0
一
年
）
、
安
部
清
哉
「
『
筆
物
語
』

承
空
本
（
「
小
野
筐
集
」
）
に
関
す
る
研
究
課
題
」
（
『
人
文
』
七
号
、
学
習
院
大
学
、
―

1
0

0
八
年
）
を
参
照
し
、
石
原
昭
平
・
根
本
敬
―
―
-
•
津
本
侶
博
『
筐
物
語
新
講
』
（
武
蔵
野
書

院
、
一
九
七
七
年
）
や
平
野
由
紀
子
『
小
野
璽
集
全
釈
』
（
風
間
書
房
、
一
九
八
八
年
）
な
ど
、

宮
内
庁
脅
陵
部
本
を
底
本
と
す
る
校
訂
本
文
と
も
比
較
し
て
、
一
部
本
文
を
改
め
た
。

(
4
)

湯
浅
幸
代
「
菫
物
語
と
継
子
謂
ー
書
読
む
女
の
悲
劇
ー
」
（
『
駒
澤
国
文
』
四
七
‘
―

IOI

0
年
二
月
）

(
5
)
註

(
3
)

『
箪
物
語
新
講
』
の
語
釈
で
指
摘
。
『
本
院
侍
従
集
』
は
、
村
上
天
皇
の
中
宮
・

安
子
や
斎
宮
女
御
・
徽
子
に
仕
え
た
本
院
侍
従
の
歌
集
で
あ
り
、
太
政
大
臣
•
藤
原
兼
通
と

の
贈
答
だ
け
を
抄
出
し
、
そ
の
恋
愛
過
程
を
歌
物
語
的
に
撰
集
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
歌
集
冒
頭
の
詞
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

お
ぼ
え
お
は
し
け
る
か
む
だ
ち
め
（
師
輔
）
の
次
郎
な
り
け
る
ひ
と
（
兼
通
）
、
年
十
八
（
天

慶
五
）
ば
か
り
な
る
が
、
お
ぼ
え
は
い
と
か
し
こ
か
り
け
れ
ど
、
か
う
ぶ
り
え
ぬ
有
り

け
り
。
お
ほ
ぢ
（
忠
平
）
は
太
政
大
臣
に
て
な
む
お
は
し
け
る
。
い
も
う
と
（
安
子
）

は
き
さ
き
は
ら
の
み
こ
（
村
上
）
に
奉
り
て
、
藤
つ
ぼ
に
ぞ
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
。
お

ほ
む
い
と
こ
（
侍
従
）
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
り
。
そ
の
（
師
輔
）
こ
の
次
郎
君
お
も
ひ
か

け
給
ひ
て
、
か
く
よ
み
て
い
れ
給
ひ
け
り
。
（
『
新
編
国
歌
大
観
』
表
記
は
一
部
改
め
た
）

(
6
)
註

(
4
)

論
文
に
お
い
て
、
『
璽
物
語
』
と
継
子
閥
の
プ
ロ
ッ
ト
と
を
比
較
し
、
異
母
兄

か
ら
の
懸
想
を
「
継
子
の
苦
難
」
、
第
と
の
仲
を
知
っ
た
実
母
が
妹
を
部
屋
に
監
禁
す
る
点

を
「
母
に
よ
る
継
子
（
璽
と
も
と
れ
る
）
の
迫
害
」
の
要
素
と
し
て
指
摘
し
た
。

(
7
)

『
う
つ
ほ
物
語
』
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
あ
て
宮
の
求
婚
者
の
一
人
と
し

て
藤
原
季
英
（
貧
し
い
学
生
。
「
藤
英
」
と
も
）
と
い
う
人
物
が
登
場
し
て
お
り
、
後
に
左

大
将
の
婿
と
な
っ
て
参
議
に
至
る
点
、
『
筐
物
語
』
の
第
一
一
部
で
、
菫
が
右
大
臣
の
娘
と
結

婚
し
、
最
後
参
議
に
ま
で
至
る
と
語
ら
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
婚
儀
の
日
、
み
す
ぼ

ら
し
い
格
好
で
現
わ
れ
た
箆
の
様
子
が
こ
の
「
藤
英
」
の
描
写
と
通
う
こ
と
が
阿
部
俊
子
『
歌

物
語
と
そ
の
周
辺
』
（
風
間
書
房
、
一
九
六
九
年
）
他
、
諸
注
釈
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
『
源
氏
物
語
』
へ
の
影
響
、
そ
の
共
通
性
に
つ
い
て
は
、
井
野
葉
子
「
浮
舟
物
語
に
お

け
る
菫
物
語
引
用
」
（
『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
二
九
号
、
二

0
0八
年
、
『
源

氏
物
語
宇
治
の
言
の
葉
』
森
話
社
、
―

1
0
―
一
年
、
所
収
）
や
、
金
孝
淑
「
『
源
氏
物
語
』

の
夕
霧
と
『
璽
物
語
』
ー
そ
の
構
造
と
表
現
の
類
似
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
日
本
学
報
』
七
八
、

―
1
0
0九
年
―
一
月
）
等
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)

『
新
編
国
歌
大
観
』
た
だ
し
表
記
は
私
に
改
め
た
。
以
下
、
和
歌
の
引
用
は
す
べ
て
上
記

に
同
じ
。

(
9
)
註

(
7
)

阿
部
前
掲
書
「
筆
物
語
」
の
章
で
、
兄
妹
間
の
恋
愛
に
つ
い
て
網
羅
的
に
と

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
中
村
祥
子
「
堕
物
語
の
冒
頭
に
つ
い
て
ー
異
母
妹
と
の
恋
ー
」

（
『
日
本
語
日
本
文
學
』
二
八
、
二

0
0
1
―
一
年
七
月
）
で
は
、
本
論
で
取
り
上
げ
た
『
伊
勢
物
語
』

四
十
九
段
、
『
平
中
物
語
』
―
―
十
九
段
を
含
む
『
築
物
語
』
前
後
の
作
品
に
描
か
れ
る
「
兄

妹
の
恋
」
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
特
に
「
教
え
る
兄
と
習
う
妹
」
と

の
関
係
性
に
注
目
す
る
。

(10)

『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
で
は
、

こ
の
贈
答
を
想
起
さ
せ
る
和
歌
「
生
ひ
た
た
む
あ
り
か
も

(37) 
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知
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
ん
そ
ら
な
き
」
「
初
草
の
生
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
間
に

い
か
で
か
露
の
消
え
ん
と
す
ら
ん
」
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
二
0
八
頁
）
が
、
祖
母

尼
君
と
女
房
と
の
間
で
若
紫
を
「
初
草
」
「
若
草
」
に
喩
え
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
光
源
氏
も

そ
の
や
り
と
り
を
を
聞
い
た
上
で
「
初
草
の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
つ
ゆ

ぞ
か
わ
か
ぬ
」
（
同
、
ニ
―
六
頁
）
と
若
紫
を
見
た
こ
と
を
示
す
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た

源
氏
が
若
紫
を
二
条
院
に
連
れ
去
っ
た
後
、
二
人
は
兄
妹
の
よ
う
に
睦
み
合
う
姿
が
描
か
れ

る。

(11)
妹
の
母
の
身
分
が
高
か
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
伊
勢
物
語
』

の
語
釈
や
、
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』
（
筑
摩
書
房
、
二
0
一
三
年
）
等
が
指
摘
し

て
い
る

C

(12)
定
家
本
系
「
伝
一
一
条
為
明
筆
本
」
の
本
文
。
他
に
も
複
数
、
同
様
の
異
文
を
持
つ
写
本

が
あ
る
。

(13)
総
角
巻
、
一
―
1
0
四
頁
。
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
に
触
発
さ
れ
た
匂
宮
は
、
同
母
姉
妹
で
あ

る
女
一
の
宮
に
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
。

(14)

た
だ
し
、
直
接
的
に
は
古
今
集
歌
「
流
れ
て
は
妹
背
の
山
の
中
に
お
つ
る
吉
野
の
川
の

よ
し
や
世
の
中
」
（
恋
五
・
八
二
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
を
踏
ま
え
た
歌
で
あ
る
。

(15)
た
だ
し
、
物
語
全
体
を
通
し
て
も
、
註

(
7
)
阿
部
前
掲
着
で
は
、
村
上
朝
末
＼
冷
泉
・

円
融
朝
、
黒
木
香
「
『
箪
物
語
』
成
立
考
—
兵
衛
佐
を
手
掛
か
り
と
し
て
ー
」
（
『
国
文
学
牧
』

―
―
―
一
号
、
一
九
八
六
年
十
二
月
）
は
、
花
山
＼
一
条
朝
初
期
を
想
定
し
て
い
る

C

(16)
安
部
清
哉
「
語
菓
・
語
法
史
か
ら
見
る
資
料
ー
『
菫
物
語
』
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
り
て
ー
」

（
『
国
語
学
』
一
八
四
、
一
九
九
六
年
三
月
）
、
同
「
原
『
筐
物
語
』
の
作
者
・
成
立
年
と
源
順

お
よ
び
河
原
院
歌
壇
沈
論
歌
人
群
の
長
歌
・
和
歌
り
九
六
一
年
か
ら
九
八
0
年
頃
一
（
『
研
究

年
報
』
学
習
院
大
学
文
学
部
（
六
三
号
、
二
0
一
七
年
三
月
）
、
同
「
贈
答
歌
と
会
話
段
落

構
成
か
ら
み
た
『
筐
物
語
』
と
い
う
”
つ
く
り
歌
物
語
“
の
創
出
」
（
『
研
究
年
報
』
学
習
院

大
学
文
学
部
（
六
五
号
‘
―
-
0
一
九
年
三
月
）
等
。
た
だ
し
本
文
中
の
「
角
筆
」
一
掻
練
」

の
語
に
注
目
す
る
松
野
彩
氏
は
、
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
末
の
間
の
成
立
を
想
定
し
て

い
る
（
『
国
士
舘
人
文
学
』
四
九
ー
五
0
‘
―
1
0
一
七
＼
二
0
一
八
年
）
。
「
か
く
（
う
）
ひ
ち
」
（
角

筆
）
の
語
は
、
確
か
に
平
安
時
代
末
以
降
の
用
例
し
か
見
ら
れ
な
い
が
、
安
部
論
文
(
-
九
九

六
）
の
言
う
よ
う
に
、
一
部
の
言
菓
に
つ
い
て
は
、
十
一
世
紀
以
降
、
何
ら
か
の
手
が
入
っ

て
い
る
こ
と
を
示
す
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
ま
た
浮
舟
歌
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
注
7
井
野
論

文
、
安
部
清
哉
「
『
箪
物
語
』
の
井
野
葉
子
氏
「
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
で
の
引
用
」
説
補
強

な
ら
び
に
祖
形
小
考
」
（
『
古
典
語
研
究
の
焦
点
ー
武
蔵
野
書
院
成
立
90
周
年
記
念
論
集
』
武

蔵
野
書
院
、
二
0
1
0
年
）
で
な
さ
れ
て
い
る
。

(17)
註

(
4
)
に
同
じ
。

(18)

日
向
一
雅
『
源
氏
物
語
の
王
権
と
流
離
』
第
七
章
・
八
章
（
新
典
社
、
一
九
八
九
年
）
は
、

玉
璽
や
紫
の
上
等
、
継
子
の
属
性
を
持
つ
女
君
の
物
語
が
、
継
子
物
語
を
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る

と
と
も
に
、
「
流
離
の
内
面
化
」
と
し
て
第
二
部
の
主
題
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(19)

註

(
7
)

阿
部
前
掲
書
、
註

(
9
)

中
村
論
文
、
註

(
7
)

金
論
文
等
。

(20)

『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
薫
や
、
『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
中
将
、
等
。

(21)
異
母
妹
が
稲
荷
詣
で
で
出
会
う
兵
衛
佐
に
つ
い
て
は
、
「
稲
荷
に
詣
で
あ
ひ
て
侍
け
る
女

の
も
の
い
ひ
か
け
侍
け
れ
ど
い
ら
へ
も
し
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
」
の
詞
書
で
「
稲
荷
山
社
の
数

を
人
問
は
ば
つ
れ
な
き
人
を
み
つ
と
こ
た
へ
む
一
（
拾
遺
集
・
―
ニ
―
―
•
平
貞
文
）
の
歌

が
あ
り
、
こ
の
歌
語
り
か
ら
の
直
接
的
な
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
兵
衛
佐
の
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
註

(15)
黒
木
論
文
は
、
こ
の
歌
を
指
摘
し
て
は
い
な
い
が
、

物
語
の
「
兵
衛
佐
一
に
好
色
者
の
代
表
と
し
て
、
平
貞
文
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
る
。
他
に

も
拾
遺
集
に
は
「
稲
荷
に
詣
で
て
懸
想
し
は
じ
め
て
侍
け
る
女
の
、
異
人
に
逢
ひ
て
侍
け
れ

ば
」
の
詞
書
で
「
我
と
言
へ
ば
稲
荷
の
神
も
つ
ら
き
か
な
人
の
た
め
と
は
祈
ら
ざ
り
し
を
」
（
雑

恋
．
―
二
六
七
•
藤
原
長
能
）
の
歌
も
入
集
し
て
い
る
。

(22)
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集
』
一
（
七
九
補
注
）
一
二
三
九
頁
、
等
。

(23)
堀
勝
博
「
枕
詞
「
玉
梓
の
」
に
つ
い
て
」
（
『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』
（
人
文
科
学
編
）
八

一
、
一
九
九
四
年
三
月
）
。

(24)

木
村
紀
子
「
タ
マ
を
冠
す
る
万
葉
歌
語
と
そ
の
背
景
」
（
『
奈
良
大
学
紀
要
』
二
六
、
一
九

九
七
年
＝
一
月
）
。

(25)

多
田
一
臣
「
玉
梓
の
道
ー
三
九
七
八
歌
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
千
葉
大
学
人
文
研
究
』

―
一
三
、
一
九
九
四
年
）
。

(26)

前
出
の
四
六
一
番
歌
の
他
「
行
く
け
ふ
も
帰
ら
ん
時
も
た
ま
ぼ
こ
の
ひ
き
も
の
神
を
祈

れ
と
ぞ
思
ふ
」
（
七
―
―
―
-
）
「
た
ま
ぼ
こ
の
手
向
け
の
神
も
我
が
ご
と
く
我
が
思
ふ
事
を
思
へ

と
ぞ
思
ふ
」
（
七
―
―
―
五
）
が
あ
る
。
ま
た
『
万
葉
集
』
の
反
歌
で
は
、
唯
一
、
家
持
が
帰
京

す
る
際
に
詠
ま
れ
た
池
主
の
歌
「
玉
梓
の
道
の
神
た
ち
ま
ひ
は
せ
む
我
が
思
ふ
君
を
な
つ
か

し
み
せ
よ
」
（
巻
十
七
•
四
0
三
三
）
と
道
の
神
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

(38) 
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(27)

兵
衛
佐
が
「
人
知
れ
ぬ
心
た
だ
す
の
神
な
ら
ば
思
ふ
心
を
そ
ら
に
知
ら
な
ん
」
と
詠
み
、

そ
の
返
し
と
し
て
異
母
妹
が
「
社
に
も
あ
だ
き
ね
す
ゑ
ぬ
石
神
は
知
る
こ
と
か
た
し
人
の
心

を
」
と
歌
っ
て
い
る
。
た
だ
し
諸
注
釈
書
で
は
、
こ
の
「
石
神
」
は
道
祖
神
で
は
な
く
、
稲

荷
神
社
に
実
際
に
あ
っ
た
石
神
信
仰
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

(28)
藤
原
元
真
（
生
没
年
不
詳
）
は
、
伯
父
・
忠
行
の
歌
が
古
今
集
・
後
撰
集
に
入
集
し
て

お
り
、
自
身
の
歌
は
後
拾
遺
集
以
降
の
勅
撰
集
に
入
集
し
て
い
る
。
大
中
臣
能
宣
（
九
ニ
―

ー
九
九
一
）
は
、
「
梨
壺
五
人
」
の
一
人
で
あ
り
、
円
融
朝
の
末
頃
か
ら
安
法
法
師
の
住
む

河
原
院
に
出
入
り
し
、
清
原
元
輔
•
紀
時
文
•
平
兼
盛
・
源
重
之
・
源
兼
澄
・
恵
慶
法
師
ら

河
原
院
グ
ル
ー
プ
の
歌
人
た
ち
と
よ
く
集
ま
っ
て
い
た
。
拾
遺
集
以
下
の
勅
撰
集
に
多
数
の

和
歌
が
入
集
し
て
い
る
。
ま
た
恵
慶
法
師
（
生
没
年
不
詳
）
は
、
安
法
法
師
と
と
り
わ
け
親

し
く
、
河
原
院
に
し
ば
し
ば
出
入
り
し
て
い
た
。
拾
遺
集
以
下
の
勅
撰
集
に
入
集
し
て
い
る
。

(29)
「
―
一
条
院
よ
り
ぞ
、
あ
な
が
ち
に
、
あ
や
し
き
姿
に
て
そ
ぼ
ち
参
れ
る
。
道
交
ひ
に
て
だ
に
、

人
か
何
ぞ
と
だ
に
ご
覧
じ
わ
く
べ
く
も
あ
ら
ず
、
ま
づ
追
ひ
払
ひ
つ
べ
き
賤
の
男
の
睦
ま
し

う
あ
は
れ
に
思
さ
る
る
も
」
（
「
明
石
」
ニ
ニ
四
頁
）
と
あ
る
。
『
花
烏
余
伯
』
（
一
条
兼
良
著
）

は
、
『
源
氏
物
語
＝
明
石
巻
の
当
該
箇
所
の
注
釈
と
し
て
、
『
璽
物
語
』
の
こ
の
歌
の
例
を
指

摘
す
る
。

(30)
註

(
4
)

に
同
じ

C

(31)

『
策
物
語
』
の
異
母
妹
は
「
消
え
は
て
て
身
こ
そ
は
灰
に
な
り
は
て
め
夢
の
魂
君
に
あ
ひ

そ
へ
」
と
死
後
に
魂
と
し
て
の
遡
逗
を
望
む
よ
う
な
歌
を
箪
に
詠
ん
で
亡
く
な
っ
て
お
り
、

薫
に
求
婚
さ
れ
る
八
の
宮
の
娘
・
大
君
は
、
自
ら
食
事
を
摂
ら
な
い
形
で
衰
弱
死
し
「
結
婚

拒
否
」
の
意
志
を
貫
く
。

(39) 


