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吉田幹生　「雨夜の品定め」の射程

一

　『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
の
前
半
部
を
占
め
る
雨
夜
の
品
定
め
が
、
光
源
氏
を

中
の
品
や
下
の
品
の
女
性
へ
と
誘
う
効
果
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な

い
。
そ
れ
は
、
源
氏
自
身
が

　
Ａ�

か
の
中
の
品
に
と
り
出
で
て
言
ひ
し
、
こ
の
並
な
ら
む
か
し
と
思
し
出
づ
。

�
（
帚
木
①
九
四
）

　
Ｂ�

か
の
下
が
下
と
人
の
思
ひ
捨
て
し
住
ま
ひ
な
れ
ど
、
そ
の
中
に
も
、
思
ひ

の
ほ
か
に
口
惜
し
か
ら
ぬ
を
見
つ
け
た
ら
ば
と
、
め
づ
ら
し
く
思
ほ
す
な

り
け
り
。�

（
夕
顔
①
一
四
四
）

と
回
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
行
す
る

『
落
窪
物
語
』
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
の
落
窪
の
姫
君
と
道
頼
、
俊
蔭
女
と
兼

雅
と
の
関
係
に
照
ら
し
て
、
空
蟬
や
夕
顔
と
源
氏
と
の
邂
逅
を
語
る
こ
と
が
導

入
部
を
要
す
る
よ
う
な
話
柄
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
零
落
し
た
女
性
と

貴
公
子
と
の
恋
物
語
は
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
内
容
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
す
る
な
ら
ば
、
空
蟬
や
夕
顔
と
の
具
体
的
な
恋
物
語
に
先
行
し
て
、
何
故

こ
の
よ
う
な
座
談
の
場
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
帚
木
三
帖

の
導
入
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
が
理
由

と
は
見
な
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
「
身
分
」
と
い
う
視
点
か
ら
挑
ん
だ
の
が
、
今
西
祐
一
郎
氏
で

あ
っ
た
（
１
）。
今
西
氏
は
、
右
に
見
た
よ
う
な
物
語
の
伝
統
を
認
め
た
上
で
、『
枕

草
子
』「
返
る
年
の
二
月
廿
余
日
」
に
「
仲
忠
が
童
生
ひ
の
あ
や
し
さ
」
と
い

う
発
言
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
絵
合
巻
で
の
「
こ
の
世
の
契
り
は
竹
の
中
に
結

び
け
れ
ば
、
下
れ
る
人

0

0

0

0

の
こ
と
と
こ
そ
は
見
ゆ
め
れ
」（
②
三
八
〇
）
と
い
う

か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て
の
評
価
か
ら
、
一
条
朝
の
宮
廷
社
会
で
は
、
宮
廷
中
心
の

物
語
観
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
観
点
か
ら
物
語
が
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
光
源
氏
が
自
ら
の
意
志
と
関
心
か
ら
空
蟬
や
夕
顔
と
関

係
を
持
っ
た
場
合
に
予
想
さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
場
で
の
非
難
を
回
避
し
、
空
蟬

た
ち
と
の
関
係
は
す
べ
て
雨
夜
の
品
定
め
の
せ
い
な
の
だ
と
弁
護
す
る
た
め
に

座
談
の
場
は
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
教
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
説
で
は
あ
る
が
、
伊
予
守
の
家
か
ら
女
た
ち
が
紀

伊
守
邸
に
移
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
耳
に
し
た
光
源
氏
が
「
そ
の
人
近
か
ら
む

な
む
う
れ
し
か
る
べ
き
。
女
遠
き
旅
寝
は
も
の
恐
ろ
し
き
心
地
す
べ
き
を
、
た

「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
射
程

吉

田

幹

生
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だ
そ
の
几
帳
の
背
後
に
」（
帚
木
①
九
三
）
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
源
氏
か

ら
の
働
き
か
け
と
い
う
側
面
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
揚
名

介
の
家
を
目
に
し
て
「
い
づ
こ
か
さ
し
て
と
思
ほ
し
な
せ
ば
、
玉
の
台
も
同
じ

こ
と
な
り
」（
夕
顔
①
一
三
六
）
と
の
感
想
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
、
源
氏
は

宮
廷
中
心
の
価
値
観
に
縛
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
西
説

を
も
っ
て
し
て
も
、
先
の
疑
問
を
氷
解
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
う
。

　
そ
こ
で
本
論
で
は
、
光
源
氏
と
空
蟬
や
夕
顔
の
物
語
を
語
り
出
す
に
あ
た
っ

て
、
何
故
雨
夜
の
品
定
め
が
設
定
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
言
い
換
え
て
、
こ

の
雨
夜
の
品
定
め
は
後
続
の
物
語
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
雨
夜
の
品
定

め
を
問
題
に
す
る
場
合
、『
源
氏
物
語
』
全
体
の
女
性
観
や
女
の
生
き
方
と
い

う
側
面
か
ら
考
え
て
い
く
や
り
方
も
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
大

局
的
な
視
点
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
物
語
の
展
開
と
い
う
こ
と
に

こ
だ
わ
っ
て
、
雨
夜
の
品
定
め
を
冒
頭
に
有
す
る
帚
木
三
帖
、
あ
る
い
は
い
わ

ゆ
る
帚
木
系
の
巻
々
の
位
置
づ
け
や
そ
れ
ら
を
含
む
物
語
全
体
の
構
成
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

二

　
空
蟬
と
の
出
会
い
が
光
源
氏
の
人
生
に
と
っ
て
衝
撃
的
だ
っ
た
の
は
、

　
Ｃ�

（
源
氏
ガ
）
寝
ら
れ
た
ま
は
ぬ
ま
ま
に
、「
我
は
か
く
人
に
憎
ま
れ
て
も
習

は
ぬ
を
、
今
宵
な
む
初
め
て
う
し
と
世
を
思
ひ
知
り
ぬ
れ
ば
、
恥
づ
か
し

く
て
な
が
ら
ふ
ま
じ
く
こ
そ
思
ひ
な
り
ぬ
れ
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、（
小

君
ハ
）
涙
を
さ
へ
こ
ぼ
し
て
臥
し
た
り
。�

（
空
蟬
①
一
一
七
）

　
Ｄ�

さ
て
、
か
の
空
蟬
の
あ
さ
ま
し
く
つ
れ
な
き
を
、
こ
の
世
の
人
に
は
違
ひ

て
思
す
に
、
お
い
ら
か
な
ら
ま
し
か
ば
、
心
苦
し
き
過
ち
に
て
も
や
み
ぬ

べ
き
を
、
い
と
ね
た
く
負
け
て
や
み
な
ん
を
、
心
に
か
か
ら
ぬ
を
り
な
し
。

�

（
夕
顔
①
一
四
四
）

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
め
て
女
性
の
拒
否
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

源
氏
に
襲
わ
れ
た
翌
朝
、
源
氏
に
向
か
っ
て

　
Ｅ�

い
と
か
く
う
き
身
の
ほ
ど
定
ま
ら
ぬ
あ
り
し
な
が
ら
の
身
に
て
、
か
か
る

御
心
ば
へ
を
見
ま
し
か
ば
、
あ
る
ま
じ
き
我
頼
み
に
て
、
見
直
し
た
ま
ふ

後
瀬
を
も
思
ひ
た
ま
へ
慰
め
ま
し
を
、
い
と
か
う
仮
な
る
う
き
寝
の
ほ
ど

を
思
ひ
は
べ
る
に
、
た
ぐ
ひ
な
く
思
う
た
ま
へ
ま
ど
は
る
る
な
り
。

�

（
帚
木
①
一
〇
二
）

と
発
言
し
、
ま
た
後
日

　
Ｆ�

心
の
中
に
は
、
い
と
か
く
品
定
ま
り
ぬ
る
身
の
お
ぼ
え
な
ら
で
、
過
ぎ
に

し
親
の
御
け
は
ひ
と
ま
れ
る
古
里
な
が
ら
、
た
ま
さ
か
に
も
待
ち
つ
け
た

て
ま
つ
ら
ば
、
を
か
し
う
も
や
あ
ら
ま
し
、
し
ひ
て
思
ひ
知
ら
ぬ
顔
に
見

消
つ
も
、
い
か
に
ほ
ど
知
ら
ぬ
や
う
に
思
す
ら
む
、
と
心
な
が
ら
も
胸
い

た
く
、
さ
す
が
に
思
ひ
乱
る
。
と
て
も
か
く
て
も
、
今
は
言
ふ
か
ひ
な
き

宿
世
な
り
け
れ
ば
、
無
心
に
心
づ
き
な
く
て
や
み
な
む
、
と
思
ひ
は
て
た

り
。�

（
帚
木
①
一
一
一
）

と
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
伊
予
介
の
後
妻
と
し
て
「
品
定
ま
り
ぬ
る
身
」
と

な
っ
た
こ
と
が
、
空
蟬
が
源
氏
を
拒
む
原
因
で
あ
っ
た
（
２
）。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は

い
か
に
も
中
の
品
な
ら
で
は

0

0

0

0

0

0

0

の
拒
否
の
理
由
で
あ
り
、
な
る
ほ
ど
空
蟬
は
源
氏

が
こ
れ
ま
で
遭
遇
し
た
こ
と
の
な
い
種
類
の
女
性
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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で
は
、
そ
の
よ
う
な
空
蟬
と
の
出
会
い
は
、
光
源
氏
に
何
を
も
た
ら
し
た
の

か
。
た
し
か
に
、
両
者
の
邂
逅
に
は
雨
夜
の
品
定
め
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
。
し
か
し
、
頭
中
将
が
「
中
の
品
に
な
む
、
人
の
心
々
お
の
が
じ
し
の

立
て
た
る
お
も
む
き
も
見
え
て
、
分
か
る
べ
き
こ
と
か
た
が
た
多
か
る
べ
き
」

（
帚
木
①
五
八
）
と
述
べ
た
の
は
、「
女
の
、
こ
れ
は
し
も
と
難
つ
く
ま
じ
き
は

か
た
く
も
あ
る
か
な
と
、
や
う
や
う
な
む
見
た
ま
へ
知
る
」（
帚
木
①
五
六
）

に
始
ま
る
一
連
の
会
話
の
中
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
恋
愛
な
い
し
は

結
婚
対
象
の
女
を
選
ぶ
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
「
す

き
が
ま
し
き
あ
だ
人
」（
帚
木
①
五
四
）
と
紹
介
さ
れ
る
頭
中
将
の
見
方
な
の

で
あ
り
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

　
Ｇ�

な
り
上
れ
ど
も
、
も
と
よ
り
さ
る
べ
き
筋
な
ら
ぬ
は
、
世
人
の
思
へ
る
こ

と
も
、
さ
は
言
へ
ど
、
な
ほ
こ
と
な
り
。
ま
た
、
も
と
は
や
む
ご
と
な
き

筋
な
れ
ど
、
世
に
経
る
た
づ
き
少
な
く
、
時
世
に
う
つ
ろ
ひ
て
お
ぼ
え
衰

へ
ぬ
れ
ば
、
心
は
心
と
し
て
事
足
ら
ず
、
わ
ろ
び
た
る
こ
と
ど
も
出
で
く

る
わ
ざ
な
め
れ
ば
、
と
り
ど
り
に
こ
と
わ
り
て
中
の
品
に
ぞ
お
く
べ
き
。

受
領
と
い
ひ
て
、
他
の
国
の
事
に
か
か
づ
ら
ひ
営
み
て
品
定
ま
り
た
る
中

に
も
、
ま
た
、
き
ざ
み
き
ざ
み
あ
り
て
、
中
の
品
の
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
選

り
出
で
つ
べ
き
こ
ろ
ほ
ひ
な
り
。
…�

（
帚
木
①
五
九
）

と
説
明
は
し
て
い
て
も
、
彼
女
た
ち
を
そ
う
あ
ら
し
め
て
い
る
背
景
に
ま
で
踏

み
込
ん
で
理
解
す
る
様
子
は
あ
ま
り
う
か
が
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

「
世
の
す
き
者
」（
帚
木
①
五
八
）
と
さ
れ
る
左
馬
頭
や
藤
式
部
丞
に
し
て
も
同

様
で
あ
ろ
う
。
基
本
的
に
彼
ら
は
、
好
色
心
か
ら
中
の
品
の
女
性
に
関
心
を
抱

い
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
源
氏
の
場
合
は
、
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
自
ら
女
を
所

望
し
て
紀
伊
守
邸
に
方
違
え
し
た
り
、
ま
た
、
催
馬
楽
「
我わ
い
へ
ん家
」
を
踏
ま
え
た

会
話
な
ど
に
よ
っ
て
い
か
に
も
一
夜
限
り
の
性
の
相
手
を
物
色
す
る
と
い
っ
た

雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
、
好
色
心
が
原
動
力
と
な
っ
て

い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
に
、
空
蟬
が
伊
予
介
の
後
妻

で
あ
る
と
聞
い
て

　
Ｈ�

「
似
げ
な
き
親
を
も
ま
う
け
た
り
け
る
か
な
。
上
に
も
聞
こ
し
め
し
お
き

て
、『
宮
仕
に
出
だ
し
立
て
む
と
漏
ら
し
奏
せ
し
、
い
か
に
な
り
に
け
む
』

と
い
つ
ぞ
や
の
た
ま
は
せ
し
。
世
こ
そ
定
め
な
き
も
の
な
れ
」
と
、
い
と

お
よ
す
け
の
た
ま
ふ
。�

（
帚
木
①
九
六
）

と
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
の
無
常
を
一
方
で
は
見
据
え
て
も
い
る
の
で
あ

る
。
先
に
も
夕
顔
巻
で
の
「
い
づ
こ
か
さ
し
て
と
思
ほ
し
な
せ
ば
、
玉
の
台
も

同
じ
こ
と
な
り
」
と
い
う
感
想
を
引
い
た
が
、
源
氏
の
心
底
に
は
、
栄
光
と
没

落
と
が
紙
一
重
で
あ
り
両
者
が
容
易
に
変
わ
り
得
る
こ
と
へ
の
敏
感
な
感
性
が

底
流
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
感
性
が
、
空
蟬
（
た
ち
）
と
の
出
会

い
を
通
し
て
、
新
た
な
展
開
を
切
り
拓
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、

こ
の
よ
う
に
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
源
氏
が
憐
憫
の
情
か
ら
空
蟬
に
迫
っ
た

の
で
な
い
こ
と
は
後
続
の
物
語
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
源
氏
に
と
っ
て
空
蟬

は
、
何
よ
り
方
違
え
先
で
一
夜
を
共
に
す
る
た
め
の
女
で
あ
り
、
自
分
の
自
由

に
な
る
受
領
の
後
妻
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
う
思
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
空
蟬
の
拒
否
は
源
氏
に
と
っ
て
衝

撃
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
空
蟬
は
前
掲
Ｅ
の
よ
う
に
源
氏
に
告
げ
て
拒
む
の
だ

が
、
こ
れ
こ
そ
受
領
層
に
転
落
し
た
女
性
の
悲
痛
な
叫
び
で
あ
り
、
世
の
無
常
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さ
に
翻
弄
さ
れ
た
悲
劇
的
な
人
生
の
告
白
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
空
蟬
の
物
語
に

お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
空
蟬
の
内
面
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
と
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
空
蟬
の
悲
し
み
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
源
氏
に
は
求
め
ら

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
逢
瀬
の
翌
朝
は
空
蟬
に
対
し
て
「
世
に
知
ら
ぬ
御
心
の
つ
ら
さ
も
あ
は
れ
も

浅
か
ら
ぬ
夜
の
思
ひ
出
は
、
さ
ま
ざ
ま
め
づ
ら
か
な
る
べ
き
例
か
な
」（
帚
木

①
一
〇
三
）
と
述
べ
、「
つ
れ
な
き
を
恨
み
も
は
て
ぬ
し
の
の
め
に
と
り
あ
へ

ぬ
ま
で
お
ど
ろ
か
す
ら
む
」（
帚
木
①
一
〇
三
）
と
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
源

氏
で
あ
っ
た
が
、
帰
邸
後
は
「
か
の
人
の
思
ふ
ら
む
心
の
中
い
か
な
ら
む
と
心

苦
し
く
思
ひ
や
り
た
ま
ふ
」（
帚
木
①
一
〇
五
）
と
い
う
配
慮
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
空
蟬
の
内
面
が
理
解
で
き
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
後
も
言
い
寄
っ
て
い
く
よ
う
に
、
や
は
り
再
度
の
逢
瀬
を
源
氏

は
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
度
目
の
訪
問
の
さ
い
に
「
帚
木
の
心

を
し
ら
で
そ
の
原
の
道
に
あ
や
な
く
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」（
帚
木
①
一
一
二
）

と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、
空
蟬
の
心
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
点
は
見
逃
せ

な
い
。
こ
の
点
は
、
軒
端
荻
と
の
対
比
に
よ
っ
て
「
こ
の
ま
さ
れ
る
人
よ
り
は

心
あ
ら
む
と
目
と
ど
め
つ
べ
き
さ
ま
し
た
り
」（
空
蟬
①
一
二
一
）
と
よ
り
鮮

明
化
さ
れ
、
最
終
的
に
源
氏
は

空
蟬
の
身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な

�

（
空
蟬
①
一
二
九
）

と
の
和
歌
を
詠
む
に
至
る
。
こ
の
「
人
が
ら
」
は
、
空
蟬
が
残
し
て
逃
げ
た
薄

衣
の
小
袿
を
蟬
の
抜
け
殻
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
た
も
の
だ
が
、
同
時
に
「
人

柄
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
も
い
る
。「
な
ほ
～
か
な
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、

明
け
ぬ
れ
ば
暮
る
る
も
の
と
は
知
り
な
が
ら
な
ほ
う
ら
め
し
き
朝
ぼ
ら
け

か
な�

（
後
拾
遺
・
恋
２
・
六
七
二
・
藤
原
道
信
）

つ
ら
し
と
も
思
は
ぬ
人
や
忘
る
ら
ん
忘
れ
ぬ
わ
れ
は
な
ほ
つ
ら
き
か
な

�

（
赤
染
衛
門
集
・
四
六
）

の
よ
う
に
、
理
性
で
は
制
御
で
き
な
い
感
情
の
働
き
を
表
す
こ
と
が
多
い
。
そ

れ
ゆ
え
当
該
歌
に
お
い
て
も
、
掛
詞
と
い
う
修
辞
に
支
え
ら
れ
て
で
は
あ
る
が
、

源
氏
は
空
蟬
の
人
柄
へ
の
禁
じ
得
な
い
慕
わ
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
吉
見
健
夫
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
展
開
も
踏
ま
え
つ
つ
、
当
該
歌
に
つ
い
て
、

「
こ
の
よ
う
に
源
氏
の
こ
の
歌
で
は
、
空
蟬
物
語
の
は
じ
ま
り
で
は
軽
佻
な
好

色
者
的
造
型
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
源
氏
が
、
中
の
品
の
女
性
の
内
面
性
に
共

感
す
る
に
い
た
る
と
い
う
、
物
語
の
理
想
的
な
主
人
公
と
し
て
の
精
神
的
な
成

長
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
と
捉
え
た
が
（
３
）、
基
本
的
に
首
肯
さ
れ
る
べ

き
見
方
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
空
蟬
と
光
源
氏
と
の
関
係
は
、
予
想
外
の

拒
否
に
あ
っ
た
源
氏
が
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
空
蟬
に
惹
か
れ
て
い
く
と
い

う
展
開
を
た
ど
る
の
で
あ
り
、
源
氏
を
拒
む
そ
の
内
面
性
に
関
心
を
注
ぎ
つ
つ
、

最
終
的
に
そ
の
人
柄
を
好
ま
し
い
も
の
と
把
握
す
る
こ
と
で
一
区
切
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
把
握
が
空
蟬
の
置
か
れ
た
境
遇
へ
の
理
解
に
ま
で
到

達
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
言
わ
れ
る
と
、
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

夕
顔
巻
で
空
蟬
の
こ
と
を
回
想
す
る
源
氏
は
前
掲
Ｄ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
だ

が
、
そ
れ
に
続
け
て

　
Ｉ�

か
や
う
の
並
々
ま
で
は
思
ほ
し
か
か
ら
ざ
り
つ
る
を
、
あ
り
し
雨
夜
の
品

定
の
後
、
い
ぶ
か
し
く
思
ほ
し
な
る
品
々
あ
る
に
、
い
と
ど
隈
な
く
な
り
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ぬ
る
御
心
な
め
り
か
し
。�

（
夕
顔
①
一
四
四
）

と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
源
氏
の
抱
い
た
共
感
と
は
「
中
の
品
に
な
む
、
人
の

心
々
お
の
が
じ
し
の
立
て
た
る
お
も
む
き
も
見
え
て
、
分
か
る
べ
き
こ
と
か
た

が
た
多
か
る
べ
き
」
と
い
う
程
度
に
留
ま
っ
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

　
続
く
夕
顔
と
の
出
会
い
も
、
始
ま
り
は
源
氏
の
好
色
心
か
ら
で
あ
っ
た
。
乳

母
の
見
舞
い
に
出
か
け
た
源
氏
は
、
隣
家
か
ら
届
け
ら
れ
た
和
歌
に
興
味
を
持

ち
隣
人
の
素
性
を
探
る
よ
う
に
惟
光
に
命
じ
る
が
、
惟
光
か
ら
は
「
例
の
う
る

さ
き
御
心
」（
夕
顔
①
一
四
〇
）
と
呆
れ
ら
れ
、
宮
仕
人
だ
と
の
情
報
を
得
て

興
ざ
め
る
も
の
の
な
お
見
過
ご
せ
な
い
で
い
る
と
、
語
り
手
か
ら
「
例
の
、
こ

の
方
に
は
重
か
ら
ぬ
御
心
な
め
る
か
し
」（
夕
顔
①
一
四
一
）
と
評
さ
れ
る
始

末
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
掲
Ｂ
の
よ
う
に
、
雨
夜
の
品
定
め
の
議
論
に
も
後
押

し
さ
れ
て
、
こ
の
恋
に
身
を
乗
り
出
し
て
い
く
の
だ
が
、
や
が
て
源
氏
は
、
自

分
で
も
制
御
で
き
な
い
ほ
ど
夕
顔
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
Ｊ�

今
日
も
こ
の
蔀
の
前
渡
り
し
た
ま
ふ
。
来
し
方
も
過
ぎ
た
ま
ひ
け
ん
わ
た

り
な
れ
ど
、
た
だ
は
か
な
き
一
ふ
し
に
御
心
と
ま
り
て
、
い
か
な
る
人
の

住
み
処
な
ら
ん
と
は
、
往
き
来
に
御
目
と
ま
り
た
ま
ひ
け
り
。

�

（
夕
顔
①
一
四
二
）

　
Ｋ�

…
人
の
け
は
ひ
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
て
、
も
の
深

く
重
き
方
は
お
く
れ
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
若
び
た
る
も
の
か
ら
世
を
ま
だ
知

ら
ぬ
に
も
あ
ら
ず
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
に
は
あ
る
ま
じ
、
い
づ
こ
に
い

と
か
う
し
も
と
ま
る
心
ぞ
と
か
へ
す
が
へ
す
思
す
。�

（
夕
顔
①
一
五
三
）

そ
の
理
由
は
、
Ｊ
に
「
い
か
な
る
人
の
住
み
処
な
ら
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夕

顔
が
正
体
不
明
の
謎
の
女
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
Ｋ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

夕
顔
自
身
の
魅
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
、
空
蟬
の
拒
否
が
源

氏
の
心
を
惹
き
つ
け
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
夕
顔
と
の
謎
め
い
た
出
会
い
や

そ
の
立
ち
居
振
る
舞
い
が
源
氏
を
魅
惑
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
空
蟬

の
内
面
を
語
っ
て
い
く
空
蟬
の
物
語
と
、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
語
ら
な
い
夕
顔
の

物
語
は
、
対
照
的
な
方
法
意
識
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
描
き

出
さ
れ
る
女
性
の
特
異
な
存
在
が
源
氏
を
虜
に
し
て
い
く
と
い
う
点
で
は
共
通

性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
人
の
恋
は
な
に
が
し
院
で
夕
顔
が
霊
女
に
取
り
殺
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
終
焉
を
迎
え
る
の
だ
が
、
そ
の
後
、
右
近
に
よ
っ
て
夕
顔

の
素
性
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ど
う
し
て
あ
そ
こ
ま
で
正
体
を
隠
し
た

の
か
と
質
問
す
る
源
氏
に
対
し
て
、
右
近
は

　
Ｌ�

「
な
ど
て
か
深
く
隠
し
き
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
は
は
べ
ら
ん
。
い
つ
の
ほ
ど

に
て
か
は
、
何
な
ら
ぬ
御
名
の
り
を
聞
こ
え
た
ま
は
ん
。
は
じ
め
よ
り
あ

や
し
う
お
ぼ
え
ぬ
さ
ま
な
り
し
御
事
な
れ
ば
、
現
と
も
お
ぼ
え
ず
な
ん
あ

る
と
の
た
ま
ひ
て
、
御
名
隠
し
も
さ
ば
か
り
に
こ
そ
は
と
聞
こ
え
た
ま
ひ

な
が
ら
、
な
ほ
ざ
り
に
こ
そ
紛
ら
は
し
た
ま
ふ
ら
め
と
な
ん
、
憂
き
こ
と

に
思
し
た
り
し
」�

（
夕
顔
①
一
八
四
）

と
答
え
、
さ
ら
に
素
性
を
聞
か
れ
る
と

　
Ｍ�
「
何
か
隔
て
き
こ
え
さ
せ
は
べ
ら
ん
。
み
づ
か
ら
忍
び
過
ぐ
し
た
ま
ひ
し

こ
と
を
、
亡
き
御
後
に
口
さ
が
な
く
や
は
と
思
う
た
ま
ふ
ば
か
り
に
な
ん
。

親
た
ち
は
は
や
亡
せ
た
ま
ひ
に
き
。
三
位
中
将
と
な
ん
聞
こ
え
し
。
い
と
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ら
う
た
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
し
か
ど
、
わ
が
身
の
ほ
ど
の
心

も
と
な
さ
を
思
す
め
り
し
に
、
命
さ
へ
た
へ
た
ま
は
ず
な
り
に
し
後
、
は

か
な
き
も
の
の
た
よ
り
に
て
、
頭
中
将
な
ん
、
ま
だ
少
将
に
も
の
し
た
ま

ひ
し
時
見
そ
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
三
年
ば
か
り
は
心
ざ
し
あ
る

さ
ま
に
通
ひ
た
ま
ひ
し
を
、
去
年
の
秋
ご
ろ
、
か
の
右
の
大
殿
よ
り
い
と

恐
ろ
し
き
こ
と
の
聞
こ
え
参
で
来
し
に
、
も
の
怖
ぢ
を
わ
り
な
く
し
た
ま

ひ
し
御
心
に
、
せ
ん
方
な
く
思
し
怖
ぢ
て
、
西
の
京
に
御
乳
母
住
み
は
べ

る
所
に
な
ん
這
ひ
隠
れ
た
ま
へ
り
し
。
そ
れ
も
い
と
見
苦
し
き
に
住
み
わ

び
た
ま
ひ
て
、
山
里
に
移
ろ
ひ
な
ん
と
思
し
た
り
し
を
、
今
年
よ
り
は
塞

が
り
け
る
方
に
は
べ
り
け
れ
ば
、
違
ふ
と
て
、
あ
や
し
き
所
に
も
の
し
た

ま
ひ
し
を
見
あ
ら
は
さ
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
こ
と
と
思
し
嘆
く
め
り
し
。

世
の
人
に
似
ず
も
の
づ
つ
み
を
し
た
ま
ひ
て
、
人
に
も
の
思
ふ
気
色
を
見

え
ん
を
恥
づ
か
し
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
て
、
つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
て

御
覧
ぜ
ら
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
め
り
し
か
」�
（
夕
顔
①
一
八
五
）

と
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　「
ら
う
た
し
」「
ら
う
た
げ
な
り
」
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
夕
顔
は
可
憐
な

魅
力
を
備
え
た
女
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
の
背
後
に

彼
女
な
り
の
思
慮
や
物
思
い
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
初
め
て
明
か
さ

れ
る
の
で
あ
る
（
４
）。

夕
顔
の
父
親
が
三
位
中
将
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
順
調

に
い
け
ば
夕
顔
に
も
「
上
の
品
」
と
し
て
の
生
活
が
待
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
し
か
し
、
父
の
死
に
よ
り
そ
の
後
の
人
生
が
一
変
し
た
の
で
あ
っ

た
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
が
夕
顔
の
振
る
舞
い
や
性
格
に
も
な
に
が
し
か
の

影
響
を
与
え
て
い
た
と
読
み
取
る
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。
可
憐
に
見
え

た
夕
顔
の
心
中
に
も
、
空
蟬
同
様
の
苦
悩
や
葛
藤
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
右
近
の
話
を
聞
い
た
源
氏
が
、
夕
顔
の
境
遇
に
思
い
を
馳
せ
て

そ
の
悲
し
み
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も
源
氏
は
、

　
Ｎ�

「
は
か
な
び
た
る
こ
そ
は
ら
う
た
け
れ
。
か
し
こ
く
人
に
な
び
か
ぬ
、
い

と
心
づ
き
な
き
わ
ざ
な
り
。
み
づ
か
ら
は
か
ば
か
し
く
す
く
よ
か
な
ら
ぬ

心
な
ら
ひ
に
、
女
は
、
た
だ
や
は
ら
か
に
、
と
り
は
づ
し
て
人
に
欺
か
れ

ぬ
べ
き
が
さ
す
が
に
も
の
づ
つ
み
し
、
見
ん
人
の
心
に
は
従
は
ん
な
む
あ

は
れ
に
て
、
わ
が
心
の
ま
ま
に
と
り
直
し
て
見
ん
に
、
な
つ
か
し
く
お
ぼ

ゆ
べ
き
」�

（
夕
顔
①
一
八
八
）

と
夕
顔
の
人
柄
を
肯
定
的
に
捉
え
は
す
る
も
の
の
、

　
Ｏ�

思
へ
ど
も
な
ほ
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
後
れ
し
心
地
を
、
年
月
経
れ
ど

思
し
忘
れ
ず
、
こ
こ
も
か
し
こ
も
、
う
ち
と
け
ぬ
か
ぎ
り
の
、
気
色
ば
み

心
深
き
方
の
御
い
ど
ま
し
さ
に
、
け
近
く
う
ち
と
け
た
り
し
、
あ
は
れ
に

似
る
も
の
な
う
恋
し
う
思
ほ
え
た
ま
ふ
。
い
か
で
、
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ

え
は
な
く
、
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
、

見
つ
け
て
し
が
な
と
懲
り
ず
ま
に
思
し
わ
た
れ
ば
…�（
末
摘
花
①
二
六
五
）

と
回
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
夕
顔
の
見
せ
た
可
憐
な
振
る
舞
い
に
こ
そ
源
氏
の
関

心
は
向
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
こ
こ
で
も
源
氏
の
理
解
は
表
面

的
な
と
こ
ろ
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
空
蟬
や
夕
顔
の
境
遇
へ
の
共
感
が
浅
い
か
ら
と
い
っ
て
源
氏
を
責

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
藤
原
道
長
が
息
子
頼
通
の
結
婚
に
さ
い
し
て
「
男
は
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妻
が
ら
な
り
。
い
と
や
む
ご
と
な
き
あ
た
り
に
参
り
ぬ
べ
き
な
め
り
」（
栄
花

物
語
・
は
つ
は
な
①
四
三
五
）
と
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
は
妻
方
の
財

産
や
政
治
力
を
重
視
し
て
女
性
を
選
ぶ
と
い
う
結
婚
観
が
存
在
し
て
い
た
。
そ

れ
は
、
東
屋
巻
で
の
左
近
少
将
の
造
型
に
写
し
取
ら
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は

『
う
つ
ほ
物
語
』
嵯
峨
の
院
巻
で
在
原
忠
保
の
妻
が
娘
を
諭
す
発
言
に

今
の
世
の
男
は
、
ま
づ
、「
人
を
得
む
」
と
て
は
、
と
も
か
く
も
、「
父
母

や
あ
り
や
。
家
所
は
あ
り
や
。
洗
は
ひ
・
綻
び
は
し
つ
べ
し
や
。
供
の
人

に
物
は
呉
れ
、
牛
・
馬
は
飼
ひ
て
む
や
」
と
問
ひ
聞
く
。
顔
か
た
ち
清
ら

な（
マ
マ
）

ら
ば
、
貴
に
ら
う
ら
う
じ
き
人
と
言
へ
ど
、
荒
れ
た
る
所
に
、
か
す
か

な
る
住
ま
ひ
な
ど
し
て
、
さ
う
ざ
う
し
げ
な
る
を
見
て
は
、「
あ
な
む
く

つ
け
。
わ
が
い
た
つ
き
・
わ
づ
ら
ひ
と
や
な
ら
む
」
と
思
ひ
惑
ひ
て
、
あ

た
り
の
土
を
だ
に
踏
ま
ず
。�
（
嵯
峨
の
院
一
九
四
）

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
中
期
に
は
一
定
程
度
の
広
が
り
を

持
っ
た
見
方
だ
っ
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
反
対
に
、「
色
好
み
」「
す
き
者
」

と
呼
ば
れ
る
好
色
者
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
利
害
関
係
を
度
外
視
し
て
女
性
と

関
わ
り
合
う
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
右
に
見
た
忠
保
の
娘
は
源
仲

頼
と
結
婚
し
て
い
た
が
、
貧
し
い
宮
内
卿
の
娘
を
選
ん
だ
仲
頼
は
、
天
下
の
貴

顕
か
ら
の
婿
取
り
に
も
興
味
を
示
さ
ず
、「
世
の
中
の
色
好
み
」（
一
九
〇
）

「
あ
や
し
く
類
な
き
好
き
者
」（
一
九
〇
）
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
し
、『
落

窪
物
語
』
に
お
い
て
も
、「
君
達
は
、
は
な
や
か
に
御
妻
方
の
さ
し
あ
ひ
て
、

も
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
こ
そ
今
め
か
し
け
れ
」（
一
九
一
）
云
々
と
言
っ
て
右

大
臣
の
姫
君
と
の
結
婚
を
勧
め
る
乳
母
に
対
し
て
、「
古
め
か
し
き
心
な
れ
ば

に
や
あ
ら
む
、
今
め
か
し
く
好
も
し
き
こ
と
も
ほ
し
か
ら
ず
、
お
ぼ
え
も
ほ
し

か
ら
ず
、
父
母
具
し
た
ら
む
を
と
も
お
ぼ
え
ず
。
落
窪
に
も
あ
れ
、
上
り
窪
に

も
あ
れ
、
忘
れ
じ
と
思
は
む
を
ば
、
い
か
が
は
せ
む
」（
一
九
一
）
と
反
論
す

る
道
頼
も
、
か
つ
て
は
「
い
み
じ
き
色
好
み
」（
二
二
）
と
噂
さ
れ
た
人
物
な

の
で
あ
っ
た
（
５
）。

　
こ
の
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
親
が
既
に
死
ん
で
い
る
空
蟬
や
夕
顔
に
対
し
て
興

味
を
失
わ
な
い
源
氏
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
理
想
的
な
恋
の

英
雄
像
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
帚
木
三
帖
の
段
階
で
は
「
す
き
が
ま
し
き
あ

だ
人
」「
世
の
す
き
者
」
と
紹
介
さ
れ
る
頭
中
将
た
ち
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い

よ
う
に
読
み
取
れ
る
が
、
物
語
は
ま
ず
そ
の
よ
う
な
形
で
、
恋
愛
に
お
け
る
源

氏
の
非
打
算
的
な
側
面
を
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

四

　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
光
源
氏
も
世
の
好
色
者
た
ち
と
変

わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
確
か
に
、
好
色
者
た
ち
は
利
害
関
係
に
基
づ
い
た
打
算

的
な
恋
愛
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
仲
頼
が
経
済
的
あ
る
い
は
社
会
的
に
は

何
の
利
益
も
も
た
ら
さ
な
い
忠
保
の
娘
を
妻
と
し
た
の
は
、
彼
女
が
東
宮
か
ら

も
入
内
要
請
さ
れ
る
ほ
ど
の
美
貌
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
よ

う
に
、
好
色
者
た
ち
も
女
性
の
容
姿
に
は
こ
だ
わ
り
を
見
せ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
源
氏
の
場
合
は
、
軒
端
荻
と
空
蟬
と
を
か
い
ま
見
し
た
さ
い
に

も
、「
を
か
し
げ
な
る
人
と
見
え
た
り
」（
帚
木
①
一
二
〇
）
と
さ
れ
る
軒
端
荻

で
は
な
く
「
言
ひ
立
つ
れ
ば
わ
ろ
き
に
よ
れ
る
容
貌
」（
帚
木
①
一
二
一
）
の

空
蟬
に
関
心
を
向
け
て
い
く
よ
う
に
、
必
ず
し
も
女
性
の
容
姿
を
基
準
に
恋
愛

相
手
を
選
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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そ
の
あ
た
り
か
ら
も
、
光
源
氏
が
従
来
通
り
の
恋
の
英
雄
と
し
て
は
造
型
さ

れ
て
い
な
さ
そ
う
な
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、
帚
木
三
帖
か
ら
の
展
開
と
い
う

点
で
言
え
ば
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
が
末
摘
花
巻
な
の
で
は
な
い
か
。

　
前
掲
Ｏ
に
示
し
た
よ
う
に
、
夕
顔
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
源
氏
は
、
そ
の

代
わ
り
の
女
性
を
求
め
て
さ
ら
な
る
女
性
遍
歴
を
重
ね
て
い
く
。
そ
の
結
果
、

夕
顔
と
は
お
よ
そ
対
照
的
な
末
摘
花
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
で
も
ま
た
末
摘
花
邸
の
窮
乏
が
活
写
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
源
氏
が
末
摘
花
の
醜
貌
を
目
の
当
た
り
に
す
る
さ
い
に
は
、

こ
っ
そ
り
と
か
い
ま
見
す
る
源
氏
の
目
を
通
し
て

　
Ｐ�

几
帳
な
ど
、
い
た
く
そ
こ
な
は
れ
た
る
も
の
か
ら
、
年
経
に
け
る
立
処
変

ら
ず
、
お
し
や
り
な
ど
乱
れ
ね
ば
、
心
も
と
な
く
て
、
御
達
四
五
人
ゐ
た

り
。
御
台
、
秘
色
や
う
の
唐
土
の
も
の
な
れ
ど
、
人
わ
ろ
き
に
、
何
の
く

さ
は
ひ
も
な
く
あ
は
れ
げ
な
る
、
ま
か
で
て
人
々
食
ふ
。
隅
の
間
ば
か
り

に
ぞ
、
い
と
寒
げ
な
る
女
ば
ら
、
白
き
衣
の
い
ひ
し
ら
ず
煤
け
た
る
に
、

き
た
な
げ
な
る
褶し
び
ら

ひ
き
結
ひ
つ
け
た
る
腰
つ
き
か
た
く
な
し
げ
な
り
。

さ
す
が
に
櫛
お
し
た
れ
て
さ
し
た
る
額
つ
き
、
内
教
坊
、
内
侍
所
の
ほ
ど

に
、
か
か
る
者
ど
も
の
あ
る
は
や
と
を
か
し
。
か
け
て
も
、
人
の
あ
た
り

に
近
う
ふ
る
ま
ふ
者
と
も
知
り
た
ま
は
ざ
り
け
り
。「
あ
は
れ
、
さ
も
寒

き
年
か
な
。
寿
い
の
ち
な
が

け
れ
ば
、
か
か
る
世
に
も
逢
ふ
も
の
な
り
け
り
」
と

て
、
う
ち
泣
く
も
あ
り
。「
故
宮
お
は
し
ま
し
し
世
を
、
な
ど
て
か
ら
し

と
思
ひ
け
む
。
か
く
頼
み
な
く
て
も
過
ぐ
る
も
の
な
り
け
り
」
と
て
、
飛

び
立
ち
ぬ
べ
く
ふ
る
ふ
も
あ
り
。�

（
末
摘
花
①
二
八
九
～
九
〇
）

と
邸
内
の
様
子
が
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
翌
朝
の

　
Ｑ�

御
車
寄
せ
た
る
中
門
の
、
い
と
い
た
う
ゆ
が
み
よ
ろ
ぼ
ひ
て
、
夜
目
に
こ

そ
、
し
る
き
な
が
ら
も
よ
ろ
づ
隠
ろ
へ
た
る
こ
と
多
か
り
け
れ
、
い
と
あ

は
れ
に
さ
び
し
く
荒
れ
ま
ど
へ
る
に
、
松
の
雪
の
み
あ
た
た
か
げ
に
降
り

つ
め
る
、
山
里
の
心
地
し
て
も
の
あ
は
れ
な
る
を
…

�

（
末
摘
花
①
二
九
五
）

と
い
う
叙
述
な
ど
が
続
く
の
で
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
源
氏
は
こ
の

と
き
初
め
て
そ
の
惨
状
を
直
視
し
た
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
源

氏
は
、
Ｑ
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

　
Ｒ�

…
か
の
人
々
の
言
ひ
し
葎
の
門
は
、
か
う
や
う
な
る
所
な
り
け
む
か
し
、

げ
に
心
苦
し
く
ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
を
こ
こ
に
す
ゑ
て
、
う
し
ろ
め
た
う

恋
し
と
思
は
ば
や
、
あ
る
ま
じ
き
も
の
思
ひ
は
、
そ
れ
に
紛
れ
な
む
か
し

と
、
思
ふ
や
う
な
る
住
み
処
に
あ
は
ぬ
御
あ
り
さ
ま
は
と
る
べ
き
方
な
し

と
思
ひ
な
が
ら
、
我
な
ら
ぬ
人
は
ま
し
て
見
忍
び
て
む
や
、
わ
が
か
う
て

見
馴
れ
け
る
は
、
故
親
王
の
う
し
ろ
め
た
し
と
た
ぐ
へ
お
き
た
ま
ひ
け
む

魂
の
し
る
べ
な
め
り
、
と
ぞ
思
さ
る
る
。�

（
末
摘
花
①
二
九
五
～
六
）

こ
こ
で
も
雨
夜
の
品
定
め
を
想
起
し
て
「
心
苦
し
く
ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
」
を

こ
の
よ
う
な
所
に
住
ま
わ
せ
て
み
た
い
と
思
う
も
の
の
、「
思
ふ
や
う
な
る
住

み
処
に
あ
は
ぬ
御
あ
り
さ
ま
は
と
る
べ
き
方
な
し
」
と
、
末
摘
花
を
そ
の
範
囲

外
の
存
在
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
容
姿
を
は
っ
き
り
と
見
て
し
ま
っ
た

以
上
、
さ
す
が
に
恋
愛
対
象
と
し
て
末
摘
花
と
か
か
わ
り
続
け
て
い
く
と
い
う

展
開
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
関
係
が
断
絶
す
る
の
で

は
な
く
、「
我
な
ら
ぬ
人
は
ま
し
て
見
忍
び
て
む
や
」
と
考
え
て
、
経
済
面
で

の
援
助
は
継
続
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
図
式
的
に
言
え
ば
、
零
落
し
た
女
性
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と
恋
愛
対
象
と
し
て
の
女
性
と
い
う
二
要
素
の
う
ち
、
後
者
が
脱
落
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
帚
木
三
帖
で
は
好
色
心
の
背
景
に
退
い
て
い
た
何
か
が
、
こ
こ
に

頭
を
も
た
げ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
常
に
お
と

づ
れ
た
ま
ふ
」（
末
摘
花
①
二
九
七
）
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
早
く
に
松
尾
聰
氏
が

空
蟬
・
夕
顔
の
二
女
性
は
源
氏
が
ほ
れ
こ
ん
だ
か
ら
に
は
、
心
理
的
に
は

す
で
に
源
氏
と
対
等
の
地
位
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
上
流

貴
族
の
姫
君
と
そ
の
点
は
何
等
変
わ
り
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
源
氏
は
単
に
女
人
渉
猟
の
範
囲
を
ひ
ろ
げ
た
に
す

ぎ
な
く
て
、
源
氏
の
人
間
の
幅
は
、
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
、
ひ
ろ

が
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
末
摘
花
は
、
す
で
に
い
と
わ

し
い
の
み
の
存
在
で
あ
る
。
そ
う
し
た
感
情
を
し
も
敢
え
て
押
え
て
、
思

い
捨
て
る
の
な
ら
、
捨
て
る
に
さ
し
て
わ
づ
ら
わ
し
い
こ
と
の
な
い
、
落

ち
ぶ
れ
た
境
涯
の
女
性
を
、
な
お
哀
憐
の
情
を
も
っ
て
「
ま
め
や
か
な
る

様
に
常
に
お
と
づ
れ
」
た
と
い
う
の
は
、
源
氏
の
人
間
性
の
成
長
を
示
し

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
し
た
こ
と
が
反
芻
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
６
）。
本
論
で
は
、「
人
間
性
の

成
長
」
と
い
う
よ
り
も
、
物
語
展
開
上
の
必
要
か
ら
空
蟬
や
夕
顔
と
の
関
係
に

お
い
て
は
「
世
こ
そ
定
め
な
き
も
の
な
れ
」「
玉
の
台
も
同
じ
こ
と
な
り
」
な

ど
と
点
描
さ
れ
る
程
度
だ
っ
た
栄
枯
盛
衰
に
つ
い
て
の
源
氏
の
敏
感
な
感
性
が

こ
こ
に
き
て
表
面
化
し
て
き
た
も
の
と
考
え
た
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
源
氏

の
新
た
な
一
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
れ
が

Ｒ
で
は
「
我
な
ら
ぬ
人
は
ま
し
て
見
忍
び
て
む
や
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
「
我
は
さ
り
と
も
心
長
く
見
は
て
て
む
」（
末
摘
花
①
二
八
七
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
源
氏
の
心
長
さ
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
て
く
る
の
は
、
帚
木
巻
巻
頭
の
叙
述
で
は
な

い
か
。
頭
中
将
た
ち
が
、
前
記
し
た
よ
う
に
、「
す
き
が
ま
し
き
あ
だ
人
」「
世

の
す
き
者
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
源
氏
の
場
合
は
、「
い
と
い
た

く
世
を
憚
り
ま
め
だ
ち

0

0

0

0

た
ま
ひ
け
る
」（
帚
木
①
五
三
）
と
さ
れ
る
一
方
で

「
さ
し
も
あ
だ
め
き
目
慣
れ
た
る
う
ち
つ
け
の
す
き
ず
き
し
さ
な
ど
は
好
ま
し

か
ら
ぬ
御
本
性
」（
帚
木
①
五
三
）
を
持
つ
と
も
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
光
源
氏
の
人
物
像
を
十
全
に
把
捉
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、「
ま
め
」
で

も
な
く
「
あ
だ
」
で
も
な
い

─
そ
れ
は
「
あ
だ
」
で
も
あ
り
「
ま
め
」
で
も

あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う

─
あ
り
よ
う
を
繋
ぎ
止
め
る
も
の
と
し
て
、

こ
の
心
長
さ
が
あ
る
と
は
言
え
ま
い
か
（
７
）。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で

源
氏
を
突
き
動
か
し
て
い
た
「
あ
だ
」
の
要
素
（
好
色
心
）
の
背
後
か
ら
、

「
ま
め
」
の
要
素
が
浮
上
し
て
き
た
結
果
、
そ
れ
が
心
長
さ
と
し
て
表
面
化
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
点
か
ら
看
過
し
得
な
い
の
が
、
源
氏
に
よ
る
「
幼わ
か

き
者
は
形

蔽か
く

れ
ず
」（
末
摘
花
①
二
九
六
）
と
い
う
明
示
的
な
引
用
を
中
心
に
、
雪
の
日

の
末
摘
花
邸
の
窮
乏
を
描
き
出
す
の
に
『
白
氏
文
集
』「
重
賦
」
が
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。「
重
賦
」
は
『
白
氏
文
集
』
巻
二
に
収
め
ら
れ
た
秦
中
吟

十
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
り
、
諷
喩
詩
に
属
す
る
。
重
税
に
苦
し
む
民
の
窮
乏

を
訴
え
、
翻
っ
て
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
貪た
ん
り吏

を
戒
め
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
が
、

そ
の
詩
が
こ
こ
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
と
り
わ
け
、
そ
の
詩
の

一
節
が
こ
の
場
面
で
源
氏
の
口
を
つ
い
て
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
読
み
解
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か
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
。

　
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
雨
夜
の
品
定
め
に
お
け
る
式
部
丞
の
体
験
談
に
出
て
く

る
博
士
も
「
わ
が
両
つ
の
途み
ち

歌
ふ
を
聴
け
」（
帚
木
①
八
五
）
と
、
同
じ
く
秦

中
吟
の
一
つ
「
議
婚
」
を
口
ず
さ
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
結
婚
相
手

の
女
性
を
選
ぶ
に
当
た
っ
て
、
富
家
の
女
と
貧
家
の
女
と
を
比
較
し
て
、
前
者

は
嫁
ぐ
の
は
早
い
が
夫
を
軽
ん
じ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
嫁
ぐ
の
は
遅
い
が

姑
に
よ
く
孝
行
す
る
と
述
べ
て
、
後
者
と
結
婚
す
る
よ
う
に
勧
め
る
も
の
で
あ

る
。
財
産
の
有
無
に
よ
っ
て
結
婚
対
象
が
選
ば
れ
る
現
状
を
批
判
し
、
む
し
ろ

貧
家
の
女
こ
そ
結
婚
相
手
に
は
相
応
し
い
と
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
博
士
の
人

物
像
に
も
ま
た
体
験
談
の
文
脈
に
も
適
し
た
引
用
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
実

は
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
源
氏
も
口
に
し
て
い
た
。
雨
夜
の
品
定
め
が
始

ま
っ
た
直
後
、
前
掲
Ｇ
に
続
く

　
Ｓ�

な
ま
な
ま
の
上
達
部
よ
り
も
、
非
参
議
の
四
位
ど
も
の
、
世
の
お
ぼ
え
口

惜
し
か
ら
ず
、
も
と
の
根
ざ
し
い
や
し
か
ら
ぬ
、
や
す
ら
か
に
身
を
も
て

な
し
ふ
る
ま
ひ
た
る
、
い
と
か
は
ら
か
な
り
や
。
家
の
内
に
足
ら
ぬ
こ
と

な
ど
、
は
た
、
な
か
め
る
ま
ま
に
、
省
か
ず
ま
ば
ゆ
き
ま
で
も
て
か
し
づ

け
る
む
す
め
な
ど
の
、
お
と
し
め
が
た
く
生
ひ
出
づ
る
も
あ
ま
た
あ
る
べ

し
。
宮
仕
に
出
で
立
ち
て
、
思
ひ
が
け
ぬ
幸
ひ
と
り
出
づ
る
例
ど
も
多
か

り
か
し
。�

（
帚
木
①
五
九
～
六
〇
）

と
い
う
発
言
に
対
し
て
、「
す
べ
て
に
ぎ
は
は
し
き
に
よ
る
べ
き
な
な
り
」（
帚

木
①
六
〇
）
と
言
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　「
な
ま
な
ま
の
上
達
部
」
と
「
非
参
議
の
四
位
」
を
対
比
し
た
こ
の
発
言
は
、

必
ず
し
も
貧
家
と
富
家
と
を
比
べ
て
後
者
と
結
婚
す
る
の
が
よ
い
と
言
っ
た
も

の
で
は
な
い
が
、「
非
参
議
の
四
位
」
の
娘
が
宮
仕
え
し
て
思
わ
ぬ
良
縁
を
得

る
と
い
う
話
を
、
男
の
立
場
か
ら
捉
え
返
し
て
、
そ
れ
で
は
（
結
婚
相
手
の
女

性
を
選
ぶ
に
は
）
何
事
も
財
力
豊
富
な
の
が
い
い
の
だ
ね
、
と
か
ら
か
っ
て
み

た
の
で
あ
ろ
う
。
何
気
な
い
冗
談
で
は
あ
る
が
、
発
想
と
し
て
は
「
議
婚
」
の

主
張
と
通
底
す
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
符
合
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
夕
顔
の

家
に
宿
っ
た
さ
い
、
翁
び
た
声
で
仏
前
に
額
ず
く
声
が
近
所
か
ら
聞
こ
え
て
く

る
の
を
、
こ
れ
も
秦
中
吟
の
「
不
致
仕
」
を
踏
ま
え
て
「
朝
の
露
に
こ
と
な
ら

ぬ
世
を
、
何
を
む
さ
ぼ
る
身
の
祈
り
に
か
と
聞
き
た
ま
ふ
」（
夕
顔
①
一
五

八
）
と
あ
る
こ
と
や
、
先
に
も
引
い
た
「
世
こ
そ
定
め
な
き
も
の
な
れ
」「
玉

の
台
も
同
じ
こ
と
な
り
」
と
い
っ
た
発
言
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
源
氏
の
心

中
に
は
、
有
為
転
変
す
る
時
流
の
中
で
、
目
先
の
利
益
に
目
が
曇
ら
さ
れ
て
し

ま
う
人
間
へ
の
醒
め
た
意
識
と
、
そ
の
よ
う
な
社
会
で
図
ら
ず
も
弱
者
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
人
々
へ
の
同
情
の
念
と
が
底
流
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
白
氏
文
集
』
諷
喩
詩
の
思
想
に
通
じ
る
発
想
が
光

源
氏
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
す
べ
て
に
ぎ
は
は
し
き
に

よ
る
べ
き
な
な
り
」
と
い
う
か
ら
か
い
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
８
）。

　
と
す
れ
ば
、
先
の
「
幼
き
者
は
形
蔽
れ
ず
」
と
い
う
一
節
も
、
原
詩
の
主
題

と
無
関
係
に
口
ず
さ
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
重
税
に
苦
し
む
民
の
窮
乏
に
重
な

る
も
の
と
し
て
末
摘
花
邸
の
そ
れ
を
捉
え
た
も
の
と
読
み
解
く
べ
き
こ
と
に
な

ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
諷
喩
詩
の
思
想
を
体
現
す
る
か
の
如
く
に
、
末
摘

花
を
救
済
す
る
立
場
に
源
氏
が
立
つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
（
９
）。

　
導
入
と
し
て
の
雨
夜
の
品
定
め
は
、
こ
こ
と
照
応
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

物
語
の
展
開
と
い
う
点
か
ら
は
、
上
中
下
の
階
層
が
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
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流
動
的
で
あ
る
こ
と
、
特
に
前
掲
Ｇ
Ｓ
に
よ
っ
て
「
も
と
は
や
む
ご
と
な
き
筋

な
れ
ど
、
世
に
経
る
た
づ
き
少
な
く
、
時
世
に
う
つ
ろ
ひ
て
お
ぼ
え
衰
へ
」
て

し
ま
っ
た
「
な
ま
な
ま
の
上
達
部
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
予
め
雨
夜
の
品
定

め
で
提
示
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
蟬
や

夕
顔
あ
る
い
は
末
摘
花
は
、
固
定
化
さ
れ
た
中
の
品
や
下
の
品
の
女
性
と
し
て

で
は
な
く
、
零
落
し
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

0

女
性
と
し
て
歴
史
の
動
態
の
中
に
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
彼
女
た
ち
と
光
源
氏
と
の
邂
逅
は
、

零
落
し
た
女
性
と
貴
公
子
と
の
単
な
る
恋
物
語
と
い
う
枠
組
み
に
留
ま
ら
な
い

あ
る
種
の
主
題
性
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
『
白

氏
文
集
』
諷
喩
詩
と
の
接
点
も
生
じ
て
く
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
、
零
落
し

た
女
性
を
厭
わ
な
い
帚
木
三
帖
の
段
階
を
経
て
、
そ
の
よ
う
な
女
性
を
救
済
す

る
末
摘
花
巻
へ
と
至
る
こ
と
で
、
一
つ
の
頂
点
に
達
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

五

　
し
か
し
な
が
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
以
降
の
源
氏
が
政
治
意
識
に
目
覚
め

て
弱
者
救
済
に
奔
走
す
る
と
い
う
展
開
に
は
な
ら
な
い
。
物
語
は
こ
の
後
も
源

氏
の
女
性
関
係
を
主
要
な
話
題
と
し
つ
つ
語
り
進
め
ら
れ
て
い
く
。
な
ら
ば
、

末
摘
花
巻
で
登
場
し
た
源
氏
の
心
長
さ
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
物
語
の
展
開

と
か
か
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
論
で
注
目
し
た
い
の
は
、
Ｒ
で
「
心
苦
し
く

0

0

0

0

ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
」
に
言

及
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
雨
夜
の
品
定
め
で
の
「
さ
び
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む

葎
の
門
に
、
思
ひ
の
外
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
閉
ぢ
ら
れ
た
ら
む
こ
そ
限
り

な
く
め
づ
ら
し
く
は
お
ぼ
え
め
」（
帚
木
①
六
〇
）
と
い
う
左
馬
頭
の
発
言
に

由
来
す
る
こ
の
願
望
は
、
本
来
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
を
求
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。
源
氏
自
身
も
前
掲
Ｏ
で
は
「
い
か
で
、
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ
え
は
な

く
、
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
、
見
つ
け
て
し

が
な
」
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｒ
で
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
に
言
及

さ
れ
る
の
は
当
然
だ
が
、
ど
う
し
て
そ
こ
に
「
心
苦
し
」
と
い
う
要
素
が
付
加

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　「
心
苦
し
」
は
心
に
苦
痛
を
感
じ
る
こ
と
を
い
う
も
の
だ
が
、
そ
の
含
み
込

む
感
情
に
は
か
な
り
の
幅
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
細
か

な
語
感
の
特
定
は
困
難
だ
が
、
Ｒ
の
場
合
は
雨
夜
の
品
定
め
を
受
け
て
い
る
こ

と
か
ら
し
て
も
、
恋
情
に
近
い
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
空
蟬
や
夕
顔
に
そ
れ
ぞ
れ

「
消
え
ま
ど
へ
る
気
色
心
苦
し
く
ら
う
た
げ
な
れ
ば
」（
帚
木
①
九
九
）「
も
の

う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
あ
な
心
苦
し
と
、
た
だ
い
と
ら
う
た
く
見
ゆ
」（
夕
顔

①
一
五
七
）
と
い
う
用
例
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
本
論
で
は
、
こ
の
段
階
で
の
光
源
氏
が
「
葎
の
門
」
で
暮
ら

す
女
性
へ
の
同
情
の
念
を
獲
得
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
「
心
苦

し
」
に
「
他
人
の
不
幸
や
苦
痛
を
思
い
や
っ
て
心
が
痛
む
場
合
」（
小
学
館
古

語
大
辞
典
）
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
こ
れ
を
末
摘
花
と
同
じ
よ
う
な
生
活

不
如
意
の
女
性
へ
の
憐
憫
の
情
が
加
わ
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
方

向
へ
と
展
開
し
て
い
く
萌
芽
を
含
ん
だ
も
の
と
捉
え
た
い
（
図
式
的
に
言
え
ば
、

源
氏
の
「
あ
だ
」
の
側
面
が
求
め
た
の
が
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、「
ま
め
」
の
側
面
が
求
め
る
の
が
「
心
苦
し
き
人
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
）。

　
物
語
と
し
て
は
、
そ
の
後
源
氏
が
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
を
求
め
る
展
開
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は
影
を
潜
め
る
が
、
代
わ
り
に
、
関
わ
り
合
っ
た
女
性
の
な
か
か
ら
「
心
苦
し

き
人
」
が
救
済
の
対
象
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
女
性
の
代
表
例
が
、
花
散
里
で
あ
ろ
う
）
（（
（

。
花
散
里
巻
で
「
御
妹
の

三
の
君
、
内
裏
わ
た
り
に
て
は
か
な
う
ほ
の
め
き
た
ま
ひ
し
な
ご
り
の
、
例
の

0

0

御
心
な
れ
ば

0

0

0

0

0

、
さ
す
が
に
忘
れ
も
は
て
た
ま
は
ず
、
わ
ざ
と
も
も
て
な
し
た
ま

は
ぬ
に
」（
花
散
里
②
一
五
三
）
と
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
、
源
氏
の
心
長
さ

ゆ
え
に
繋
ぎ
留
め
ら
れ
て
い
る
女
性
で
あ
り
、
須
磨
巻
で
も

　
Ｔ�

　
　�

荒
れ
ま
さ
る
軒
の
し
の
ぶ
を
な
が
め
つ
つ
し
げ
く
も
露
の
か
か
る
袖

か
な

と
あ
る
を
、
げ
に
葎
よ
り
ほ
か
の
後
見
も
な
き
さ
ま
に
て
お
は
す
ら
ん
と

思
し
や
り
て
、
長
雨
に
築
地
所
ど
こ
ろ
崩
れ
て
な
む
と
聞
き
た
ま
へ
ば
、

京
の
家
司
の
も
と
に
仰
せ
つ
か
は
し
て
、
近
き
国
々
の
御
庄
の
者
な
ど
催

さ
せ
て
仕
う
ま
つ
る
べ
き
よ
し
の
た
ま
は
す
。�
（
須
磨
②
一
九
六
）

と
、
そ
の
窮
状
が
訴
え
ら
れ
る
や
す
ぐ
さ
ま
修
理
等
の
手
配
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
延
長
線
上
に

　
Ｕ�

二
条
院
の
東
な
る
宮
、
院
の
御
処
分
な
り
し
を
、
二
な
く
改
め
造
ら
せ
た

ま
ふ
。
花
散
里
な
ど
や
う
の
心
苦
し
き
人
々
住
ま
せ
む
な
ど
思
し
あ
て
つ

つ
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ふ
。�

（
澪
標
②
二
八
四
～
五
）

と
い
う
二
条
東
院
構
想
が
出
現
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
源
氏
が
想

定
し
て
い
る
の
は
、「
花
散
里
な
ど
や
う

0

0

0

0

」
の
人
々
だ
が
、
二
条
東
院
が
完
成

し
た
さ
い
の

　
Ｖ�

東
の
院
造
り
た
て
て
、
花
散
里
と
聞
こ
え
し
、
移
ろ
は
し
た
ま
ふ
。
西
の

対
、
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政
所
、
家
司
な
ど
、
あ
る
べ
き
さ
ま
に
し
お
か

せ
た
ま
ふ
。
東
の
対
は
、
明
石
の
御
方
と
思
し
お
き
て
た
り
。
北
の
対
は

こ
と
に
広
く
造
ら
せ
て
た
ま
ひ
て
、
か
り
に
て
も
あ
は
れ
と
思
し
て
、
行

く
末
か
け
て
契
り
頼
め
た
ま
ひ
し
人
々
集
ひ
住
む
べ
き
さ
ま
に
、
隔
て
隔

て
し
つ
ら
は
せ
た
ま
へ
る
し
も
、
な
つ
か
し
う
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
こ
ま
か

な
り
。
寝
殿
は
塞
げ
た
ま
は
ず
、
時
々
渡
り
た
ま
ふ
御
住
み
所
に
し
て
、

さ
る
方
な
る
御
し
つ
ら
ひ
ど
も
し
お
か
せ
た
ま
へ
り
。�（
松
風
②
三
九
七
）

や
、
初
音
巻
で
光
源
氏
が
二
条
東
院
を
訪
れ
た
さ
い
の
「
か
や
う
に
て
も
、
御

蔭
に
隠
れ
た
る
人
々
多
か
り
」（
初
音
③
一
五
七
）
と
い
う
記
述
に
照
ら
し
て

も
、
彼
女
た
ち
が
源
氏
の
心
長
さ
ゆ
え
に
繋
が
る
こ
と
に
な
っ
た
人
々
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
物
語
が
彼
女
た
ち
と
源
氏
と
の
関
係
を
直
接

語
る
こ
と
は
な
い
が
、「
心
苦
し
き
人
々
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
恋
愛
の
対

象
と
い
う
よ
り
は
保
護
の
対
象
と
し
て
二
条
東
院
に
引
き
取
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
蓬
生
巻
お
よ
び
関
屋
巻
で
再
登
場
す
る
空
蟬
や
末
摘
花

が
や
が
て
二
条
東
院
に
入
っ
て
い
く
の
は
、
極
め
て
当
然
の
結
末
な
の
で
あ
っ

た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は

　
①�

雨
夜
の
品
定
め
は
、「
な
ま
な
ま
の
上
達
部
」
の
窮
状
を
指
摘
し
、
そ
の

後
に
続
く
空
蟬
や
夕
顔
さ
ら
に
は
末
摘
花
と
光
源
氏
と
の
関
係
を
、
零
落

し
た
女
性
と
貴
公
子
と
の
単
純
な
恋
物
語
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
そ

こ
に
『
白
氏
文
集
』
諷
喩
詩
に
も
通
じ
る
よ
う
な
視
点
を
導
入
す
る
た
め

の
仕
掛
け
で
あ
り
、

　
②�

そ
の
射
程
は
、（
紆
余
曲
折
を
経
る
こ
と
に
は
な
る
が
）
二
条
東
院
構
想
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に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
だ
、

と
結
論
づ
け
た
い
と
思
う
。

註
1
　
今
西
祐
一
郎
「
物
語
と
身
分
」（『
源
氏
物
語
覚
書
』
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
）

　
2�

　
こ
の
よ
う
な
空
蟬
造
型
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
増
田
繁
夫
「
品
定
ま
れ
る
人
、
空

蟬
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
一
集
、
有
斐
閣
一
九
八
一
年
）、
原
田
敦
子
「
空

蟬
の
夢
」（『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
勉
誠
社
一
九
九
三
年
）
な
ど
参
照
。

　
3�

　
吉
見
健
夫
「
空
蟬
物
語
の
和
歌
─
歌
物
語
的
方
法
と
物
語
形
成
─
」（『
平
安
文
学

の
風
貌
』
武
蔵
野
書
院
二
〇
〇
三
年
）

　
4�

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
夕
顔
巻
の
物
語
と
人
物
造
型
」（『
日
本
古
代
恋
愛

文
学
史
』
笠
間
書
院
二
〇
一
五
年
）
で
も
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
5�

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
藤
原
克
己
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
愛
〉
と
白
氏
文
集
」

（『
源
氏
物
語
と
漢
詩
の
世
界
』
青

舎
二
〇
〇
九
年
）
中
西
翔
「「
色
好
み
」
の
再
検

討
」（『
む
ら
さ
き
』
二
〇
一
〇
年
十
二
月
）
な
ど
参
照
。

　
6�

　
松
尾
聰
「
末
摘
花
の
巻
の
一
つ
の
鑑
賞
」（『
平
安
時
代
物
語
論
考
』
笠
間
書
院
一

九
六
八
年
）

　
7�

　
今
井
源
衛
「
光
源
氏
」（『
今
井
源
衛
著
作
集
第
２
巻
』
笠
間
書
院
二
〇
〇
四
年
）

に
も
、
壮
年
期
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
「
低
次
で
素
朴
な
「
す
き
」「
ま
め
」
の
段
階

か
ら
「
心
長
」
き
博
愛
の
持
主
に
成
長
し
た
光
源
氏
」
と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
8�

　
夕
顔
巻
に
見
ら
れ
た
「
不
致
仕
」
の
思
想
が
光
源
氏
の
行
動
を
背
後
で
支
え
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
高
麗
人
の
相
人
の
言
葉
に
つ
い
て
─
光
源
氏
論
の
た

め
に
─
」（『
国
語
国
文
』
二
〇
一
六
年
十
二
月
）
で
も
触
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
9�

　
村
井
利
彦
「
楽
府
・
諷
喩
詩
・
源
氏
物
語
」（『
源
氏
物
語
逍
遙
』
武
蔵
野
書
院
二

〇
一
四
年
）
参
照
。

　
10�

　
塚
原
明
弘
「「
葎
の
門
」
の
「
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
」
─
光
源
氏
と
花
散
里
─
」

（『
國
學
院
雑
誌
』
二
〇
一
七
年
十
月
）
参
照
。

＊�

本
文
の
引
用
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
赤
染
衛
門
集
』
は

新
編
国
歌
大
観
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
　
全
』（
改
定
版
）
に
、

そ
れ
以
外
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
っ
た
が
、
表
記
な
ど
私
に
改
め
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。

（
よ
し
だ
・
み
き
お
　
本
学
教
授
）


