
研
究
の
現
在
と
問
題
点
 
 

平
安
朝
の
最
盛
期
に
成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』
に
よ
っ
て
、
物
語
は
 
 

完
成
の
域
に
達
し
て
い
た
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
成
立
当
初
か
ら
熱
烈
な
 
 

フ
ァ
ン
を
生
み
、
源
氏
物
語
崇
拝
が
お
き
、
物
語
の
バ
イ
ブ
ル
の
よ
う
 
 

な
存
在
と
な
っ
た
。
 
 
 

そ
う
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
多
大
な
影
響
下
で
作
ら
れ
続
け
た
中
世
 
 

物
語
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
安
易
に
踏
襲
・
模
倣
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
 
 

）
 

文
学
性
が
低
い
な
ど
と
評
価
さ
れ
て
き
。
し
か
し
、
最
近
は
、
そ
れ
 
 

ら
の
作
品
を
見
直
し
、
存
在
意
義
を
問
い
直
す
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

『
源
氏
物
語
』
以
降
の
物
語
群
の
な
か
か
ら
『
松
浦
官
物
語
』
を
み
る
 
 

と
き
、
ま
ず
、
発
想
の
新
し
さ
（
舞
台
を
日
本
と
中
国
の
み
な
ら
ず
天
 
 

上
界
に
ま
で
広
げ
た
点
）
、
構
成
（
偽
抜
、
省
筆
）
、
軍
記
表
現
（
後
に
 
 

成
立
す
る
軍
記
物
語
の
先
駆
け
）
、
偽
装
等
々
多
く
の
特
徴
を
み
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
 
 

『
松
浦
官
物
語
』
の
作
品
世
界
と
話
型
 
 

朴
 
南
 
圭
 
 

『
松
浦
官
物
語
』
の
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
作
者
、
成
立
時
期
の
研
 
 

究
は
、
定
説
化
す
る
に
つ
れ
減
少
し
、
作
品
自
体
に
対
す
る
研
究
が
増
 
 

え
て
き
た
。
萩
谷
朴
氏
は
、
『
松
浦
官
物
語
全
注
釈
』
の
解
説
に
お
い
て
、
 
 

『
松
浦
官
物
語
』
を
作
者
定
家
の
実
験
小
説
と
し
て
と
ら
え
、
「
物
語
全
 
 

体
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
基
本
的
プ
ロ
ッ
ト
も
、
決
し
て
こ
の
作
品
 
 

の
主
筋
で
は
な
く
、
こ
の
物
語
の
世
界
に
お
い
て
、
次
々
と
各
種
の
実
 
 

験
劇
を
展
開
す
る
た
め
の
舞
台
を
提
供
し
て
い
る
サ
ブ
プ
ロ
ッ
ト
に
過
 
 

ぎ
な
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
三
角
洋
一
氏
は
、
「
ひ
と
つ
の
 
 

（
3
）
 
 

主
題
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
、
す
ぐ
れ
て
構
築
的
な
物
語
で
あ
る
」
と
し
、
主
 
 

人
公
に
は
恋
の
物
思
い
が
つ
き
な
い
と
い
う
主
題
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
 
 

る
と
論
じ
て
い
る
。
 
 
 

本
論
文
で
は
、
『
松
浦
宮
物
語
』
が
ひ
と
つ
の
主
題
に
よ
る
構
築
的
な
 
 

物
語
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
、
主
人
公
弁
少
将
の
恋
の
遍
歴
を
ふ
た
つ
 
 

の
話
塑
に
分
類
し
、
さ
ら
に
「
孝
」
を
よ
む
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
読
 
 

み
の
可
能
性
を
試
み
た
。
 
 
 

ふ
た
つ
の
話
塑
と
は
、
主
人
公
の
恋
の
遍
歴
を
物
語
の
空
間
を
基
準
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に
分
け
て
、
「
悲
恋
談
」
と
「
渡
航
談
」
と
み
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
 
 

れ
に
二
つ
の
恋
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
 
 
 

以
下
は
、
こ
の
悲
恋
談
、
渡
航
談
、
ま
た
孝
を
め
ぐ
っ
て
、
三
飾
に
 
 

わ
た
っ
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 
 

悲
恋
談
と
し
て
の
出
発
 
－
 
ふ
た
つ
の
恋
 
 

ま
ず
「
悲
恋
談
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
弁
少
将
の
神
奈
備
皇
女
へ
 
 

の
初
恋
と
、
母
親
の
こ
と
を
悲
恋
談
と
し
た
。
前
者
に
つ
い
て
、
遣
唐
 
 

使
の
宣
旨
が
下
っ
た
の
は
皇
女
の
入
内
が
決
ま
っ
た
彼
の
こ
と
で
、
宣
 
 

旨
は
二
人
の
仲
を
裂
く
原
因
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
両
親
と
り
わ
け
 
 

母
親
に
重
く
受
け
止
め
ら
れ
る
。
母
親
は
肴
極
的
に
行
動
し
、
無
事
を
 
 

折
原
す
る
た
め
に
筑
紫
に
下
向
す
る
。
こ
れ
は
、
悲
恋
談
の
一
端
を
母
 
 

親
が
担
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
子
に
対
す
る
親
の
思
い
に
松
浦
 
 

さ
よ
姫
の
感
情
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

主
人
公
弁
少
将
は
、
生
ま
れ
つ
き
容
貌
が
世
に
優
れ
、
学
閥
が
よ
く
 
 

で
き
、
父
母
は
も
ち
ろ
ん
、
帝
ま
で
も
彼
の
将
来
を
楽
し
み
に
し
て
い
 
 

た
。
つ
ね
に
学
問
に
の
み
熱
中
し
つ
つ
も
、
神
奈
備
の
皇
女
と
い
う
后
 
 

腹
で
た
い
そ
う
美
し
い
方
を
是
非
と
も
妻
に
し
よ
う
と
、
思
い
悩
ん
で
 
 

い
た
。
こ
の
神
奈
備
皇
女
こ
そ
、
実
ら
ぬ
初
恋
の
相
手
で
あ
る
。
 
 
 

悲
恋
と
は
実
ら
ぬ
愛
で
あ
り
、
悲
劇
性
に
よ
り
、
人
々
の
共
感
と
興
 
 

味
を
誘
う
内
容
の
悲
恋
淡
と
い
う
か
た
ち
で
ひ
ろ
く
享
受
さ
れ
た
。
弁
 
 

こ
の
よ
う
に
弁
少
将
の
尽
き
せ
ぬ
恋
の
思
い
は
増
幅
し
て
い
く
け
れ
 
 

ど
も
、
皇
女
は
距
離
を
置
い
て
応
対
す
る
。
近
づ
け
ば
離
れ
て
し
ま
う
 
 

存
在
で
あ
っ
た
。
 
 
 

恋
愛
へ
の
未
熟
さ
ゆ
え
か
、
何
度
も
自
分
の
気
持
ち
を
吐
露
す
る
の
 
 

だ
が
皇
女
は
応
え
て
く
れ
な
い
。
悲
し
み
や
物
思
い
が
つ
き
な
い
毎
日
 
 

で
あ
る
。
側
で
そ
れ
を
見
て
い
る
父
や
母
も
何
の
助
け
に
も
な
れ
ず
も
 
 

ど
か
し
い
思
い
で
い
る
。
そ
し
て
と
う
と
う
皇
女
は
入
内
し
て
し
ま
い
 
 

初
恋
は
叶
わ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
 
 
 

三
角
氏
は
、
初
恋
に
つ
い
て
、
「
華
陽
公
主
に
ま
み
え
る
や
い
な
や
皇
 
 

女
へ
の
初
恋
を
精
算
し
、
帰
朝
の
の
ち
も
も
は
や
皇
女
に
は
見
向
き
も
 
 
 

少
将
は
、
恋
の
思
い
あ
ま
っ
て
菊
の
宴
の
と
き
に
、
菊
に
つ
け
て
恋
の
 
 

思
い
を
告
白
す
る
。
 
 

お
ぼ
み
や
の
魔
の
し
ら
ぎ
く
秋
を
建
て
う
つ
ろ
ふ
心
人
知
ら
ん
か
 
 

も
 
 

（
一
夏
）
 
 

恋
死
な
ば
恋
も
死
ぬ
ペ
き
月
日
蓮
て
い
か
に
物
思
ふ
我
が
身
と
か
 
 

（
三
頁
）
 
 

知
る
 
 

い
た
づ
ら
に
明
か
せ
る
夜
半
の
長
さ
夜
の
暁
霧
に
ぬ
れ
か
行
く
べ
 
 

き
 
 

（
五
頁
）
 
 

燃
え
に
燃
え
て
恋
ひ
ば
人
見
て
知
り
ぬ
ペ
重
な
げ
き
を
さ
へ
に
添
 
 

へ
て
た
く
か
な
 
 

（
七
頁
て
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の
よ
う
な
趣
向
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。
ま
た
、
自
分
に
は
届
か
な
い
存
 
 

在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
後
に
遣
唐
使
の
宣
旨
が
下
る
の
で
あ
る
。
悲
 
 

恋
を
癒
す
に
は
皇
女
か
ら
遠
く
離
れ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
悲
 
 

し
い
別
れ
と
相
応
す
る
形
で
渡
航
談
が
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
達
 
 

磨
便
の
宣
旨
は
、
弁
少
将
を
遁
世
の
よ
う
な
状
態
に
さ
せ
た
の
で
は
な
 
 

い
だ
ろ
う
か
。
 
 

渡
航
談
と
ふ
た
つ
の
恋
 
 

渡
唐
と
琴
の
伝
授
と
い
う
筋
立
て
は
『
宇
津
保
物
語
』
を
、
ま
た
琴
 
 

の
音
に
導
か
れ
て
女
と
契
り
を
結
ぶ
プ
ロ
ッ
ト
、
ま
た
そ
の
女
性
が
転
 
 

生
す
る
と
い
う
展
開
は
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
河
陽
県
の
后
を
め
ぐ
 
 

し
な
く
な
り
、
公
主
と
の
蓬
莱
宮
の
契
り
、
母
后
と
の
第
二
天
の
契
り
 
 

6
）
 

鱒
ま
え
で
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
 
 

こ
の
恋
愛
が
物
語
全
体
に
お
い
て
、
さ
し
た
る
重
要
性
を
持
た
な
い
と
 
 

い
う
こ
と
か
ら
、
構
想
上
の
ず
れ
を
指
摘
す
る
声
も
あ
る
。
 
 
 

弁
少
将
の
神
奈
備
の
皇
女
へ
の
恋
が
入
内
と
い
う
形
で
終
わ
っ
て
し
 
 

ま
う
こ
と
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
の
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
歌
で
有
名
な
第
四
 
 

段
の
、
 
 

人
の
い
貴
通
ふ
ペ
貴
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
な
ほ
憂
し
と
思
 
 

ひ
つ
つ
な
む
あ
り
け
る
 
 7
）
 
 

る
場
面
か
ら
摂
取
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
公
主
は
『
松
浦
官
物
語
』
に
 
 

登
場
す
る
三
人
の
女
性
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
持
つ
。
音
楽
 
 

の
伝
授
者
で
あ
り
、
主
人
公
の
少
将
と
結
ば
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
単
 
 

に
関
係
を
持
つ
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
、
子
孫
を
残
し
繁
栄
を
も
た
ら
す
 
 

存
在
で
あ
る
。
 
 
 

八
月
十
五
夜
、
少
将
は
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
て
遥
適
し
、
山
上
の
横
 
 

で
琴
を
弾
く
老
人
、
陶
紅
英
に
会
う
。
少
将
は
老
人
に
琴
の
伝
授
を
願
 
 

う
が
、
老
人
は
、
自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
弾
巷
手
で
あ
る
公
主
を
紹
介
す
 
 

る
。
ま
た
、
そ
れ
が
前
世
の
因
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
告
げ
ら
 
 

れ
る
。
公
主
は
仙
人
か
ら
琴
を
伝
授
さ
れ
た
、
帝
の
妹
で
あ
る
。
少
将
 
 

は
、
教
え
ら
れ
た
通
り
公
主
の
も
と
を
訪
ね
、
秘
曲
を
授
け
ら
れ
る
。
し
 
 

か
し
、
老
人
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
主
の
美
貌
 
 

に
心
が
乱
れ
る
。
琴
の
伝
授
が
終
わ
っ
た
十
月
三
日
、
二
人
は
契
り
を
 
 

結
ぶ
。
 
 
 

少
将
の
渡
唐
の
目
的
が
秘
曲
の
伝
授
に
あ
る
こ
と
は
、
老
人
に
よ
っ
 
 

て
、
は
じ
め
て
語
ら
れ
て
い
た
。
物
語
の
序
盤
に
「
管
絃
を
な
ら
ひ
て
 
 

も
、
師
に
は
さ
し
す
す
み
ふ
か
巷
て
ど
も
を
ひ
け
ば
、
は
て
は
て
は
人
 
 

に
も
と
は
ず
、
お
ほ
く
は
心
も
て
な
む
さ
と
り
け
る
」
と
あ
る
が
、
こ
 
 

の
記
述
を
少
将
の
渡
唐
に
つ
な
げ
る
に
は
、
い
さ
さ
か
物
足
り
な
い
。
少
 
 

将
は
、
管
絃
の
み
な
ら
ず
漢
詩
な
ど
に
も
才
能
が
あ
っ
た
し
、
そ
の
才
 
 

能
に
よ
っ
て
、
唐
帝
に
も
寵
愛
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

老
人
の
予
言
で
、
秘
曲
伝
授
と
い
う
、
弁
少
将
入
唐
の
本
来
の
目
的
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が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
秘
曲
を
日
本
に
持
 
 

ち
帰
る
の
み
な
ら
ず
、
伝
授
し
た
本
人
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
 
 

楽
の
家
が
起
こ
り
、
繁
栄
へ
と
つ
な
が
る
。
老
人
を
媒
介
と
し
た
出
会
 
 

い
は
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
も
み
ら
れ
る
が
、
后
に
会
う
前
の
場
面
 
 

で
、
記
述
も
少
な
く
媒
介
の
役
割
を
積
極
的
に
は
評
価
し
が
た
い
。
 
 
 

老
人
の
存
在
は
、
定
家
に
よ
っ
て
、
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
部
分
 
 

で
あ
る
。
ま
た
、
老
人
に
よ
る
禁
忌
や
予
言
な
ど
は
、
公
主
と
の
関
係
 
 

を
緊
迫
し
た
も
の
に
す
る
と
と
も
に
、
引
き
立
て
る
こ
と
に
も
な
る
。
 
 
 

ヒ
ロ
イ
ン
に
会
う
た
め
に
は
、
会
わ
せ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
が
 
 

介
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
陶
紅
英
な
る
人
物
の
存
在
意
義
は
、
 
 
 

①
弁
少
将
に
秘
曲
を
日
本
に
持
ち
帰
る
と
い
う
渡
唐
の
真
の
目
的
を
 
 

伝
達
す
る
。
 
 
 

②
弁
少
将
に
琴
の
名
手
で
あ
る
華
陽
公
主
を
紹
介
す
る
。
 
 
 

③
戦
乱
の
勃
発
と
来
世
で
の
公
主
と
の
再
会
を
予
言
す
る
。
 
 

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
老
人
自
身
が
、
琴
に
詳
し
い
こ
 
 

と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
ば
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
賢
 
 

者
と
し
て
の
老
人
の
存
在
は
『
源
氏
物
語
ヨ
明
石
」
の
、
 
 

な
に
が
し
、
延
書
の
御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
こ
と
四
代
に
な
 
 

ん
な
り
侍
ぬ
る
を
、
か
う
つ
た
な
き
身
に
て
、
こ
の
世
の
こ
と
は
 
 

捨
て
忘
れ
侍
ぬ
る
を
、
物
の
切
に
い
ぶ
せ
き
お
り
お
り
は
掻
き
鳴
 
 

ら
し
侍
し
を
、
あ
や
し
う
ま
ね
ぶ
も
の
の
侍
こ
そ
、
自
然
に
か
の
 
 

と
、
光
源
氏
を
明
石
の
姫
君
へ
と
手
引
き
す
る
明
石
の
人
道
の
資
格
と
 
 

存
在
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
少
将
は
、
葦
陽
公
主
と
の
別
れ
 
 

に
際
し
て
、
公
主
か
ら
形
見
で
あ
る
と
と
も
に
、
約
束
の
証
と
し
て
「
玉
」
 
 

を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
少
将
と
の
契
り
に
よ
っ
て
死
を
迎
え
た
公
 
 

主
と
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
公
主
の
死
後
中
休
み
に
は
い
る
が
、
公
主
の
遺
 
 

言
に
従
っ
て
「
玉
」
を
「
肌
身
離
さ
ず
」
持
ち
続
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

継
続
さ
れ
る
。
 
 

そ
れ
も
む
か
し
の
契
と
い
ひ
な
が
ら
、
い
と
か
う
あ
る
ま
じ
き
心
 
 

づ
か
ひ
を
し
つ
る
も
、
我
心
の
あ
や
ま
り
に
も
あ
ら
ず
。
琴
の
こ
 
 

ゑ
に
よ
り
て
、
か
な
ら
ず
身
を
ほ
ろ
ぽ
す
ゆ
へ
と
も
な
る
ペ
し
と
、
 
 

仙
人
の
お
し
へ
し
を
思
へ
ば
、
い
ま
こ
の
時
な
り
。
こ
れ
を
か
ぎ
 
 

り
と
お
も
ふ
と
も
、
人
の
心
の
な
ら
ひ
、
さ
て
し
も
え
や
む
ま
じ
 
 

き
わ
ざ
な
れ
ば
、
つ
ゐ
に
み
だ
れ
い
で
こ
ん
と
す
。
ま
こ
と
に
我
 
 

を
し
の
ぶ
心
ふ
か
く
、
あ
ら
ぬ
国
に
て
も
、
わ
す
れ
た
ま
ふ
ま
じ
 
 

く
は
、
こ
よ
ひ
、
あ
だ
の
命
を
う
し
な
ひ
て
、
か
な
ら
ず
の
ち
の
 
 

世
の
契
を
む
す
ば
む
 
 

（
巻
一
、
九
〇
貢
）
 
 
 

先
大
王
の
御
手
に
通
ひ
て
侍
れ
。
山
臥
の
ひ
が
耳
に
松
風
を
聞
き
 
 

わ
た
し
侍
に
や
あ
ら
ん
。
い
か
で
、
こ
れ
も
忍
び
て
聞
こ
し
め
さ
 
 

せ
て
し
が
な
で
、
 
 

（
六
六
頁
）
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と
、
公
主
は
自
分
の
死
が
、
弁
少
将
の
繁
栄
の
た
め
に
必
然
的
で
あ
る
 
 

こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
死
は
タ
ブ
ー
を
破
っ
た
こ
と
に
対
す
る
 
 

罰
で
は
な
く
、
再
生
を
得
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
再
生
は
、
少
 
 

将
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
。
「
玉
」
は
再
生
の
約
束
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
守
 
 

る
の
は
少
将
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。
形
見
、
お
守
り
、
そ
し
て
 
 

印
と
し
て
の
役
割
を
同
時
に
兼
ね
て
い
る
。
し
か
も
「
い
み
じ
き
雨
か
 
 

ぜ
の
さ
は
ぎ
、
な
み
の
し
た
」
で
も
注
意
し
て
守
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
 
 

い
る
こ
と
か
ら
、
「
玉
」
は
海
の
方
の
何
か
に
狙
わ
れ
や
す
い
こ
と
が
わ
 
 

か
る
。
「
珠
」
は
も
と
も
と
海
の
な
か
の
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
華
陽
公
主
は
具
体
的
な
転
生
の
方
法
を
語
る
。
そ
れ
は
「
は
 
 

せ
で
ら
」
に
玉
を
も
っ
て
「
三
七
日
」
間
修
法
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
 

三
七
日
の
修
法
は
、
三
つ
の
七
日
で
二
十
一
日
と
い
う
よ
り
は
三
十
七
 
 

道
品
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
戦
乱
、
航
海
な
ど
の
難
関
を
く
ぐ
 
 

り
抜
け
て
書
た
少
将
は
、
こ
の
修
法
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
白
 
 

身
の
状
態
を
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
華
陽
公
主
の
再
生
も
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 

公
主
の
遺
言
の
た
ま
ひ
て
、
し
た
も
の
こ
し
よ
り
、
す
い
し
や
う
 
 

の
た
ま
の
、
て
に
い
る
程
な
る
を
と
り
い
で
～
、
「
つ
ゐ
に
わ
が
契
 
 

を
わ
す
れ
ず
、
の
姶
ま
～
の
心
な
ら
ば
、
こ
の
た
ま
を
身
は
な
た
 
 

ず
も
ち
て
、
い
み
じ
き
雨
か
ぜ
の
さ
ば
ぎ
、
な
み
の
し
た
な
り
と
 
 

も
、
つ
ゐ
に
お
と
し
う
し
な
は
で
、
わ
が
国
に
か
へ
り
た
ま
へ
。
き
 
 
 

華
陽
公
主
は
遺
言
の
中
で
「
な
み
の
し
た
な
り
と
も
、
つ
ゐ
に
お
と
し
 
 

う
し
な
は
で
」
と
特
に
注
意
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
水
晶
の
玉
の
性
 
 

質
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
海
と
玉
の
関
係
は
如
意
珠
と
 
 

竜
王
の
関
係
で
あ
り
、
竜
王
が
玉
を
欲
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
 
 

る
。
筑
前
国
風
土
記
に
宗
像
の
神
体
が
玉
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
神
と
し
 
 

て
の
性
格
も
あ
る
。
玉
は
「
た
ま
し
い
」
に
通
じ
る
言
責
で
あ
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
公
主
は
琴
の
秘
曲
を
伝
授
し
、
そ
れ
を
日
本
に
伝
え
る
た
 
 

め
に
、
少
将
と
契
り
、
自
分
の
魂
を
少
将
に
預
け
た
こ
と
に
な
り
、
少
 
 

将
は
約
束
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
、
自
分
の
完
成
と
華
陽
公
主
を
同
時
 
 

に
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 
 

翁
の
言
葉
に
よ
る
と
「
そ
の
名
を
と
ひ
、
そ
の
こ
ゑ
を
き
か
ざ
り
し
 
 

さ
き
よ
り
、
こ
よ
ひ
、
こ
～
に
し
て
、
君
に
あ
は
む
こ
と
を
し
れ
き
。
君
 
 

は
人
の
国
に
、
こ
と
の
こ
ゑ
を
つ
か
へ
ひ
ろ
む
ぺ
き
契
に
よ
り
て
、
ち
ゝ
 
 

母
を
は
な
れ
て
、
わ
が
く
に
～
わ
た
れ
り
。
」
と
あ
り
、
物
語
の
第
二
の
 
 
 

け
ば
、
日
本
に
は
せ
で
ら
と
い
ひ
て
、
観
音
お
は
す
な
り
。
か
の
 
 

寺
に
こ
の
た
ま
を
も
て
ま
い
り
て
、
三
七
日
、
そ
の
ほ
う
を
を
こ
 
 

な
ひ
た
ま
へ
。
さ
て
の
み
な
ん
、
こ
の
世
の
人
の
そ
し
り
を
～
は
 
 

で
、
か
な
ら
ず
ふ
た
～
び
あ
ひ
み
る
ペ
書
」
と
の
姶
て
、
ま
だ
ふ
 
 

け
ぬ
程
に
、
か
く
ろ
へ
い
り
た
ま
ひ
ぬ
る
な
ご
り
、
い
へ
ば
さ
ら
 
 

（
巻
一
、
六
六
頁
）
 
 

也
。
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ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
華
陽
公
主
と
の
つ
な
が
り
が
出
来
る
と
と
も
に
、
渡
 
 

唐
目
的
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
に
琴
の
秘
曲
を
伝
授
 
 

す
る
た
め
に
は
様
々
な
障
害
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
言
 
 

者
で
あ
り
、
仲
介
者
の
老
人
が
迫
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
 
 

る
。
ま
た
、
外
国
に
持
ち
出
す
こ
と
は
、
さ
ら
に
危
険
で
あ
り
、
冒
険
 
 

が
必
要
で
あ
る
。
ひ
と
つ
が
戟
乱
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が
后
の
存
在
 
 

で
あ
る
。
戦
乱
は
、
弁
少
将
が
成
長
す
る
た
め
の
障
書
と
し
て
あ
る
の
 
 

で
は
な
く
、
戦
乱
が
あ
る
が
た
め
に
秘
曲
の
伝
授
が
可
能
に
な
る
の
で
 
 

あ
る
。
后
と
の
恋
も
、
同
じ
く
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
と
 
 

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
障
害
を
乗
り
越
え
て
こ
そ
日
本
に
 
 

帰
っ
て
音
楽
の
家
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
戦
乱
の
た
め
に
、
世
に
生
 
 

ま
れ
戦
乱
の
沈
静
後
役
割
は
終
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
将
を
取
り
巻
 
 

く
女
性
た
ち
と
環
境
に
は
、
か
な
ら
ず
戦
乱
と
い
う
共
通
項
が
存
在
す
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
戦
乱
の
部
分
に
対
し
て
、
萩
谷
氏
は
『
松
浦
官
物
語
』
解
説
中
 
 

の
論
文
に
一
章
を
設
け
、
「
作
者
が
文
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
 
 

（
9
）
 
よ
う
な
戦
闘
場
面
の
描
写
は
『
松
浦
官
物
語
』
以
前
は
類
を
見
な
い
」
 
 

と
し
、
ま
た
、
戦
闘
場
面
の
設
定
に
お
い
て
、
「
伝
奇
的
性
格
を
こ
の
作
 
 

者
は
賦
与
し
た
こ
と
に
着
目
し
な
が
ら
も
実
験
小
説
で
あ
る
と
い
う
論
 
 

旨
に
よ
っ
て
、
恋
愛
小
説
と
し
て
の
プ
ロ
ッ
ト
は
こ
こ
で
中
断
し
て
、
中
 
 

川
）
 

休
み
を
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
い
と
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
場
 
 

面
を
切
り
放
し
て
異
質
的
存
在
と
見
な
し
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
三
角
氏
は
物
語
主
題
の
一
貫
性
を
主
張
し
、
「
三
人
の
ヒ
ロ
イ
 
 

ン
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
世
界
を
形
成
し
な
が
ら
少
将
と
関
わ
り
あ
っ
て
 
 

（
〓
）
 
 

一
貫
性
を
保
っ
て
い
る
」
 
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
戟
開
場
面
の
描
写
 
 

が
果
た
す
物
語
の
一
貫
性
に
対
す
る
働
き
に
は
触
れ
て
な
い
。
 
 
 

対
し
て
、
伊
井
春
樹
氏
は
、
后
の
戦
略
と
少
将
の
動
き
に
つ
い
て
述
 
 

べ
な
が
ら
、
「
弁
少
将
は
帝
の
意
志
に
よ
る
派
遣
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
 
 

は
い
る
も
の
の
、
唐
に
渡
ら
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
を
負
っ
て
こ
の
世
に
 
 

（
1
2
）
 
 

生
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
」
 
と
し
、
本
来
な
ら
直
接
唐
に
生
ま
れ
れ
 
 

ば
良
か
っ
た
は
ず
が
「
こ
の
国
に
い
さ
さ
か
の
縁
あ
る
人
な
く
、
ま
た
 
 

弓
矢
を
預
る
べ
き
所
」
も
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
の
住
吉
明
神
に
託
し
 
 

た
と
言
う
。
つ
ま
り
、
物
語
は
后
の
合
計
に
至
っ
て
、
主
人
公
の
愛
の
 
 

遍
歴
が
紆
余
曲
折
を
経
て
淡
々
と
語
ら
れ
て
き
て
い
た
も
の
が
、
一
気
 
 

に
謎
・
が
解
け
る
。
后
の
告
白
の
内
容
こ
そ
が
、
物
語
の
出
発
点
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
、
使
命
で
あ
る
敵
将
宇
文
会
を
滅
ぼ
す
た
め
に
は
、
き
っ
か
け
 
 

と
し
て
戦
乱
が
取
り
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
任
務
を
果
 
 

た
し
た
後
は
、
人
間
と
し
て
、
も
と
は
仮
住
ま
い
で
あ
っ
た
は
ず
の
日
 
 

本
に
、
定
着
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
 
 

ト
は
、
主
人
公
が
最
初
に
生
を
受
け
た
と
こ
ろ
が
日
本
で
あ
る
こ
と
を
 
 

除
い
て
考
え
る
と
、
謡
曲
「
海
女
」
に
類
似
し
た
部
分
が
あ
る
。
つ
ま
 
 

り
、
異
界
と
し
て
の
唐
に
対
し
て
、
ま
た
そ
の
異
界
で
あ
る
天
上
界
を
 
 

設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
と
唐
は
同
じ
線
上
に
位
置
す
る
こ
と
 
 

に
な
り
、
水
平
的
交
流
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
平
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ふ
た
つ
の
恋
の
話
型
と
「
孝
」
 
 

以
上
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
の
叙
述
順
、
空
間
で
考
え
る
と
、
悲
 
 

恋
談
と
し
て
、
神
奈
備
皇
女
と
母
親
の
ふ
た
つ
の
恋
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
 
 

渡
航
談
と
し
て
、
牽
陽
公
主
と
后
と
の
二
つ
の
恋
愛
が
あ
る
こ
と
が
わ
 
 

か
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
話
塑
か
ら
読
み
と
れ
る
「
孝
」
の
問
題
に
つ
 
 

い
て
考
え
て
み
た
い
。
い
ま
ま
で
の
一
般
的
な
理
解
は
、
平
安
時
代
に
 
 

は
、
儒
教
は
書
物
に
よ
っ
て
学
ば
れ
た
も
の
の
、
政
治
上
に
あ
ら
わ
れ
 
 

た
こ
と
も
な
く
、
ま
し
て
文
学
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
も
 
 

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
『
宇
津
保
物
語
』
に
孝
子
伝
か
ら
の
影
 
 

響
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
儒
教
の
 
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
顎
 
 
 

儒
教
の
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
「
孝
」
思
想
が
物
語
に
ど
の
よ
う
に
 
 

あ
ら
わ
れ
る
か
を
考
察
し
な
が
ら
、
『
松
浦
官
物
語
』
に
お
け
る
「
孝
」
 
 

女
の
集
団
で
あ
る
 
 

面
上
の
雨
具
界
は
、
天
上
世
界
の
介
在
に
よ
り
実
質
的
に
異
界
で
な
く
 
 

な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
異
界
観
と
は
、
「
後
期
物
語
の
異
界
の
サ
イ
ク
 
 

ル
の
終
点
を
な
す
も
の
で
、
『
松
浦
官
物
語
』
で
は
唐
は
何
ら
日
本
と
い
 
 

う
現
実
に
対
す
る
異
界
で
は
な
く
同
じ
平
面
上
の
世
界
に
過
ぎ
な
く
区
 
 

望
 

別
が
消
失
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

謡
曲
「
海
女
」
の
場
合
、
唐
と
い
う
現
実
の
異
界
と
共
通
の
異
界
で
 
 

あ
る
竜
宮
が
あ
る
。
そ
し
て
媒
介
者
は
異
界
と
の
境
界
線
上
に
あ
る
海
 
 

い
1
J
）
 
 

と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
ひ
と
り
子
を
思
う
母
の
親
心
が
現
れ
て
い
る
。
男
 
 

は
母
の
歌
を
見
て
泣
き
な
が
ら
歌
を
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
子
 
 

と
し
て
親
へ
の
不
孝
と
い
う
自
責
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
 
 
 

次
に
『
宇
津
保
物
語
』
や
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
底
辺
に
あ
る
「
孝
」
 
 

の
問
題
を
み
な
が
ら
、
渡
航
談
の
な
か
で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
 
 

て
菖
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
『
手
薄
保
物
語
』
の
「
俊
蔭
」
は
、
 
 

待
望
さ
れ
た
申
し
子
で
あ
り
、
一
人
子
で
あ
る
。
顔
か
た
ち
才
能
と
も
 
 

に
世
に
た
ぐ
い
な
く
す
ぐ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
大
切
な
子
が
通
庸
便
に
 
 
 

の
問
題
を
考
え
る
。
『
伊
勢
物
語
』
第
八
十
四
段
に
、
 
 

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
身
は
い
や
し
な
が
ら
、
母
な
む
宮
な
り
 
 

け
る
。
そ
の
母
、
長
岡
と
い
ふ
所
に
住
み
姶
ひ
け
り
。
子
は
京
に
 
 

宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
、
し
ば
し
ば
え
ま
う
で
 
 

ず
。
ひ
と
つ
子
に
さ
へ
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
か
な
し
う
し
姶
ひ
け
 
 

り
。
さ
る
に
、
十
二
月
ば
か
り
に
、
と
み
の
こ
と
と
て
御
ふ
み
あ
 
 

り
。
お
ど
ろ
き
て
見
れ
ば
、
歌
あ
り
。
 
 
 

老
い
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
れ
の
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
い
よ
見
ま
く
 
 
 

ほ
し
貴
君
か
な
 
 

か
の
子
、
い
た
う
う
ち
泣
き
て
よ
め
る
。
 
 
 

世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
な
く
も
が
な
千
代
も
と
い
の
る
人
の
 
 
 

子
の
た
め
 
 

（
一
〇
一
貫
）
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父
母
悲
し
む
こ
と
、
さ
ら
に
普
ふ
ぺ
き
方
な
し
。
一
生
に
、
一
人
 
 

あ
る
子
な
り
。
か
た
ち
・
身
の
才
、
人
に
す
ぐ
れ
た
り
。
朝
に
見
 
 

て
、
夕
の
遅
な
は
る
ほ
ど
だ
に
、
紅
の
涙
を
お
と
す
に
、
遥
か
な
 
 

る
ほ
ど
に
、
あ
ひ
見
む
こ
と
の
難
善
道
に
出
で
立
つ
。
父
母
・
俊
 
 

蔭
が
悲
し
び
思
ひ
や
る
ペ
し
。
三
人
の
人
、
額
を
集
へ
て
、
涙
を
 
 

落
と
し
て
、
出
で
立
ち
て
、
つ
ひ
に
船
に
の
り
ぬ
。
 
 

（
九
i
十
真
『
）
 
 
 

俊
蔭
は
途
中
台
風
に
あ
い
、
改
新
国
に
漂
着
し
て
阿
修
羅
に
出
会
う
。
 
 

任
命
さ
れ
て
し
ま
い
、
親
子
三
人
で
血
の
涙
を
流
し
て
別
れ
を
悲
し
む
。
 
 

阿
修
羅
、
「
我
ら
、
昔
の
犯
し
の
深
さ
に
よ
り
て
、
悲
し
巷
身
を
受
 
 

け
た
り
。
し
か
あ
れ
ば
、
忍
辱
の
心
を
思
ふ
輩
に
あ
ら
ず
。
し
か
 
 

は
あ
れ
ど
も
、
『
日
本
の
図
に
、
忍
辱
の
父
母
あ
り
』
と
申
す
に
よ
 
 

り
て
、
四
十
人
の
子
ど
も
の
愛
し
く
、
千
人
の
春
属
の
愛
し
巷
に
 
 

よ
り
て
、
汝
が
命
を
許
し
給
ふ
。
汝
、
す
み
や
か
に
ま
か
り
か
え
 
 

帰
り
て
、
阿
修
羅
の
た
め
に
、
大
般
若
を
著
書
、
供
養
せ
よ
。
汝
、
 
 

日
の
本
の
父
母
に
向
か
ふ
ペ
き
便
を
与
へ
む
」
と
、
言
ふ
時
に
、
俊
 
 

蔭
、
伏
し
拝
み
て
言
は
く
「
日
本
よ
り
、
山
を
尋
ぬ
る
大
い
る
心
 
 

ば
へ
ば
、
父
母
が
愛
子
と
し
て
、
一
生
に
一
人
子
な
り
。
親
の
顧
 
 

み
の
厚
く
、
慈
悲
の
深
か
り
し
を
捨
て
て
、
国
王
の
仰
せ
の
か
し
 
 

こ
の
よ
う
な
対
話
に
お
い
て
、
国
王
の
命
に
従
っ
て
唐
に
わ
た
っ
た
が
、
 
 

そ
れ
が
父
母
へ
の
不
孝
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
俊
蔭
は
、
長
 
 

ら
く
故
郷
に
帰
ら
ず
に
い
る
の
で
、
自
分
は
不
孝
の
人
で
あ
り
、
そ
の
 
 

罪
を
免
れ
る
よ
う
に
、
阿
修
羅
の
守
っ
て
い
る
木
の
切
れ
端
を
も
ら
っ
 
 

て
琴
を
作
り
、
父
母
に
聞
か
せ
た
い
と
願
う
。
 
 
 

ま
た
、
俊
蔭
は
、
唐
に
い
た
っ
て
帝
に
帰
国
を
願
い
出
な
が
ら
、
日
 
 

本
に
年
八
十
に
な
る
父
母
が
い
る
の
に
見
捨
て
て
釆
ま
し
た
。
い
ま
と
 
 

な
っ
て
は
、
塵
、
灰
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
 
 

の
骨
で
も
見
て
お
き
た
い
の
で
す
、
と
い
っ
て
い
る
。
結
局
二
十
三
年
 
 

ぶ
り
に
帰
っ
て
み
る
と
父
親
が
亡
く
な
っ
て
三
年
、
母
親
が
亡
く
な
っ
 
 

て
五
年
に
な
っ
て
い
た
。
俊
蔭
は
嘆
き
悲
し
ん
で
三
年
の
孝
を
送
っ
た
。
 
 
 

俊
蔭
は
、
帝
の
命
に
よ
っ
て
や
む
な
く
父
母
を
見
捨
て
て
出
国
し
た
 
 

が
常
に
父
母
の
存
在
を
忘
れ
ず
に
帰
国
を
所
望
し
て
い
る
。
し
か
し
、
長
 
 

き
に
わ
た
っ
た
滞
在
期
間
の
た
め
、
父
母
は
す
で
に
亡
貴
人
に
な
っ
て
 
 

い
た
。
生
卓
て
帰
っ
て
親
た
ち
と
相
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
 
 

俊
蔭
の
無
念
さ
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
い
て
は
、
主
人
公
中
納
言
は
夢
に
、
父
故
 
 

こ 

か 

りしに 
よ 

り 
て 
渡 
れ 
り 
。 

そ 
の 
父 
母 

、紅 
の 
涙 

を流 

し 

て 
の  

ま
ひ
き
。
 
 

（
一
二
頁
、
傍
線
引
用
者
）
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で
は
、
『
松
浦
官
物
語
』
に
お
い
て
「
孝
」
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
現
 
 

れ
て
い
る
か
、
『
宇
津
保
物
語
』
や
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
先
例
と
と
 
 

も
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

主
人
公
弁
少
将
の
出
生
は
、
『
宇
津
保
物
語
』
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
 
 

い
る
よ
う
に
、
申
し
子
的
な
要
素
が
あ
り
、
一
人
子
で
あ
る
こ
と
、
優
 
 

れ
た
才
能
を
持
つ
な
ど
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
弁
少
将
に
遣
唐
使
と
 
 

し
て
の
宣
旨
が
あ
り
、
出
国
に
際
し
て
、
親
も
筑
紫
ま
で
下
向
し
て
血
 
 

と
あ
り
、
「
孝
行
」
を
す
る
た
め
に
渡
唐
す
る
と
い
う
、
遣
唐
使
即
別
れ
 
 

の
不
孝
と
い
う
図
式
の
裏
返
し
が
み
ら
れ
る
。
 
 

式 
部 

孝 卿 
養 が 
の 唐 
心 の 

帝の 
第 
三 
皇 

子 
に 

転 

と ちにし 
生し 

道な た 
に 
恋 ど、 事 

れ を 
ばに 告 

げ 
や ら 
、 れ 

お 
そ 

のお 転 
ろ 生 
し  し  

ま
た
、
以
下
の
ご
と
く
、
両
親
が
生
き
て
い
る
間
に
再
会
で
き
な
け
れ
 
 

ば
不
孝
の
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
必
ず
や
そ
の
命
が
尽
き
な
い
 
 

う
ち
に
帰
国
し
た
い
、
と
し
て
い
る
。
 
 

の
涙
を
流
し
、
別
れ
を
悲
し
ん
だ
。
ま
た
、
母
親
は
、
悲
壮
な
決
意
を
 
 

し
て
子
が
帰
る
ま
で
松
浦
に
宮
を
造
っ
て
待
つ
。
主
人
公
弁
少
将
は
、
陶
 
 

紅
英
な
る
老
人
に
よ
り
、
使
命
に
よ
っ
て
父
母
と
別
れ
る
運
命
に
あ
っ
 
 

た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
。
 
 

こ 
の 
国 
人 
に 
乱 
る 
る 

ふ 
し 
な 
く 
、 

れ 
慎 
み 
し 
う 
へ 
に、 

離 
心 
の 
乱  恐  

器 
物 
に 

も 
耐 
へ 

ず、 

齢 

至らず 
し 
て 
、 

ま 

か 
り 
渡 

り 

し 
は 
じ 

め 
、 

ふ  
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『
松
浦
官
物
語
』
で
は
、
母
親
が
悲
壮
な
決
意
で
子
の
帰
り
を
待
っ
て
い
 
 

る
状
況
を
ふ
ま
え
、
唐
后
の
口
か
ら
、
待
つ
人
が
深
い
愛
情
を
持
っ
て
 
 

い
て
そ
の
愛
情
に
背
き
に
く
い
の
で
そ
の
ま
ま
帰
国
し
、
故
郷
の
両
親
 
 

の
死
後
ま
で
見
届
け
て
再
び
唐
に
渡
ら
な
い
か
と
い
っ
て
い
る
。
父
母
 
 

と
生
き
て
再
会
す
る
こ
と
と
、
父
母
が
生
き
て
い
る
間
は
孝
行
を
尽
く
 
 

す
こ
と
の
重
要
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

唐
后
は
、
父
母
の
死
を
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
て
、
な
お
自
分
自
身
 
 

の
 
（
唐
后
）
 
の
臨
終
の
と
き
に
も
見
届
け
に
釆
て
ほ
し
い
と
弁
少
将
に
 
 

ね
が
う
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
許
可
が
で
て
、
別
れ
を
お
し
み
な
が
ら
船
 
 

出
を
し
、
松
浦
の
地
で
待
ち
わ
び
て
い
る
母
親
と
再
会
を
は
た
す
の
で
 
 

あ
る
。
 
 

お
わ
り
に
－
－
新
し
い
読
み
の
提
示
は
可
能
か
 
 
 

『
松
浦
官
物
語
』
は
ひ
と
つ
の
主
題
、
－
主
人
公
弁
少
将
恋
愛
の
悩
み
 
 

り 
や 

故 
郷 
に 
向 
卵 
割 

び 
に 
は 
べ 

る 
ペ 

善 
と 
思 

た 
ま 
へ 

し 
ゆ  

ゑ
ひ
と
つ
に
こ
そ
は
ペ
 
 

封 
u 
引 
潮 
引 

強 
き 
御 
道 
の 
し 
忍 
べ 

な 
れ 
ば、 

l 

松 
浦 

の宮に 

待 

）  ち毒  

れ
。
 
 
（
一
五
二
～
一
五
三
真
、
傍
線
引
用
者
）
 
 

が
尽
き
な
い
－
、
に
貫
か
れ
た
構
造
的
な
作
品
で
あ
る
。
実
験
小
説
と
 
 

し
て
構
想
の
破
綻
を
来
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
主
人
公
を
と
り
ま
 
 

く
神
奈
備
皇
女
、
母
親
で
あ
る
明
日
香
皇
女
、
葦
陽
公
主
、
邸
后
の
四
 
 

人
の
女
性
の
様
々
な
形
を
措
い
て
い
る
。
ま
た
、
内
面
に
な
が
れ
て
い
 
 

る
「
孝
」
と
「
公
私
」
 
の
間
に
葛
藤
す
る
主
人
公
を
み
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
「
孝
」
の
実
現
の
た
め
に
「
回
帰
」
す
る
物
語
に
お
い
て
、
日
本
で
 
 

の
ふ
た
つ
の
恋
は
回
帰
す
る
た
め
の
直
接
的
な
原
因
を
提
供
し
て
い
る
 
 

と
い
え
よ
う
。
唐
で
の
ふ
た
つ
の
恋
は
主
人
公
の
 
「
家
」
 
の
繁
栄
の
た
 
 

め
の
要
因
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
全
体
は
、
大
枠
の
「
孝
」
 
の
実
現
の
 
 

た
め
に
動
い
て
い
て
、
巷
っ
か
け
で
あ
る
悲
恋
、
発
展
の
渡
航
談
は
と
 
 

も
に
「
孝
」
の
要
素
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
「
孝
」
の
実
現
の
た
め
に
 
 

主
人
公
が
努
力
し
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

松
浦
の
地
に
対
す
る
い
く
つ
も
の
伝
説
は
、
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
 
 

遠
征
に
伴
う
男
女
間
の
別
離
が
主
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
別
離
の
悲
し
み
 
 

と
貞
女
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
相
ま
っ
て
「
松
浦
さ
よ
姫
」
が
詠
ま
れ
 
 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
中
を
舞
台
に
三
つ
の
恋
愛
を
繰
り
広
 
 

げ
る
『
松
浦
官
物
語
』
に
お
い
て
題
名
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
、
「
待
 
 

ち
人
」
が
母
親
で
あ
る
こ
と
が
疑
問
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
親
子
の
情
 
 

愛
、
孝
と
い
う
視
点
で
『
松
浦
』
を
み
る
と
、
『
宇
津
保
』
で
の
不
孝
（
帰
 
 

国
時
に
は
す
で
に
親
が
亡
く
な
っ
て
い
る
）
、
『
浜
松
』
の
亡
き
父
へ
の
 
 

孝
養
の
為
の
達
磨
、
を
現
世
に
お
け
る
「
孝
」
と
い
う
か
た
ち
で
克
服
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。
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