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一

　
『
源
氏
物
語
』
澪
標
巻
で
冷
泉
が
即
位
す
る
と
、
物
語
は
光
源
氏
に
「
宿
世

遠
か
り
け
り
」（
澪
標
②
二
八
六
）
と
の
感
想
を
抱
か
し
め
、
須
磨
・
明
石
か

ら
帰
京
し
た
源
氏
が
以
降
、
臣
下
と
し
て
の
道
を
歩
む
こ
と
を
暗
示
し
つ
つ
、

話
題
を
後
宮
対
策
の
問
題
へ
と
移
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
呼
び
込
ま

れ
て
く
る
の
が
、
明
石
の
姫
君
お
よ
び
前
斎
宮
で
あ
る
。
宿
曜
の
予
言
か
ら
、

明
石
の
姫
君
が
将
来
の
中
宮
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
源
氏
は
、
明
石
の
地

で
生
ま
れ
た
姫
君
を
京
へ
呼
び
寄
せ
る
べ
く
準
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る

一
方
で
、
六
条
御
息
所
か
ら
後
見
を
委
託
さ
れ
た
前
斎
宮
に
つ
い
て
は
、
朱
雀

院
の
所
望
を
尻
目
に
、
冷
泉
帝
へ
の
入
内
を
計
画
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
な
源
氏
の
対
応
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
源
氏
の
権
勢
志
向
に
力
点

を
置
い
て
読
み
解
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
な
る
ほ
ど
、
人
々

の
思
惑
が
複
雑
に
交
錯
す
る
宮
廷
社
会
の
政
治
闘
争
を
源
氏
が
勝
ち
抜
い
て
い

く
と
い
う
展
開
に
は
、
当
時
の
現
実
と
重
な
る
面
が
確
か
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

同
じ
権
勢
志
向
と
い
っ
て
も
、
澪
標
巻
以
降
の
光
源
氏
は
、
公
任
と
我
が
子
た

ち
を
比
べ
て
嘆
く
父
兼
家
に
向
か
っ
て
「
影
を
ば
踏
ま
で
、
面
を
や
踏
ま
ぬ
」

（
道
長
伝
・
三
一
八
）
と
豪
語
し
た
り
、
伊
周
と
の
競
射
の
勝
負
に
「
道
長
が

家
よ
り
帝
・
后
立
ち
た
ま
ふ
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
矢
あ
た
れ
」（
道
長

伝
・
三
二
五
）
と
言
っ
て
臨
ん
だ
『
大
鏡
』
に
お
け
る
道
長
の
よ
う
に
は
、
造

型
さ
れ
て
い
な
い
。
桜
井
宏
徳
氏
も
こ
の
よ
う
な
道
長
像
と
光
源
氏
と
を
比
較

し
て
「『
源
氏
物
語
』
で
は
、
光
源
氏
の
政
治
的
野
心
が
表
立
っ
て
語
ら
れ
る

こ
と
は
な
く
、
そ
の
権
力
獲
得
は
、
藤
壺
と
の
密
通
と
冷
泉
帝
の
生
誕
と
い
う

宿
命
的
な
出
来
事
を
軸
と
し
て
、
光
源
氏
自
身
さ
え
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
か

た
ち
で
進
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
１
）、

光
源
氏
の
権
力

欲
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
は
こ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
光
源
氏
の
変
貌

を
説
い
た
伊
藤
博
氏
が
、
同
時
に

父
帝
の
影
響
下
か
ら
完
全
に
離
れ
た
源
氏
が
、
宮
廷
政
治
世
界
の
中
核
に

身
を
置
き
、
そ
こ
で
自
ら
の
手
で
権
力
の
座
を
固
め
、
築
い
て
い
く
の
が

澪
標
以
後
の
巻
々
で
あ
っ
た
が
、
俗
に
ま
み
れ
る
策
謀
の
人
と
し
て
の
面

貌
を
、
わ
た
し
は
そ
こ
に
読
み
と
っ
た
。
だ
が
こ
の
策
を
め
ぐ
ら
す
か
れ

が
、
と
き
に
い
か
に
も
苦
し
げ
な
面
持
ち
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
、
見
落

と
せ
な
い
事
実
だ
。

と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
（
２
）、

我
が
子
を
手
放
す
明
石
の
君
や
、
前
斎
宮
へ
の
未
練

絵
合
巻
の
光
源
氏

吉

田

幹

生
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を
隠
せ
な
い
朱
雀
院
へ
の
同
情
が
印
象
的
に
描
き
込
ま
れ
て
も
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
澪
標
巻
以
降
の
光
源
氏
が
栄
華
へ
の
階
梯
を
上
っ
て
い
く
こ
と

は
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
源
氏
の
意
図
の
実
現
と
の
み
捉
え
て
は
、
物
語

の
仕
掛
け
を
読
み
誤
り
か
ね
ま
い
。
策
謀
家
と
し
て
の
源
氏
像
を
読
み
取
る
だ

け
で
は
、
十
分
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
物
語
は
、
栄
華
獲
得
の
過
程

で
躊
躇
逡
巡
す
る
光
源
氏
の
姿
を
描
き
出
し
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
源
氏
像
が

描
か
れ
る
こ
と
を
、『
源
氏
物
語
』
の
問
題
と
し
て
ど
う
受
け
止
め
れ
ば
よ
い

の
か
。
本
論
は
、
冷
泉
帝
に
入
内
し
た
前
斎
宮
（
以
下
、
斎
宮
女
御
と
称
す

る
）
と
権
中
納
言
の
娘
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
と
の
間
で
行
わ
れ
る
絵
合
の
描
か

れ
方
を
通
し
て
、
右
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

　

入
内
は
し
た
も
の
の
斎
宮
女
御
は
冷
泉
帝
よ
り
九
歳
の
年
長
で
あ
り
、
冷
泉

帝
の
気
持
ち
は
当
初
年
齢
の
近
い
弘
徽
殿
女
御
の
方
に
傾
い
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
二
人
を
結
び
付
け
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、
絵
で
あ
る
。
絵
の
好
き

な
冷
泉
帝
は
、
斎
宮
女
御
の
描
く
絵
に
興
味
を
示
し
、
し
だ
い
に
親
近
感
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た
の
が
弘
徽
殿
女
御

の
父
の
権
中
納
言
で
、

　

Ａ�

…
権
中
納
言
聞
き
た
ま
ひ
て
、
あ
く
ま
で
か
ど
か
ど
し
く
い
ま
め
き
た
ま

へ
る
御
心
に
て
、
我
人
に
劣
り
な
む
や
と
思
し
は
げ
み
て
、
す
ぐ
れ
た
る

上
手
ど
も
を
召
し
取
り
て
、
い
み
じ
く
い
ま
し
め
て
、
ま
た
な
き
さ
ま
な

る
絵
ど
も
を
、
二
な
き
紙
ど
も
に
描
き
集
め
さ
せ
た
ま
ふ
。「
物
語
絵
こ

そ
心
ば
へ
見
え
て
見
ど
こ
ろ
あ
る
も
の
な
れ
」
と
て
、
お
も
し
ろ
く
心
ば

へ
あ
る
か
ぎ
り
を
選
り
つ
つ
描
か
せ
た
ま
ふ
。
例
の
月
次
の
絵
も
、
見
馴

れ
ぬ
さ
ま
に
、
言
の
葉
を
書
き
つ
づ
け
て
御
覧
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。
わ
ざ
と

を
か
し
う
し
た
れ
ば
、
ま
た
こ
な
た
に
て
も
こ
れ
を
御
覧
ず
る
に
、
心
や

す
く
も
取
り
出
で
た
ま
は
ず
、
い
と
い
た
く
秘
め
て
、
こ
の
御
方
へ
持
て

渡
ら
せ
た
ま
ふ
を
惜
し
み
領
じ
た
ま
へ
ば
、
大
臣
聞
き
た
ま
ひ
て
、「
な

ほ
権
中
納
言
の
御
心
ば
へ
の
若
々
し
さ
こ
そ
あ
ら
た
ま
り
が
た
か
め
れ
」

な
ど
笑
ひ
た
ま
ふ
。�

（
絵
合
②
三
七
六
～
七
）

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
代
一
流
の
絵
師
を
集
め
て
、
物
語
絵
や
月
次
の
絵
を

新
た
に
描
か
せ
る
の
で
あ
る
。
権
中
納
言
の
こ
の
態
度
は
、
─
部
に
明
ら
か
な

よ
う
に
、
源
氏
へ
の
対
抗
心
に
発
し
て
い
る
。
後
宮
で
の
弘
徽
殿
女
御
の
勝
利

を
願
っ
て
、
斎
宮
女
御
方
に
対
抗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

え
、
権
勢
志
向
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
権
中
納
言
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
意
図
の

も
と
に
造
型
さ
れ
て
い
る
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

対
す
る
源
氏
は
、
権
中
納
言
が
絵
を
冷
泉
帝
を
囲
い
込
む
た
め
の
手
段
と
し

て
捉
え
、
～
部
の
よ
う
に
公
開
を
拒
む
の
に
対
し
て
、「
あ
な
が
ち
に
隠
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、

心
や
す
く
も
御
覧
ぜ
さ
せ
ず
悩
ま
し
き
こ
ゆ
る
、
い
と
め
ざ
ま
し
や
。
古
代
の

御
絵
ど
も
の
は
べ
る
、
ま
ゐ
ら
せ
む
」（
絵
合
②
三
七
七
）
と
い
う
理
由
か
ら
、

自
ら
所
蔵
す
る
絵
を
取
り
出
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
言
う
な
れ
ば
、
秘
密
主

義
的
な
権
中
納
言
へ
の
対
応
か
ら
、
源
氏
は
伝
領
の
絵
を
持
ち
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
後
文
に
も

　

Ｂ�
か
う
絵
ど
も
集
め
ら
る
と
聞
き
た
ま
ひ
て
、
権
中
納
言
い
と
ど
心
を
尽
く

し
て
、
軸
、
表
紙
、
紐
の
飾
り
い
よ
い
よ
と
と
の
へ
た
ま
ふ
。
三
月
の
十

日
の
ほ
ど
な
れ
ば
、
空
も
う
ら
ら
か
に
て
、
人
の
心
も
の
び
、
も
の
お
も
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し
ろ
き
を
り
な
る
に
、
内
裏
わ
た
り
も
、
節
会
ど
も
の
ひ
ま
な
れ
ば
、
た

だ
か
や
う
の
こ
と
ど
も
に
て
、
御
方
々
暮
ら
し
た
ま
ふ
を
、
同
じ
く
は
、

御
覧
じ
ど
こ
ろ
も
ま
さ
り
ぬ
べ
く
て
奉
ら
む
の
御
心
つ
き
て
、
い
と
わ
ざ

と
集
め
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
へ
り
。�

（
絵
合
②
三
七
九
）

と
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
方
と
の
勝
負
に
こ
だ
わ
る
権
中
納
言
に
対
し
て
、
源
氏

の
場
合
は
、
こ
れ
を
機
に
冷
泉
朝
を
盛
り
立
て
よ
う
と
の
意
図
に
発
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
の
「
さ
る
べ
き
節
会
ど
も
に
も
、
こ
の
御

時
よ
り
と
、
末
の
人
の
言
ひ
伝
ふ
べ
き
例
を
添
へ
む
と
思
し
、
私
ざ
ま
の
か
か

る
は
か
な
き
御
遊
び
も
め
づ
ら
し
き
筋
に
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
み
じ
き
盛
り

の
御
世
な
り
」（
絵
合
②
三
九
二
）
と
い
う
一
文
に
繋
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

源
氏
は
冷
泉
朝
を
聖
代
た
ら
し
め
よ
う
と
の
意
図
か
ら
行
動
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
権
中
納
言
の
よ
う
な
対
抗
心
は
希
薄
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
斎
宮
女
御
方
、
弘
徽
殿
女
御
方
そ
れ
ぞ
れ
に
絵
が
集
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
絵
合
の
場
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

平
安
時
代
に
は
様
々
な
物
合
せ
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
現
存
史
料
に
拠
る
限

り
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
前
に
絵
を
合
わ
せ
た
事
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
絵
合
と
い
う
行
事
は
、『
源
氏
物
語
』
が
新
た
に
創
作
し
た
舞
台
設
定

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
歌
合
な

ど
で
は
な
く
、
絵
合
と
い
う
場
が
こ
こ
で
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う

な
効
果
が
あ
っ
た
の
か
。

　

基
本
的
に
、
歌
は
詠
出
者
個
人
と
結
び
付
き
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
歌
合
の

勝
敗
も
歌
人
と
し
て
の
詠
出
者
個
人
の
力
量
の
問
題
に
落
着
し
て
い
き
や
す
い

の
に
対
し
て
、
絵
は
制
作
者
や
所
有
者
な
ど
複
数
の
人
間
が
関
与
す
る
も
の
ゆ

え
、
絵
合
に
お
い
て
は
、
単
に
絵
の
優
劣
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
付
随
す
る

様
々
な
要
素
が
勝
敗
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
掲
Ａ
に
も
「
す
ぐ
れ
た
る

上
手
ど
も
を
召
し
取
り
て
、
い
み
じ
く
い
ま
し
め
て
、
ま
た
な
き
さ
ま
な
る
絵

ど
も
を
、
二
な
き
紙
ど
も
に
描
き
集
め
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
本

人
が
絵
を
描
か
な
く
て
も
、
絵
合
に
勝
利
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
近

年
、
動
産
と
し
て
の
絵
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の
譲
渡
に
関
わ
る
人
間
関
係
に

光
を
当
て
た
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
（
３
）、

ま
さ
に
絵
合
と
い
う
場
は
、
絵
を

集
め
た
り
選
ん
だ
り
す
る
と
い
う
準
備
活
動
を
通
し
て
、
絵
の
芸
術
的
価
値
以

外
の
要
素
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
で
あ
り
、
個
人
を
超
え
た
家
と
家
同
士
の
総

力
戦
と
し
て
の
様
相
を
呈
し
や
す
い
舞
台
設
定
な
の
で
あ
っ
た
（
４
）。

　

た
と
え
ば
、
藤
壺
の
御
前
で
行
わ
れ
る
物
語
絵
合
に
つ
い
て
、「
梅
壺
の
御

方
は
、
い
に
し
へ
の
物
語
、
名
高
く
ゆ
ゑ
あ
る
か
ぎ
り
、
弘
徽
殿
は
、
そ
の
こ

ろ
世
に
め
づ
ら
し
く
を
か
し
き
か
ぎ
り
を
選
り
描
か
せ
た
ま
へ
れ
ば
」（
絵
合

②
三
七
九
）
と
そ
の
違
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
絵
の
新
旧
と
い
う
対
比
は
、

両
者
が
拠
っ
て
立
つ
基
盤
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
天
皇
と
の
血
縁
関
係

に
力
の
源
を
有
し
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
名
品
が
伝
来
す
る
〈
源
氏
〉
と
、
議
政
官

で
の
地
位
に
力
の
源
を
有
し
そ
の
力
に
よ
っ
て
新
造
品
を
集
め
る
〈
藤
氏
〉
と

い
う
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
浮
び
上
が
る
の
は
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
こ
こ

に
も
「
名
高
く
ゆ
ゑ
あ
る
か
ぎ
り
」「
め
づ
ら
し
く
を
か
し
き
か
ぎ
り
」
と
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
選
択
の
問
題
を

通
し
て
、
お
の
ず
と
光
源
氏
と
権
中
納
言
の
考
え
方
の
違
い
も
反
映
さ
れ
て
く

る
こ
と
に
な
る
。

　

本
論
で
は
、
光
源
氏
と
権
中
納
言
の
差
異
を
明
確
化
す
る
舞
台
設
定
と
し
て
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絵
合
と
い
う
場
を
捉
え
た
う
え
で
、
絵
に
付
随
す
る
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
絵

の
選
択
を
通
し
て
う
か
が
え
る
二
人
の
価
値
観
の
問
題
に
注
目
し
た
い
。

　

斎
宮
女
御
方
が
提
出
し
た
『
竹
取
物
語
』
に
対
し
て
、
弘
徽
殿
女
御
方
が

「
こ
の
世
の
契
り
は
竹
の
中
に
結
び
け
れ
ば
、
下
れ
る
人
の
こ
と
と
こ
そ
は
見

ゆ
め
れ
。
ひ
と
つ
家
の
内
は
照
ら
し
け
め
ど
、
も
も
し
き
の
か
し
こ
き
御
光
に

は
並
ば
ず
な
り
に
け
り
」（
絵
合
②
三
八
〇
～
一
）
と
反
論
し
、
ま
た
自
方
が

提
出
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
巻
に
つ
い
て
「
俊
蔭
は
、
は
げ
し
き
浪
風
に

お
ぼ
ほ
れ
、
知
ら
ぬ
国
に
放
た
れ
し
か
ど
、
な
ほ
さ
し
て
行
き
け
る
方
の
心
ざ

し
も
か
な
ひ
て
、
つ
ひ
に
他
の
朝
廷
に
も
わ
が
国
に
も
あ
り
が
た
き
才
の
ほ
ど

を
弘
め
、
名
を
残
し
け
る
古
き
心
を
い
ふ
に
」（
絵
合
②
三
八
一
）
と
立
論
し

て
い
る
よ
う
に
、
弘
徽
殿
女
御
方
は
宮
廷
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
議
論

を
組
み
立
て
て
い
る
（
５
）。

こ
れ
こ
そ
が
、
権
中
納
言
方
の
価
値
観
で
あ
ろ
う
（
以

下
、
そ
れ
を
「
宮
廷
第
一
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。

　

し
か
し
、
そ
れ
を
表
層
的
と
非
難
す
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
中
宮
御
前
の
絵

合
に
お
い
て
、
宮
廷
と
の
関
わ
り
か
ら
論
を
組
み
立
て
る
の
は
、
言
わ
ば
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
絵
合
を
通
し
て
源
氏
方
に
勝
利
し
冷
泉
後
宮
に
お
け
る
弘
徽

殿
女
御
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
権
中
納
言
が
、
異
国
に
流

離
し
な
が
ら
も
朝
廷
に
よ
く
奉
仕
し
た
俊
蔭
や
（
６
）、

高
貴
な
出
自
で
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
入
内
し
て
帝
寵
を
得
た
と
思
わ
れ
る
姫
君
（
兵
衛
の
大
君
）
の
物
語

を
出
し
て
く
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
の
戦
略
で
あ
っ
た
と

評
価
さ
れ
る
。

　

問
題
な
の
は
、
光
源
氏
の
方
で
あ
る
。「
長
恨
歌
、
王
昭
君
な
ど
や
う
な
る

絵
は
、
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
れ
ど
、
事
の
忌
あ
る
は
こ
た
み
は
奉
ら
じ
と
選

り
と
ど
め
た
ま
ふ
」（
絵
合
②
三
七
七
）
と
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
方
も
当
然
作

品
選
択
は
行
っ
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、『
竹
取
物
語
』
と
『
伊
勢
物
語
』
が

選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
は
絵
合
に
出
す
べ
き
も
の
と
判

断
さ
れ
た
作
品
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
判
断
を
支
え
る

価
値
観
が
、
権
中
納
言
方
と
同
じ
宮
廷
第
一
主
義
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
論
議
の
場
で
そ
の
よ
う
な
主
張
も
反
論
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
源
氏
は
何
故
こ
れ
ら
の
作
品
を
選
択
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
言
い
換

え
て
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
絵
合
の
場
で
何
を
訴
え
よ
う
と
し
た
の
か
。
兵
衛
の

大
君
と
か
ぐ
や
姫
、
俊
蔭
と
業
平
の
対
照
性
は
明
ら
か
だ
が
、
斎
宮
女
御
方
は

「
か
ぐ
や
姫
の
こ
の
世
の
濁
り
に
も
穢
れ
ず
、
は
る
か
に
思
ひ
の
ぼ
れ
る
契
り

た
か
く
、
神
世
の
こ
と
な
め
れ
ば
、
あ
さ
は
か
な
る
女
、
目
及
ば
ぬ
な
ら
む
か

し
」（
絵
合
②
三
八
〇
）、「
伊
勢
の
海
の
ふ
か
き
心
を
た
ど
ら
ず
て
ふ
り
に
し

跡
と
波
や
消
つ
べ
き
／
世
の
常
の
あ
だ
ご
と
の
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
飾
れ
る
に
お
さ

れ
て
、
業
平
が
名
を
や
朽
た
す
べ
き
」（
絵
合
②
三
八
二
）
と
主
張
し
て
お
り
、

世
俗
の
論
理
の
及
ば
な
い
精
神
の
高
潔
性
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

し
か
し
、
─
部
「
あ
さ
は
か
な
る
女
、
目
及
ば
ぬ
な
ら
む
か
し
」「
業
平
が
名

を
や
朽
た
す
べ
き
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
理
屈
を
論
理
化
（
言
語
化
）

で
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
求
め
て
い
る
の
は
自
説
に
対
す
る
共
感
で
あ
っ

て
、
論
理
的
に
相
手
を
説
き
伏
せ
る
と
い
う
姿
勢
は
稀
薄
で
あ
る
。
言
う
な
れ

ば
、
仲
間
内
に
だ
け
通
じ
る
言
語
で
語
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
自
分
た
ち

と
価
値
観
を
共
有
し
な
い
他
者
に
対
し
て
は
説
得
力
を
持
ち
得
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
入
内
し
て
い
な
い
、
宮
廷
に
と
っ
て
有
用
な
人
材
で
は
な
い
、
と
い
う
弘

徽
殿
女
御
方
の
反
論
に
対
し
て
、
何
も
言
い
返
せ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
は
、『
伊
勢
物
語
』
を
よ
し
と
す
る
藤
壺
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
前
掲

し
た
平
内
侍
の
「
業
平
が
名
を
や
朽
た
す
べ
き
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て

「
兵
衛
の
大
君
の
心
高
さ
は
げ
に
棄
て
が
た
け
れ
ど
、
在
五
中
将
の
名
を
ば
え

朽
さ
じ
」（
絵
合
②
三
八
二
）
と
は
言
う
も
の
の
、
何
故
「
兵
衛
の
大
君
」
よ

り
も
「
在
五
中
将
（
業
平
）」
を
優
勢
と
判
断
す
る
の
か
、
そ
の
根
拠
は
示
さ

れ
な
い
。
業
平
（
伊
勢
物
語
）
の
良
さ
は
無
条
件
で
認
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、

議
論
す
べ
き
事
柄
で
は
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
藤
壺
の
意
思
表

明
に
よ
っ
て
、
斎
宮
女
御
方
は
か
ろ
う
じ
て
負
け
を
免
れ
た
が
、
議
論
の
巧
拙

を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
弘
徽
殿
女
御
方
の
圧
倒
的
な
勝
利
と
す
べ
き
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
斎
宮
女
御
方
は
、
当
人
た
ち
に
も
説
明
で
き
な
い

理
屈
を
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
源
氏
へ
の
対
抗
心
を
隠
さ
な
い

権
中
納
言
が
、
宮
廷
第
一
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
巻
や

『
正
三
位
物
語
』
を
選
ん
だ
の
に
対
し
て
、『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
を

選
ん
だ
源
氏
の
意
図
は
、
肝
心
の
論
議
を
通
し
て
明
確
に
な
っ
て
こ
な
い
の
で

あ
る
。
は
た
し
て
、
源
氏
は
ど
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
選
ん

だ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
選
択
を
背
後
で
支
え
て
い
る
源
氏
の
価
値
観
と
は
、

い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

三

　

Ｃ�

大
臣
参
り
た
ま
ひ
て
、
か
く
と
り
ど
り
に
争
ひ
騒
ぐ
心
ば
へ
ど
も
を
か
し

く
思
し
て
、「
同
じ
く
は
、
御
前
に
て
こ
の
勝
負
定
め
む
」
と
の
た
ま
ひ

な
り
ぬ
。
か
か
る
こ
と
も
や
と
か
ね
て
思
し
け
れ
ば
、
中
に
も
こ
と
な
る

は
選
り
と
ど
め
た
ま
へ
る
に
、
か
の
須
磨
、
明
石
の
二
巻
は
、
思
す
と
こ

0

0

0

0

ろ0

あ
り
て
と
り
ま
ぜ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
り
。�

（
絵
合
②
三
八
三
）

こ
れ
は
中
宮
御
前
の
絵
合
直
後
の
叙
述
だ
が
、
源
氏
は
斎
宮
女
御
方
の
劣
勢
を

知
っ
て
も
驚
い
た
様
子
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
議
論
が
盛
り
上
が
っ

て
い
る
こ
と
を
よ
し
と
し
て
、
冷
泉
御
前
で
の
絵
合
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

─
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
予
め
想
定
し
て
い
た
源
氏
は
、

特
別
な
絵
を
後
に
残
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
「
か
の
須
磨
、
明
石
の

二
巻
」
も
加
え
て
お
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
だ

が
、
後
者
は
紫
の
上
に
見
せ
た
「
か
の
旅
の
御
日
記
」（
絵
合
②
三
七
七
）
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
か
た
は
な
る
ま
じ
き
一
帖

0

0

づ
つ
」（
絵
合
②
三
七

八
）
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
も
と
も
と
冊
子
本
で
あ
っ
た
も
の
を
、
帝

へ
の
献
上
用
に
巻
子
本
に
仕
立
て
直
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

断
定
は
し
に
く
い
が
、
今
回
も
源
氏
が
「
今
あ
ら
た
め
て
描
か
む
こ
と
は
本
意

な
き
こ
と
な
り
。
た
だ
あ
り
け
む
か
ぎ
り
を
こ
そ
」（
絵
合
②
三
八
三
）
と
提

案
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
源
氏
の
作
品
選
択
方
針
は
中
宮
御
前
の
絵
合

を
経
て
も
変
化
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
を
選
ん
だ
の
と
同
じ
判
断
基
準
が
、
今
回
の

絵
合
で
も
継
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
斎
宮
女
御
方
の

最
後
の
出
品
作
と
し
て
用
意
さ
れ
た
「
か
の
須
磨
、
明
石
の
二
巻
」
を
通
し
て
、

中
宮
御
前
の
絵
合
で
は
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
源
氏
の
意
図
が
浮
か
び
上
が
る

仕
掛
け
な
の
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　

そ
の
意
図
を
推
測
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
傍
点
部
「
思
す
と
こ
ろ
」

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
中
宮
ば
か
り
に
は
見
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
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も
の
な
り
」（
絵
合
②
三
七
八
）
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も

「
か
の
旅
の
御
日
記
」
は
、「
絵
を
さ
ま
ざ
ま
描
き
集
め
て
、
思
ふ
こ
と
ど
も
を

書
き
つ
け
、（
紫
の
上
ノ
）
返
り
ご
と
聞
く
べ
き
さ
ま
に
し
な
し
た
ま
へ
り
」

（
明
石
②
二
六
一
）
と
い
う
明
石
巻
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
帰
京
後
に
紫
の
上

に
見
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
絵
合
巻
で
「
中
宮
ば
か
り
に
は

～
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
須
磨
退
去
の
意
味
を
想
起
さ
せ
る
も

の
へ
と
役
割
が
ず
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
７
）。

そ
れ
ゆ
え
、「
思
す
と
こ
ろ
」
と

い
う
意
味
あ
り
げ
な
言
葉
は
、
源
氏
の
作
品
選
択
に
特
別
の
思
惑
が
あ
る
こ
と

を
読
者
に
印
象
づ
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
「
中
宮
ば
か
り
に
は
～
」
と
結
び

付
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
須
磨
退
去
の
問
題
に
関
連
し
て
こ
の
絵
が
解
釈
さ
れ
る

べ
き
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
し
か
に
「
中
宮
ば
か
り

0

0

0

に

は
」
と
い
う
言
い
方
に
は
他
を
排
除
す
る
響
き
が
あ
る
。
し
か
し
、
藤
壺
に
見

せ
る
だ
け
な
ら
順
番
は
問
わ
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
後
掲
Ｄ
に
「
あ
な
た
に
も

心
し
て
、
果
て
の
巻
は
心
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
る
を
選
り
お
き
た
ま
へ
る
に
」
と

あ
る
よ
う
に
、
お
の
ず
か
ら
注
目
が
集
ま
る
最
後
の
勝
負
に
「
か
の
須
磨
、
明

石
の
二
巻
」
を
取
っ
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
藤
壺
に
向
け
て
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
理
解
の
深
浅
は
生
じ
る
に
せ
よ
、
絵
合
の
場
で
示
し
た
い
何
か
を
こ

の
作
品
が
体
現
し
て
も
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
下
は
、
斎
宮
女
御
方
か
ら
そ
の
「
須
磨
の
巻
」（
以
下
、「
須
磨
の
絵
日

記
」
と
す
る
）
が
出
さ
れ
た
時
の
様
子
だ
が
、
周
囲
の
人
々
は
絵
の
素
晴
ら
し

さ
や
技
量
面
の
み
な
ら
ず
、
～
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
〈
光
源
氏
の
須
磨
退

居
〉
と
い
う
内
容
に
も
心
動
か
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｄ�

左
は
な
ほ
数
ひ
と
つ
あ
る
果
て
に
、
須
磨
の
巻
出
で
来
た
る
に
、
中
納
言

の
御
心
騒
ぎ
に
け
り
。
あ
な
た
に
も
心
し
て
、
果
て
の
巻
は
心
こ
と
に
す

ぐ
れ
た
る
を
選
り
お
き
た
ま
へ
る
に
、
か
か
る
い
み
じ
き
も
の
の
上
手
の
、

心
の
限
り
思
ひ
澄
ま
し
て
静
か
に
描
き
た
ま
へ
る
は
、
た
と
ふ
べ
き
方
な

し
。
親
王
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
涙
と
ど
め
た
ま
は
ず
。
そ
の
世

に
、
心
苦
し
悲
し
と
思
ほ
し
し
ほ
ど
よ
り
も
、
お
は
し
け
む
あ
り
さ
ま
、

御
心
に
思
し
し
こ
と
ど
も
、
た
だ
今
の
や
う
に
見
え
、
所
の
さ
ま
、
お
ぼ

つ
か
な
き
浦
々
磯
の
隠
れ
な
く
描
き
あ
ら
は
し
た
ま
へ
り
。

�

（
絵
合
②
三
八
七
）

　

こ
の
須
磨
の
絵
日
記
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
冷
泉
御
前
の
絵
合
は
斎
宮
女
御
方

の
勝
利
と
な
る
わ
け
だ
が
、
従
来
は
公
的
な
宮
廷
絵
巻
に
対
す
る
私
的
な
絵
日

記
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
（
８
）。

本
論
も
、
大
枠
と
し
て
は
こ
の
見
方
を

支
持
す
る
が
、
し
か
し
公
vs
私
と
い
う
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
別
の
見
方
も

成
り
立
つ
と
考
え
る
。

　

須
磨
の
絵
日
記
を
紫
の
上
に
見
せ
た
際
に
、「
心
深
く
知
ら
で
今
見
む
人
だ

に
、
す
こ
し
も
の
思
ひ
知
ら
む
人
は
、
涙
惜
し
む
ま
じ
く
あ
は
れ

0

0

0

な
り
」（
絵

合
②
三
七
八
）
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
絵
日
記
に
は
人
の
心
を
揺
さ

ぶ
る
力
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
絵
合
の
場
で
人
々
が
感
涙
を
流
し
た
の
も
、

こ
の
理
屈
を
超
え
た
共
感
性
ゆ
え
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
事
情
を
知
ら
な
い
人
々

で
さ
え
「
す
こ
し
も
の
思
ひ
知
ら
む
人
」
で
あ
れ
ば
感
動
を
禁
じ
得
な
い
と
い

う
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
に
集
う
人
々
が
〈
光
源
氏
の
須
磨
退
居
〉
に
心
動
か
さ

れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
文
に
、
須
磨
の
絵
日
記
を
見
た
人
々
の

様
子
が
「
誰
も
他
ご
と
思
ほ
さ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
の
御
絵
の
興
こ
れ
に
み
な
移
り

は
て
て
、
あ
は
れ

0

0

0

に
お
も
し
ろ
し
」（
絵
合
②
三
八
八
）
と
あ
る
の
も
、
須
磨
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の
絵
日
記
が
人
々
の
心
を
深
く
揺
り
動
か
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
須
磨
の
絵
日
記
に
描
か
れ
た
光
源
氏
の
姿
は
、
宮
廷
で
活
躍
す
る

人
物
像
と
は
ほ
ど
遠
い
。
こ
の
点
で
、
須
磨
の
光
源
氏
は
、『
竹
取
物
語
』
の

か
ぐ
や
姫
や
『
伊
勢
物
語
』
の
業
平
と
共
通
点
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
中
宮
御

前
の
物
語
絵
合
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
宮
廷
と
の
関
わ
り
と
い
う
意
味

で
は
、
た
し
か
に
か
ぐ
や
姫
も
業
平
も
貢
献
度
が
大
き
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

弘
徽
殿
女
御
方
は
そ
こ
を
突
い
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
点
は
須
磨
の
光
源
氏

も
同
断
で
あ
る
。
須
磨
退
去
の
原
因
に
つ
い
て
は
細
部
に
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
も

あ
る
が
、
朧
月
夜
と
の
一
件
が
原
因
で
宮
廷
内
で
の
立
場
を
失
っ
た
と
い
う
こ

と
は
動
く
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
宮
廷
第
一
主
義
と
い
う
面
か
ら
は
、
須
磨
の
源

氏
も
ま
た
指
弾
の
対
象
と
な
る
ほ
か
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
、
須
磨
で
の
生
活
を
思
っ
て
人
々
は
涙
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
彼
ら
が
「
心
深
く
知
ら
で
今
見
む
人
」
で
は
な
く
、〈
光
源
氏
の
須

磨
退
居
〉
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
有
す
る
当
事
者
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ゆ
え
、
須
磨
の
絵
日
記
が
出
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
そ
の
磁
場
の
内
部
に
取
り
込
ま

れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
外
部
か
ら
客
観
的
に
鑑
賞
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
想
起
さ
れ
て
く
る
の
が
、

　

Ｅ�

お
ほ
か
た
の
世
の
人
も
、
誰
か
は
よ
ろ
し
く
（
源
氏
ノ
悲
運
ヲ
）
思
ひ
き

こ
え
ん
。
七
つ
に
な
り
た
ま
ひ
し
こ
の
か
た
、
帝
の
御
前
に
夜
昼
さ
ぶ
ら

ひ
た
ま
ひ
て
、
奏
し
た
ま
ふ
こ
と
の
な
ら
ぬ
は
な
か
り
し
か
ば
、
こ
の
御

い
た
は
り
に
か
か
ら
ぬ
人
な
く
、
御
徳
を
喜
ば
ぬ
や
は
あ
り
し
。
や
む
ご

と
な
き
上
達
部
、
弁
官
な
ど
の
中
に
も
多
か
り
。
そ
れ
よ
り
下
は
数
知
ら

ぬ
を
、
思
ひ
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
さ
し
あ
た
り
て
、
い
ち
は
や
き
世

を
思
ひ
憚
り
て
参
り
寄
る
も
な
し
。
世
ゆ
す
り
て
惜
し
み
き
こ
え
、
下
に

は
朝
廷
を
譏
り
恨
み
た
て
ま
つ
れ
ど
、
身
を
棄
て
て
と
ぶ
ら
ひ
参
ら
む
に

も
、
何
の
か
ひ
か
は
と
思
ふ
に
や
、
か
か
る
を
り
は
、
人
わ
ろ
く
、
恨
め

し
き
人
多
く
、
世
の
中
は
あ
ぢ
き
な
き
も
の
か
な
と
の
み
、
よ
ろ
づ
に
つ

け
て
（
源
氏
ハ
）
思
す
。�

（
須
磨
②
一
八
四
～
五
）

　

Ｆ�

入
道
の
宮
は
、
春
宮
の
御
事
を
ゆ
ゆ
し
う
の
み
思
し
し
に
、
大
将
（
＝
源

氏
）
も
か
く
さ
す
ら
へ
た
ま
ひ
ぬ
る
を
、
い
み
じ
う
思
し
嘆
か
る
。
御
兄

弟
の
皇
子
た
ち
、
睦
ま
し
う
聞
こ
え
た
ま
ひ
し
上
達
部
な
ど
、
初
め
つ
方

は
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
な
ど
あ
り
き
。
あ
は
れ
な
る
文
を
作
り
か
は

し
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
世
の
中
に
の
み
め
で
ら
れ
た
ま
へ
ば
、
后
の
宮
聞

こ
し
め
し
て
い
み
じ
う
の
た
ま
ひ
け
り
。「
朝
廷
の
勘
事
な
る
人
は
、
心

に
ま
か
せ
て
こ
の
世
の
あ
ぢ
は
ひ
を
だ
に
知
る
こ
と
難
う
こ
そ
あ
な
れ
、

お
も
し
ろ
き
家
居
し
て
、
世
の
中
を
譏
り
も
ど
き
て
、
か
の
鹿
を
馬
と
言

ひ
お
き
け
む
人
の
ひ
が
め
る
や
う
に
追
従
す
る
」
な
ど
、
あ
し
き
こ
と
ど

も
聞
こ
え
け
れ
ば
、
わ
づ
ら
は
し
と
て
、
絶
え
て
消
息
聞
こ
え
た
ま
ふ
人

な
し
。�

（
須
磨
②
二
〇
六
～
七
）

と
い
っ
た
叙
述
で
あ
る
。
─
部
と
あ
る
よ
う
に
、
須
磨
に
退
去
す
る
源
氏
に
同

情
す
る
人
は
多
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
須
磨
の
絵
日
記
は
、
過
去
の
気
持
ち
を

呼
び
覚
ま
し
、
須
磨
で
の
源
氏
の
境
遇
や
心
境
を
あ
り
あ
り
と
実
感
さ
せ
る
こ

と
で
、
深
い
共
感
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
～
部

と
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
当
時
、
彼
ら
は
右
大
臣
方
か
ら
の
迫
害
を
恐
れ
て
、

源
氏
と
の
交
流
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
源

氏
へ
の
深
い
共
感
は
そ
の
ま
ま
過
去
の
反
省
に
つ
な
が
る
素
地
を
有
し
て
も
い
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た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
、
人
々
は
源
氏
へ
の
共
感
と
右
大
臣

方
へ
の
忖
度
と
の
間
に
揺
れ
、
結
局
後
者
を
優
先
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
物
語
は
黙
し
て
語
ら
な
い
が
、〈
光
源
氏
の
須
磨
退
居
〉
へ
の
共
感
は
、

物
語
の
展
開
に
即
し
て
考
え
る
時
、
権
力
や
体
制
に
追
従
し
か
ね
な
い
生
き
方

を
諭
し
、
ひ
い
て
は
権
中
納
言
方
の
宮
廷
第
一
主
義
を
も
相
対
化
す
る
効
果
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
須
磨
の
絵
日
記
の
対
概
念
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
権
中
納

言
方
に
代
表
さ
れ
る
宮
廷
第
一
主
義
と
読
み
解
く
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。

『
枕
草
子
』「
返
る
年
の
二
月
廿
余
日
」
に
記
さ
れ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
涼
と

仲
忠
と
の
優
劣
論
を
参
考
に
す
る
と
、
宮
廷
第
一
主
義
は
当
時
の
一
条
朝
に
通

底
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
宮
廷
に
生
き
る
人
々
に

と
っ
て
、
当
然
立
脚
す
べ
き
一
つ
の
見
方
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮

廷
へ
の
貢
献
度
合
い
や
そ
れ
と
の
親
疎
を
尺
度
と
す
る
こ
と
は
、
権
力
者
へ
の

追
従
の
温
床
と
な
る
危
険
性
を
孕
ん
で
も
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
源
氏
が
絵
合
の
場
に
『
竹
取
物
語
』
や

『
伊
勢
物
語
』
を
選
ん
だ
の
は
、
宮
廷
中
心
の
価
値
観
か
ら
自
由
に
生
き
た
人

生
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
体
制
の
側
か
ら
は
零
れ
落
ち
て
し
ま
う
も
の
の
価
値

を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
読
み
解
け
る
こ
と
に
な
る
。
源
氏
に
お
い
て
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
た
と
え
体
制
の
側
か
ら
は
無
価
値
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、

そ
こ
に
は
彼
ら
な
り
の
事
情
や
言
い
分
が
あ
り
、
一
概
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
寄
り
添
い
、
彼
ら
の
思
い
を
汲
み
取
ろ
う

と
す
る
姿
勢
を
源
氏
は
訴
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

前
記
し
た
「
絵
合
の
場
で
示
し
た
い
何
か
」
と
は
、
権
威
的
な
視
点
か
ら
物
事

を
裁
断
す
る
の
で
は
な
く
そ
こ
か
ら
零
れ
落
ち
る
弱
者
や
敗
者
を
慮
る
態
度
、

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

権
中
納
言
と
の
絵
合
に
臨
ん
だ
源
氏
は
、
絵
合
で
の
勝
ち
負
け
に
こ
だ
わ
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
場
を
通
し
て
自
ら
の
重
視
す
る
価
値
観
を
訴
え
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
澪
標
巻
以
降
の
源
氏
の
政
治
姿
勢
と
も

関
連
す
る
。
源
氏
が
自
身
の
勢
力
拡
大
の
み
を
考
え
て
い
る
の
な
ら
、
摂
政
就

任
を
辞
退
し
致
仕
左
大
臣
の
政
界
復
帰
を
手
助
け
し
た
こ
と
は
不
審
と
い
う
ほ

か
な
い
。
致
仕
左
大
臣
の
太
政
大
臣
と
し
て
の
復
帰
が
、
そ
の
養
女
格
と
し
て

の
弘
徽
殿
女
御
の
入
内
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
源
氏
は
権
中
納

言
が
対
抗
勢
力
と
し
て
成
長
し
て
く
る
種
を
自
ら
蒔
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
こ
れ
は
、
源
氏
に
先
見
の
明
が
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
く
、「
今
は
い
と
ど

一
族
の
み
、
か
へ
す
が
へ
す
栄
え
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
」（
賢
木
②
一
三

八
）
と
さ
れ
た
朱
雀
朝
に
お
け
る
右
大
臣
家
と
は
異
な
る
公
正
な
政
局
運
営
を
、

冷
泉
朝
に
お
け
る
光
源
氏
が
理
想
と
し
て
い
た
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
（
９
）。

逆
に
言

え
ば
、
源
氏
は
必
ず
し
も
権
中
納
言
家
を
圧
倒
し
よ
う
と
し
て
る
わ
け
で
は
な

い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
源
氏
の
視
線
は
個
々
の
勝
負
を
超
え
た
と
こ
ろ
を
見
据

え
て
お
り
、
言
わ
ば
長
期
的
な
戦
略
の
も
と
に
行
動
し
て
い
る
の
だ
と
見
な
し

得
る
。
絵
合
巻
に
お
け
る
作
品
選
択
も
、
そ
の
よ
う
な
源
氏
の
戦
略
の
表
わ
れ

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
権
中
納
言
像
の
問
題
も
確
認
し
て
お
き

た
い
。
絵
合
巻
の
権
中
納
言
は
光
源
氏
の
敵
役
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
注

目
さ
れ
る
の
は
右
大
臣
家
と
の
重
な
り
で
あ
る
。
権
中
納
言
は
右
大
臣
の
四
女

を
妻
と
し
て
お
り
、
妻
を
通
し
て
右
大
臣
家
と
も
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
増
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田
繁
夫
氏
は
、
真
木
柱
巻
で
内
大
臣
と
な
っ
て
い
た
権
中
納
言
の
こ
と
を
源
氏

が
「
二
条
の
大
臣
」（
真
木
柱
③
三
五
五
）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
着
目
し
、

こ
れ
は
権
中
納
言
が
妻
の
屋
敷
を
伝
領
し
て
住
ん
で
い
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の

時
期
は
弘
徽
殿
女
御
を
入
内
さ
せ
た
澪
標
巻
の
頃
で
あ
ろ
う
と
し
た
）
（1
（

。
右
大
臣

の
四
女
を
母
と
す
る
弘
徽
殿
女
御
が
ま
さ
に
弘
徽
殿

0

0

0

を
殿
舎
と
し
て
使
用
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
右
大
臣
家
と
の
結
び
付
き
は
こ
の
頃
か
ら
強
ま
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
池
田
節
子
氏
は
、「
い
ま
め
か
し
」
と
い
う
言
葉
を
分

析
す
る
過
程
で
、
花
宴
巻
の
右
大
臣
家
と
絵
合
巻
の
権
中
納
言
に
用
い
ら
れ
た

「
い
ま
め
か
し
」
に
権
勢
の
証
と
い
う
共
通
点
を
見
る
）
（（
（

。
こ
れ
ら
の
指
摘
に
従

う
と
、
絵
合
巻
の
権
中
納
言
に
は
か
つ
て
の
右
大
臣
家
を
継
承
す
る
権
勢
家
と

し
て
の
側
面
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
さ
さ
か
戯
画
化
さ

れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
権
中
納
言
の
訴
え
る
宮
廷
第
一
主
義
は
、
ど
こ
か
し

ら
右
大
臣
家
（
摂
関
家
）
の
面
影
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
言
わ

ば
、
絵
合
を
通
し
て
う
か
が
え
る
光
源
氏
と
権
中
納
言
の
価
値
観
の
違
い
は
、

個
人
の
嗜
好
と
い
っ
た
次
元
に
留
ま
ら
ず
、
両
者
の
政
治
姿
勢
の
違
い
を
も
反

映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
本
論
冒
頭
に
述
べ
た
明
石
の
君
や
朱
雀
院
へ
の
同
情
が
描
き
込

ま
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
光
源
氏
が
造
型
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ

と
推
測
さ
れ
る
。
物
語
は
、
源
氏
を
決
し
て
権
勢
志
向
一
辺
倒
の
人
物
と
し
て

は
描
き
出
し
て
お
ら
ず
）
（1
（

、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
人
物
と
対
比
さ
れ
る
存
在
と

し
て
定
位
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
絵
合
巻
巻
末
で
の
出
家
願
望
に
続
い
て
、
源

氏
は
「
昔
の
例
を
見
聞
く
に
も
、
齢
足
ら
で
官
位
高
く
の
ぼ
り
世
に
抜
け
ぬ
る

人
の
、
長
く
え
保
た
ぬ
わ
ざ
な
り
け
り
。
こ
の
御
世
に
は
、
身
の
ほ
ど
お
ぼ
え

過
ぎ
に
た
り
。
中
ご
ろ
な
き
に
な
り
て
沈
み
た
り
し
愁
へ
に
か
は
り
て
、
今
ま

で
も
な
が
ら
ふ
る
な
り
。
今
よ
り
後
の
栄
え
は
な
ほ
命
う
し
ろ
め
た
し
。
静
か

に
籠
り
ゐ
て
、
後
の
世
の
こ
と
を
つ
と
め
、
か
つ
は
齢
を
も
延
べ
ん
」（
総
合

②
三
九
二
）
と
考
え
て
い
る
が
、
宮
廷
で
の
栄
達
を
最
重
要
と
考
え
な
い
源
氏

の
姿
勢
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

四

　

第
二
節
に
見
た
業
平
に
対
す
る
藤
壺
の
共
感
が
、
業
平
＝
光
源
氏
と
い
う
回

路
を
通
し
て
、
須
磨
に
退
去
す
る
こ
と
に
な
っ
た
源
氏
へ
の
共
感
に
つ
な
が
る

こ
と
は
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
）
（1
（

。
し
か
し
、
須
磨
の
源
氏
に
重
ね
合
わ
さ
れ

る
の
は
業
平
に
限
ら
な
い
。
菅
原
道
真
や
源
高
明
、
藤
原
伊
周
ら
が
古
来
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
安
和
の
変
で
失
脚
し
た
源
高
明
に
つ
い
て
、『
蜻

蛉
日
記
』
に
「
愛
宕
に
な
む
、
清
水
に
、
な
ど
ゆ
す
り
て
、
つ
ひ
に
（
高
明

ヲ
）
尋
ね
出
で
て
、
流
し
た
て
ま
つ
る
と
聞
く
に
、
あ
い
な
し
と
思
ふ
ま
で
い

み
じ
う
悲
し
く
て
、
心
も
と
な
き
身
だ
に
、
か
く
思
ひ
知
り
た
る
人
は
、
袖
を

濡
ら
さ
ぬ
と
い
ふ
た
ぐ
ひ
な
し
」（
安
和
二
年
三
月
）
と
記
さ
れ
て
い
た
り
、

伊
周
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
翁
丸
へ
の
同
情
を
語
る
『
枕
草
子
』「
上
に
候

ふ
御
猫
は
」
が
書
か
れ
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
、
弱
者
や
敗
者
に
対
す
る
共
感

や
同
情
は
、
当
時
の
宮
廷
社
会
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

須
磨
巻
の
道
真
引
用
に
し
て
も
、
須
磨
の
源
氏
に
重
ね
る
の
だ
か
ら
当
然
で

は
あ
る
が
、
道
真
が
大
宰
府
で
詠
ん
だ
「
九
月
十
日
」「
代
月
答
」
か
ら
引
か

れ
て
い
る
。
道
真
は
死
に
臨
ん
で
大
宰
府
で
詠
ん
だ
詩
を
都
に
い
た
紀
長
谷
雄

に
送
り
、
こ
れ
が
や
が
て
『
菅
家
後
集
』
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
道
真
を
神
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と
し
て
崇
め
る
天
神
信
仰
が
確
立
し
て
い
く
過
程
で
、
そ
の
悲
劇
的
な
後
半
生

に
対
す
る
共
感
も
ま
た
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
駅
の
長
に
く
し

と
ら
す
る
人
も
あ
り
け
る
を
、
ま
し
て
お
ち
と
ま
り
ぬ
べ
く
べ
く
な
む
お
ぼ
え

け
る
」（
須
磨
②
二
〇
五
）
に
し
て
も
、
後
に
『
大
鏡
』
時
平
伝
に
載
る
道
真

伝
承
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
先
の
漢
詩
や
こ
う
い
っ
た
伝
承
に
関
心
を

寄
せ
作
品
内
に
取
り
込
ん
で
く
る
と
こ
ろ
に
、
道
真
に
対
す
る
『
源
氏
物
語
』

の
深
い
共
感
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
弱
者
や
敗
者
へ
の
共
感
を
背
景
に
造
型
さ
れ
て
い
る
の
が
須

磨
の
光
源
氏
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
共
感
を
代
弁
し
て
い
る
の
が
絵
合
に
お
け
る

光
源
氏
な
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ゆ
る
貴
種
流
離
譚
が
し
ば
し
ば
そ
の
悲
劇
性

に
対
す
る
共
感
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
源
氏
が
訴
え
よ
う
と
し
た

態
度
は
か
な
り
の
普
遍
性
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で

あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
源
氏
の
思
い
が
絵
合
の
場
で
開
陳
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。

　

難
し
い
問
題
だ
が
、
作
中
の
斎
宮
女
御
方
の
み
な
ら
ず
、
物
語
自
身
も
ま
た

自
ら
の
考
え
を
論
理
化
（
言
語
化
）
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

聖
徳
太
子
の
片
岡
山
説
話
で
も
翁
丸
の
章
段
で
も
、
あ
る
い
は
『
竹
取
物
語
』

の
石
上
中
納
言
の
話
で
も
、
共
感
は
「
あ
は
れ
」
と
し
て
示
さ
れ
る
が
、
何
故

共
感
す
べ
き
か
の
理
由
は
明
示
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
須
磨
の
絵
日
記
に
人
々

が
「
あ
は
れ
」
と
共
感
す
る
も
の
の
、
そ
の
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

と
同
値
で
あ
ろ
う
。
宮
廷
第
一
主
義
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
共
感
と
い
う

原
理
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
絵
合
巻
の
大
き
な
一
歩
だ
が
、
共
感
へ
の
勧

誘
と
い
う
段
階
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
に
は
、
物
語
の
限
界
を
見
て

お
く
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
直
し
て
結
び
と
し
た
い
。

　

中
宮
御
前
の
物
語
絵
合
に
お
い
て
、
斎
宮
女
御
方
か
ら
『
竹
取
物
語
』『
伊

勢
物
語
』
が
出
品
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
選
ん
だ
光
源
氏

の
選
択
基
準
や
価
値
観
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
冷
泉
御
前
の
絵
合
に
須
磨
の
絵
日
記
を
取
り
置
い
て
い
た
こ
と
を

考
え
合
わ
せ
る
と
、
源
氏
は
、
体
制
か
ら
零
れ
落
ち
て
し
ま
う
敗
者
や
弱
者
へ

の
共
感
を
重
視
す
る
姿
勢
を
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

宮
廷
へ
の
貢
献
度
を
基
準
に
物
事
を
判
断
す
る
権
中
納
言
の
考
え
方
と
は
対
立

す
る
も
の
あ
っ
た
。
光
源
氏
と
権
中
納
言
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
二
つ
の
価
値

観
や
考
え
方
は
当
時
の
宮
廷
社
会
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

そ
れ
は
さ
な
が
ら
政
治
理
念
の
対
決
と
い
う
側
面
も
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
権
中
納
言
方
が
自
ら
の
考
え
を
論
議
の
場
で
主
張
し
相
手
方
を
論
駁

し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
源
氏
方
に
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
認
め
ら
れ
な
い
。

結
局
源
氏
方
の
優
位
が
示
さ
れ
て
終
わ
る
よ
う
に
、
物
語
は
源
氏
の
価
値
観
を

よ
し
と
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
堂
々
と
展
開
さ
れ
な
い
の
は
何
故
な
の

か
。
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
本
論
は
ひ
と
ま
ず
、
そ
こ
に
物
語
の
限
界
を

見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
源
氏
が
示
そ
う
と
し
た
考
え
と
、
こ
の
後

に
展
開
さ
れ
る
、
た
と
え
ば
少
女
巻
で
の
教
育
論
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
１　

桜
井
宏
徳
「『
源
氏
物
語
』
と
『
大
鏡
』

─
三
条
天
皇
と
朱
雀
帝
を
例
と
し
て

─
」（
成
蹊
大
学
文
学
部
学
会
編
『『
源
氏
物
語
』
と
日
本
文
学
史
』
風
間
書
房
二
〇
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二
一
年
）

２　

伊
藤
博
「「
澪
標
」
以
後
～
光
源
氏
の
変
貌
～
」（『
源
氏
物
語
の
基
底
と
創
造
』
武

蔵
野
書
院
一
九
九
四
年
）

３　

吉
野
瑞
恵
「
絵
合
巻
の
絵
の
授
受
を
め
ぐ
っ
て

─
冷
泉
帝
直
系
化
の
仕
組
み

─
」（『
王
朝
文
学
の
生
成
』
笠
間
書
院
二
〇
一
一
年
）、
本
橋
裕
美
「『
源
氏
物
語
』

絵
合
巻
の
政
治
力
学

─
斎
宮
女
御
に
贈
ら
れ
た
絵
と
そ
の
行
方

─
」（『
斎
宮
の

文
学
史
』
翰
林
書
房
二
〇
一
六
年
）
な
ど
。

４　

上
野
英
二
「
光
源
氏
須
磨
の
日
記

─
源
氏
物
語
の
文
学
史
制
覇

─
」（『
成
城

國
文
學
論
集
』
27
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
参
照
。

５　

清
水
好
子
「
絵
合
の
巻
の
考
察

─
附
、
河
海
抄
の
意
義

─
」（『
源
氏
物
語
の

方
法
と
文
体
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
〇
年
）
参
照
。

６　

現
存
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
よ
る
と
、
俊
蔭
も
琴
の
師
と
し
て
仕
え
る
こ
と
を
拒
ん

だ
り
東
宮
へ
の
娘
の
入
内
要
請
に
耳
を
貸
さ
な
い
な
ど
、
宮
廷
を
讃
仰
し
た
だ
け
の

人
物
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
側
面
は
あ
え
て
切
り
落
と
し
て
、

弘
徽
殿
女
御
方
は
、
絵
合
で
の
論
を
組
み
立
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
栗
原
元
子
「『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
の
表
現
方
法
」（『
源
氏
物

語
と
王
朝
世
界
』
武
蔵
野
書
院
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

７　

伊
井
春
樹
「
須
磨
の
絵
日
記
か
ら
絵
合
の
絵
日
記
へ
」（『
中
古
文
学
』
39
、
一
九

八
七
年
五
月
）
な
ど
参
照
。

８　

石
原
昭
平
「
須
磨
の
絵
日
記
と
物
語
論

─
附
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
形
成

─
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
11
、
一
九
六
五
年
五
月
）
な
ど
。

９　

塚
原
明
弘
「
冷
泉
政
権
論

─
光
源
氏
の
摂
政
辞
退
と
夕
霧
の
大
学
入
学

─
」

（『
源
氏
物
語　

こ
と
ば
の
連
環
』
お
う
ふ
う
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

10　

増
田
繁
夫
「
朧
月
夜
と
二
条
后
」（『
人
文
研
究
』
31
、
一
九
八
〇
年
三
月
）

11　

池
田
節
子
「「
い
ま
め
か
し
」
考

─
玉
鬘
十
帖
の
光
源
氏

─
」（『
源
氏
物
語
表

現
論
』
風
間
書
房
二
〇
〇
〇
年
）

12　

弱
者
や
敗
者
に
同
情
を
示
す
光
源
氏
像
は
、
澪
標
巻
に
な
っ
て
急
に
現
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
物
語
の
初
期
か
ら
一
貫
し
て
い
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
射
程
」（『
成
蹊
国
文
』
51
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
で
も
触
れ

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

13　

注
（
５
）
清
水
論
文
参
照
。

＊
本
文
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。

本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
度
長
期
研
修
「『
源
氏
物
語
』
の
研
究
」
の
成
果
物
の
一
つ
で
あ
る
。

（
よ
し
だ
・
み
き
お　

本
学
教
授
）


