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賀
茂
真
淵
の
古
典
研
究
に
つ
い
て
は
、
真
淵
自
身
が
上
代
志
向
を

強
調
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、『
万
葉
考
』
を
は
じ
め
と
す
る
上
代
文
学

研
究
に
対
す
る
評
価
が
中
心
と
さ
れ
、
中
古
文
学
研
究
お
よ
び
中
古

文
学
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
の
実
態
の
検
討
は
十
分
に
な
さ
れ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
で
は
、
真
淵
の
中
古
文
学
研
究
の
具
体

像
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
代
志
向
の
実
際
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

真
淵
の
中
古
文
学
研
究
の
な
か
で
特
に
『
源
氏
物
語
新
釈
』
は
、

晩
年
の
真
淵
が
書
簡
に
お
い
て
「
源
氏
再
考
未
了
」
と
記
し
、『
新
釈
』

を
再
考
す
る
意
向
を
示
し
て
い
る
た
め
、
真
淵
自
身
は
『
新
釈
』
を

不
十
分
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
見
な
さ
れ（

�
（

、
真
淵
研
究

に
お
い
て
省
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
湖
月
抄
』
に

書
き
入
れ
る
形
式
で
注
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
に
『
湖
月
抄
』
の

踏
襲
に
過
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
る
一
方
で
、
源
氏
物
語
研
究
に
お
い
て

は
、
真
淵
の
個
性
的
な
解
釈
が
部
分
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
も
き
た（

�
（

。

以
下
、
真
淵
の
源
氏
物
語
に
対
す
る
批
判
の
内
実
を
示
し
た
う
え

で
、『
源
氏
物
語
新
釈
』
を
検
討
し
、『
新
釈
』
全
体
の
方
針
、
さ
ら

に
は
真
淵
の
古
典
注
釈
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。

一　

真
淵
の
源
氏
物
語
観

ま
ず
、
真
淵
の
源
氏
物
語
全
体
に
対
す
る
評
価
と
先
行
す
る
注
釈

類
の
相
違
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

中
世
以
来
、
歌
学
に
お
い
て
源
氏
物
語
は
和
歌
に
資
す
る
古
典
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
俊
成
に
よ
る
『
六
百
番
歌
合
』
に
お
け
る

「
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
也
」
と
い
う
判
詞
は
そ
れ
を
端
的

に
示
す
も
の
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
も
、
そ
の
考
え
は
た
と
え
ば

賀
茂
真
淵
と
源
氏
物
語

―
―

『
源
氏
物
語
新
釈
』
の
注
釈
方
法
を
め
ぐ
っ
て―

―

高
野　

奈
未
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次
の
よ
う
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

源
氏
一
部
の
詞
は
皆
歌
に
よ
む
也
。
毎
句
歌
に
な
ら
ぬ
は
な
し
。

さ
れ
ば
中
院
殿
の
源
氏
講
談
の
時
に
、
烏
丸
殿
の
、
源
氏
は
す

べ
て
歌
の
ち
う
な
り
と
宣
へ
ば
、
中
院
殿
、
い
か
に
も
さ
な
り

と
宣
ひ
し
よ
し
也
。

（『
光
雄
卿
口
授
』
烏
丸
光
雄
述	

岡
西
惟
中
記	

天
和
三
年
以
降
成
）

源
氏
物
語
の
全
て
の
言
葉
は
歌
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
、
和

歌
を
詠
む
た
め
に
有
用
な
古
典
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
源

氏
物
語
を
創
作
の
題
材
と
し
て
重
ん
じ
る
姿
勢
は
、
和
歌
だ
け
で
な

く
俳
諧
で
も
広
く
見
ら
れ（

�
（

、
源
氏
物
語
を
尊
重
す
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
真
淵
は
源
氏
物
語
に
つ
い
て
、
限
定
的
な
評
価
を
行
っ

て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、『
歌
意
考
』
の
一
節
で
あ
る（

（
（

。

源
氏
物
語
は
た
み
る
べ
し
。
こ
は
こ
ゝ
ろ
こ
と
ば
も
後
の
世
に

よ
れ
る
も
の
に
て
、
心
む
つ
か
し
く
か
し
こ
げ
に
く
る
し
き
さ

ま
し
た
れ
ど
、
こ
と
ば
の
中
に
い
と
よ
き
も
あ
り
て
、
後
の
人

は
歌
に
と
り
て
よ
み
ぬ
る
も
、
女
な
ど
は
よ
き
な
り
。
こ
の
も

の
が
た
り
は
、
う
た
も
同
じ
く
こ
と
の
心
め
ぐ
り
過
、
い
と
む

つ
か
し
げ
な
る
と
こ
ろ
を
ば
ま
ね
ぶ
こ
と
な
か
れ
。

（『
歌
意
考
』
広
本　

宝
暦
一
〇
年
ま
で
に
稿
本
成
立
）

歌
を
詠
む
た
め
に
源
氏
物
語
を
読
む
こ
と
を
す
す
め
、
そ
こ
に
は

す
ぐ
れ
た
「
こ
と
ば
」
が
あ
り
、
女
性
は
そ
れ
を
歌
に
詠
む
の
も
よ

い
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
点
は
中
世
以
来
の
源
氏
物
語
評
価
を

受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
女
性
に
限
っ
て
い
る
。
一
方
、

そ
の
趣
意
・
表
現
に
つ
い
て
「
む
つ
か
し
く
か
し
こ
げ
に
く
る
し
き
」

「
心
め
ぐ
り
す
ぎ
」
と
い
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
批
判
し
て

い
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
後
世
の
文
章
が
持
つ
過
剰
性

に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
評
言
は
、
真
淵
が
古
代
の
和
歌
と

比
較
し
て
後
世
の
和
歌
を
批
判
す
る
際
の
次
の
よ
う
な
言
葉
と
一
致

す
る
。今

少
し
く
だ
ち
行
た
る
世
に
て
、
人
の
心
に
巧
お
ほ
く
、
言
に

ま
こ
と
は
う
せ
て
、
歌
を
わ
ざ
と
し
た
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
よ

ろ
し
か
ら
ず
。
心
に
む
つ
か
し
き
事
あ
り
。

（『
歌
意
考
』
版
本　

寛
政
一
二
年
刊
）

真
淵
は
後
代
の
和
歌
を
批
判
す
る
と
き
、
時
代
が
下
る
ご
と
に
技

巧
的
に
な
り
、
素
直
な
心
情
を
失
っ
て
い
る
点
を
と
り
わ
け
指
摘
す

る
。
そ
う
し
た
否
定
さ
れ
る
べ
き
下
っ
た
時
代
の
性
質
が
源
氏
物
語

に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
真
淵
は
批
判
的
な
姿
勢
を
示
し
て

い
る
。
源
氏
物
語
に
対
す
る
非
難
は
、「
狂
言
綺
語
」
や
「
好
色
」
の

観
点
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
は
真
淵
以
前
に
も
多
く
あ
っ
た
が
、
そ
れ

に
対
し
真
淵
は
、
そ
の
文
章
表
現
を
こ
と
さ
ら
問
題
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
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次
に
、『
新
釈
』
の
方
針
を
概
括
し
て
述
べ
て
い
る
『
源
氏
物
語
新

釈
惣
考
』
か
ら
、
源
氏
物
語
の
内
容
に
関
す
る
真
淵
の
意
見
を
見
て

み
た
い
。『
惣
考
』
に
は
、「
此こ
の

い
へ
る
事
ど
も
多
く
は
荷
田
東
万
呂
・

安
藤
為
章
が
論
を
と
れ
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
た
め
、『
新
釈
』
は
春

満
・
為
章
の
説
を
踏
襲
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
次
に

挙
げ
る
の
は
、
先
行
す
る
注
釈
類
に
見
え
な
い
、
真
淵
独
自
の
意
見

を
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

宮
中
お
き
て
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
お
も
は
ぬ
ま
ぎ
れ
出
来
て
、

御
身
の
為
も
臣
の
為
も
は
て
〳
〵
は
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
況
や
私

の
家
々
の
事
に
も
人
の
交
ら
ひ
に
も
、
各
い
は
で
お
も
ふ
事
の

多
か
る
を
い
は
ざ
れ
ば
、
各
自
の
み
の
や
う
に
お
も
は
れ
て
、

人
心
の
ほ
ど
し
り
が
ほ
に
し
て
し
ら
ざ
る
物
也
。
和
漢
と
も
に

人
を
教
る
書
丁
寧
に
と
く
と
む
か
ふ
人
の
い
は
で
お
も
ふ
心
を

あ
ら
は
し
た
る
物
な
し
。
只
此
ふ
み
よ
く
そ
の
心
を
い
へ
り
。

又
源
氏
の
密
通
に
て
冷
泉
院
の
生
れ
給
ひ
、
し
か
も
源
氏
う
し

ろ
み
し
た
ま
ふ
。
も
し
此
君
藤
原
氏
に
し
も
あ
ら
ば
、
皇
の
御

つ
ぎ
は
絶
ぬ
べ
し
。
し
ば
ら
く
其
ま
ぎ
れ
は
人
、
歯
を
く
ひ
し

ば
る
と
い
へ
ど
も
、
と
も
に
皇
子
・
皇
女
を
と
り
合
て
か
り
に

も
他
姓
を
せ
ざ
る
は
、
し
か
し
な
が
ら
こ
ゝ
ろ
し
ら
ひ
せ
る
も

の
也
。
さ
て
終
に
朱
雀
の
神
系
に
し
も
か
へ
し
奉
り
た
る
は
、

和
文
の
諷
刺
こ
と
に
女
の
筆
に
て
な
だ
ら
か
な
る
物
か
ら
、
此

意
を
よ
く
か
う
が
へ
ん
人
は
身
を
ふ
る
は
す
べ
き
物
也
。
宮
中

の
お
き
て
正
し
か
ら
ず
、
人
情
を
よ
く
し
ろ
し
め
さ
ぬ
故
に
ま

ぎ
れ
あ
め
り
。
是
を
度
見
そ
な
は
す
す
べ
ら
ぎ
、
い
か
で
か
御

心
お
か
せ
給
は
ざ
ら
ん
や
。
此
外
、
臣
下
に
い
た
り
て
も
、
准

て
家
々
の
心
お
き
て
人
々
の
用
意
と
成
べ
し
。
或
は
淫
乱
の
媒

と
な
れ
と
て
に
く
む
人
も
侍
れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら
ず
。
人
情
の

引
所
故
是
を
見
る
に
、
う
ま
ず
し
て
よ
く
見
れ
ば
、
其
よ
し
あ

し
自
然
に
心
よ
り
し
ら
れ
て
、
男
女
の
用
意
と
な
れ
る
事
、
日

本
の
神
教
そ
の
物
を
以
て
諷
喩
す
る
な
り
。
日
本
紀
を
よ
み
し

に
や
、
と
仰
ら
れ
し
は
さ
る
ゆ
ゑ
に
や
。	

（『
惣
考
』「
本
意
」）

真
淵
は
傍
線
部
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
は
「
い
は
で
お
も
ふ
心
」

で
あ
る
人
情
を
非
常
に
よ
く
描
い
て
い
る
と
し
つ
つ
、
物
の
ま
ぎ
れ

は
宮
中
の
規
範
が
乱
れ
、人
情
に
通
じ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
起
こ
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
源
氏
物
語
が
人
情
を
よ
く
描
い
て
い
る
と

い
う
主
張
は
為
章
や
熊
沢
蕃
山
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が（

（
（

、

「
物
の
ま
ぎ
れ
」
の
原
因
に
ま
で
人
情
を
関
連
付
け
た
こ
と
に
は
、
真

淵
の
人
情
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

同
じ
く
「
物
の
ま
ぎ
れ
」
に
つ
い
て
述
べ
た
波
線
部
で
は
、
藤
壺

と
光
源
氏
の
不
義
は
、
そ
も
そ
も
皇
子
と
皇
女
の
配
偶
で
あ
り
、
こ

れ
が
「
日
本
の
神
教
」
に
よ
っ
て
諷
喩
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し

て
い
る
。
源
氏
物
語
と
「
日
本
の
神
教
」
と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
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と
は
春
満
や
為
章
の
主
張
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
真
淵
の
特
色
あ
る
源
氏
物
語
観
と
し
て
、
文
章
に
対
し
て

批
判
的
で
あ
る
こ
と
、「
日
本
の
神
教
」
と
の
共
通
点
を
見
て
い
る
こ

と
を
述
べ
た
。
次
章
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
が
注
釈
に
ど
う
反
映

さ
れ
て
い
る
か
、『
新
釈
』
の
内
容
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

二　

源
氏
物
語
の
文
章
に
対
す
る
批
判

真
淵
は
源
氏
物
語
に
つ
い
て
、
後
世
の
和
歌
を
非
難
す
る
と
き
と

同
じ
く
、「
む
つ
か
し
く
か
し
こ
げ
に
く
る
し
き
」「
心
め
ぐ
り
す
ぎ
」

と
し
て
批
判
し
て
い
た
。
そ
の
批
判
の
内
実
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ

う
に
伊
勢
物
語
注
釈
に
示
さ
れ
て
い
る
。

真
淵
は
『
伊
勢
物
語
古
意
』（
以
下
、『
古
意
』）
に
お
い
て
、
伊
勢
物

語
と
源
氏
物
語
の
創
作
手
法
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

文
章
の
相
違
点
を
述
べ
て
い
る（

（
（

。

（
伊
勢
物
語
は
）
い
に
し
へ
の
文
の
体さ
ま

に
て
、
言
少
な
く
て
意
を

こ
め
た
る
事
、
か
ゝ
る
も
の
に
は
又
た
ぐ
ひ
な
し
。
よ
く
と
き

得
ん
人
は
、
古
文
の
例
と
為す

べ
し
。
且
其
歌
を
相
照
し
て
、
こ
ゝ

ろ
を
催
す
事
ま
な
ぶ
べ
し
。
是
を
よ
く
知
て
末
々
の
物
語
や
う

の
文
を
と
き
得
る
に
た
や
す
し
。
中
に
も
源
氏
物
語
は
此
文
を

ひ
ろ
め
た
る
所
多
し
と
あ
づ
ま
ゝ
ろ
の
い
は
れ
し
如
く
、
よ
く

見
れ
ば
、
げ
に
こ
の
文
の
一
言
を
あ
ま
た
言
に
い
ひ
延
べ
、
す

べ
て
の
お
も
む
き
も
し
か
也
と
お
も
ひ
得
る
事
多
け
れ
ば
、
そ

れ
ら
見
ん
に
は
本
を
し
る
手た

よ
り
あ
り
。
後
の
人
は
此
文
の
詞

を
よ
く
見
ぬ
に
や
、
さ
せ
る
事
な
し
と
お
も
へ
り
。
源
氏
の
詞

は
ま
ね
ぶ
べ
し
。
此
詞
は
う
つ
し
と
る
事
難
し
。
源
氏
は
後
に

よ
れ
る
文
に
て
、
事
を
書
つ
く
し
、
か
つ
こ
ゝ
ろ
・
こ
と
葉
と

も
に
薄
し
。
伊
勢
は
い
に
し
へ
に
つ
き
た
る
物
に
て
、
心
・
こ

と
ば
少
く
て
篤
き
也
。	

（『
伊
勢
物
語
古
意
』「
総
論
」
寛
政
五
年
刊
）

真
淵
は
、
伊
勢
物
語
を
引
き
延
ば
し
て
書
か
れ
た
源
氏
物
語
の
言

葉
を
学
ぶ
こ
と
は
、
伊
勢
物
語
の
言
葉
に
こ
め
ら
れ
た
趣
意
を
知
る

助
け
に
な
る
と
し
て
、
限
定
的
に
は
源
氏
物
語
の
意
義
を
み
と
め
て

い
る
。
右
の
伊
勢
物
語
と
源
氏
物
語
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
が
具

体
的
に
指
す
と
こ
ろ
は
、
以
下
に
掲
げ
る
『
古
意
』
の
記
述
に
よ
っ

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、『
古
意
』
の
第
一
段
、「
初
冠
」
の
男
が
春
日

で
姉
妹
に
歌
を
読
み
か
け
る
段
に
お
い
て
、
男
の
心
情
の
描
写
で
あ

る「
お
も
ほ
え
ず
ふ
る
さ
と
に
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
こ
ゝ

ち
ま
ど
ひ
に
け
り
」
に
対
す
る
注
釈
で
あ
る
。

源
氏
の
は
ゝ
木
ゝ
の
巻
に
、
あ
ば
れ
た
ら
ん
む
ぐ
ら
の
門
に
、

思
ひ
の
ほ
か
に
ら
う
た
げ
な
ら
ん
人
の
と
ぢ
ら
れ
た
ら
ん
こ
そ
、

か
ぎ
り
な
く
め
づ
ら
し
く
は
お
ぼ
え
て
、
い
か
で
、
は
た
か
ゝ

り
け
ん
と
、
お
も
ふ
よ
り
た
が
へ
る
事
な
ん
あ
や
し
う
心
と
ま
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る
わ
ざ
な
べ
き
と
い
ふ
は
、
や
が
て
こ
ゝ
を
書
延
つ
る
也
け
り
。

此
文
に
は
た
ゞ
一
く
だ
り
に
の
み
書
た
る
を
、
彼
は
委
し
き
に

過
た
る
や
う
に
こ
そ
、
此
わ
か
ち
を
見
得
て
、
古
文
の
よ
ろ
し

き
を
知
べ
し	

（『
古
意
』
第
一
段
）

伊
勢
で
は
、
思
い
が
け
ず
田
舎
に
は
不
釣
り
合
い
な
女
が
い
た
の

で
心
動
い
た
、
と
だ
け
書
い
て
い
る
の
に
対
し
、
源
氏
で
は
伊
勢
の

こ
の
箇
所
を
も
と
に
、「
ら
う
た
げ
」「
め
づ
ら
し
く
」「
い
か
で
、
は

た
か
ゝ
り
け
ん
」
と
い
う
語
を
加
え
る
と
い
う
よ
う
に
左
馬
頭
の
心

情
を
具
体
的
か
つ
詳
細
に
描
写
す
る
。
真
淵
は
、
簡
潔
な
描
写
を
行

う
伊
勢
こ
そ
「
古
文
」
で
あ
り
、
源
氏
と
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
。

同
様
に
「
古
文
」
と
し
て
の
伊
勢
を
称
賛
す
る
、
第
十
四
段
の
注

釈
を
挙
げ
る
。
こ
の
段
は
、「
み
ち
の
国
」
に
赴
い
た
男
が
土
地
の
女

と
共
寝
を
す
る
も
、
心
惹
か
れ
ず
都
へ
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
で

あ
る
。
右
に
あ
げ
る
の
は
、共
寝
を
す
る
男
に
つ
い
て
説
明
す
る
「
さ

す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
ん
い
き
て
ね
に
け
り
。
夜
ふ
か
く
出
に

け
れ
ば
」
に
対
す
る
注
釈
で
あ
る（

（
（

。

源
氏
末
摘
花
の
巻
に
、
何
事
に
つ
け
て
御
心
も
と
ま
ら
む
夜
ぶ

か
く
出
給
ふ
と
書
る
は
、
こ
れ
を
と
れ
る
に
や
。
さ
れ
ど
、
こ
ゝ

に
は
心
の
と
ま
ら
ぬ
事
を
い
は
で
し
ら
せ
た
る
ぞ
古
文
な
る
。

［
割
注
］
古
文
・
今
文
の
わ
か
ち
、
こ
れ
ら
に
て
明
ら
か
也　
　

（『
古
意
』
第
十
四
段　

稿
本
）

伊
勢
物
語
で
は
、
た
だ
夜
深
く
に
出
て
行
っ
た
と
行
動
を
述
べ
る

だ
け
な
の
に
対
し
、
源
氏
物
語
は
、
何
に
対
し
て
も
御
心
が
留
ま
る

は
ず
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
に
、
夜
深
く
出
て
行
く
光
源
氏
の
心

情
を
細
か
く
説
明
し
て
い
る
。
真
淵
は
、
そ
の
心
情
を
言
葉
で
表
さ

ず
に
読
む
者
に
知
ら
せ
る
の
が
「
古
文
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
細
か
に

説
明
し
て
し
ま
う
の
は
「
今
文
」
で
あ
る
と
し
て
い
る（

（
（

。

つ
ま
り
、
状
況
を
少
な
い
言
葉
で
描
写
し
、
心
情
を
醸
し
出
す
こ

と
が
で
き
る
表
現
を
「
古
文
」
と
し
て
、
真
淵
が
理
想
と
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
源
氏
物
語
は
「
人
の
心
」
を
よ
く
表
し
て
い
る
と

い
う
点
で
は
評
価
に
値
す
る
と
真
淵
は
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
表
現

は
心
の
動
き
を
つ
ぶ
さ
に
説
明
し
尽
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
批
判
す
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
を
読
む

こ
と
が
伊
勢
物
語
の
読
解
の
助
け
に
な
る
と
い
う
の
も
、
伊
勢
物
語

に
お
い
て
は
言
葉
に
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
、
文
章
か
ら
読
み
取
る
べ

き
心
情
が
、
源
氏
物
語
に
は
書
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
文
に
お
け
る
こ
う
し
た
表
現
の
過
剰
性
が
招
く
弊
害

に
対
す
る
真
淵
の
危
惧
は
、『
新
釈
』
の
個
々
の
注
釈
に
お
い
て
も
次

の
よ
う
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

し
に
入　

夕
霧
の
我
も
死
い
る
心
ち
す
れ
ば
さ
る
わ
が
魂
は
此

御
か
ら
に
と
ま
れ
か
し
と
思
は
る
ゝ
と
也
。
此
所
の
事
ど
も
益

な
く
書
過
て
聞
ゆ
。
か
ゝ
る
こ
と
此
作
者
の
く
せ
也
。
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（『
新
釈
』「
御
法
」）

こ
こ
は
、
紫
の
上
の
死
に
際
し
て
、
夕
霧
が
「
し
に
入
魂
の
や
が

て
こ
の
御
骸
に
と
ま
ら
な
む
」
と
思
う
場
面
で
あ
る
。
現
行
の
注
釈

で
は
紫
の
上
の
魂
が
亡
骸
に
と
ど
ま
っ
て
欲
し
い
と
解
さ
れ
て
い
る

が
、
真
淵
以
前
の
注
釈
で
は
、
夕
霧
が
悲
し
み
に
よ
っ
て
自
身
も
死

ん
で
し
ま
う
よ
う
な
気
持
ち
で
あ
り
、
そ
の
自
分
の
魂
が
紫
の
上
の

亡
骸
に
と
ど
ま
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。
真
淵

も
後
者
の
解
釈
を
踏
襲
し
た
う
え
で
、
夕
霧
の
心
情
を
む
や
み
に
書

き
す
ぎ
た
文
章
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
。
そ
れ
は
悲
し
み
の
心
情

を
具
体
的
に
細
か
く
説
明
し
尽
く
そ
う
と
す
る
こ
と
で
、
本
来
読
者

が
感
得
す
べ
き
で
あ
る
心
情
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
意
味
を
あ
か
ら
さ
ま
に
説
明
し
言
い
尽
く
す
こ
と
が

言
い
詰
め
た
表
現
で
あ
り
、
和
歌
に
お
い
て
心
の
「
ま
こ
と
」
を
詠

み
出
す
こ
と
を
阻
害
す
る
と
し
て
真
淵
が
い
さ
め
た
こ
と
は
、
拙
稿

で
論
じ
た（

（（
（

。
真
淵
の
源
氏
物
語
の
文
章
に
対
す
る
批
判
は
、
こ
う
し

た
歌
学
に
お
け
る
方
針
と
一
致
し
て
い
る
。
真
淵
は
、
表
現
の
過
剰

性
に
よ
っ
て
「
ま
こ
と
」
す
な
わ
ち
古
代
の
素
直
な
心
が
失
わ
れ
る

こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三　

心
情
の
重
視

こ
こ
ま
で
真
淵
が
源
氏
物
語
の
文
章
の
過
剰
性
を
批
判
し
た
こ
と

を
確
認
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
淵
は
『
惣
考
』
に
お
い
て
、

源
氏
物
語
は
人
情
を
よ
く
描
い
て
い
る
と
し
て
肯
定
的
評
価
を
与
え

て
も
い
る
。『
新
釈
』
の
注
釈
を
見
る
と
、
説
明
さ
れ
な
い
「
情
」
に

注
目
し
つ
つ
心
情
を
重
視
し
て
解
釈
を
行
う
姿
勢
が
指
摘
で
き
る
。

真
淵
以
後
の
注
釈
へ
の
影
響
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
以
下
に
確
認
す

る（
（（
（

。朝
顔
巻
の
紫
の
上
の
歌
で
あ
る
「
こ
ほ
り
と
ぢ
石
間
の
水
は
ゆ
き

な
や
み
そ
ら
す
む
月
の
か
げ
ぞ
な
が
る
る
」
に
つ
い
て
、
真
淵
は
次

の
よ
う
に
解
し
て
い
る（
（（
（

。

氷
と
ぢ　

後
撰　

天
の
川
冬
は
氷
に
と
ぢ
た
れ
や
い
し
ま
の
た

ぎ
つ
音
づ
れ
も
せ
ぬ
て
ふ
歌
よ
り
出
て
、
今
の
歌
の
本
は
紫
の

自
ら
物
思
ひ
有
を
そ
へ
、
末
は
源
の
心
の
ま
ゝ
に
物
し
給
ふ
を

そ
へ
た
り
。
或
説
に
は
た
ゞ
折
節
の
さ
ま
也
と
い
へ
ど
い
と
ゑ

じ
給
ふ
が
や
う
〳
〵
と
少
し
な
ぐ
さ
め
給
ふ
ほ
ど
の
夜
な
れ
ば

さ
の
み
は
あ
ら
じ
。	

（『
新
釈
』「
槿
」）

こ
こ
は
、
紫
の
上
が
朝
顔
の
斎
院
の
も
と
に
か
よ
う
光
源
氏
に
和

歌
を
詠
む
場
面
で
あ
る
。
紫
の
上
の
歌
は
、
先
行
注
釈
で
は
た
だ
の

叙
景
歌
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
真
淵
は
、
後
撰
集
の
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「
天
の
川
冬
は
氷
に
と
ぢ
た
れ
や
い
し
ま
の
た
ぎ
つ
音
づ
れ
も
せ
ぬ
」

を
本
歌
と
し
て
指
摘
し
、
上
の
句
は
紫
の
上
の
物
思
い
多
い
人
生
を
、

下
の
句
は
紫
の
上
と
対
照
的
な
光
源
氏
の
「
心
の
ま
ゝ
」
の
生
き
方

を
詠
ん
だ
述
懐
歌
と
し
て
解
釈
し
た
。
源
氏
物
語
に
示
さ
れ
て
い
る

心
情
を
見
逃
さ
ず
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
真
淵
の
姿
勢
が
よ
く
表
れ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

真
淵
が
源
氏
物
語
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
う
し
た
心
情
の
読

解
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
登
場
人
物
の
心
情
を
確
認
し
た
う
え

で
解
釈
を
行
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、

先
行
す
る
注
釈
と
比
較
し
て
そ
の
傾
向
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、
六
条
御
息
所
が
、
光
源
氏
の
訪
れ
に
よ
っ
て

伊
勢
下
向
を
考
え
直
す
場
面
の
解
釈
で
あ
り
、『
新
釈
』
が
『
湖
月
抄
』

説
を
踏
襲
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

細　

御
息
所
の
心
也
。　

師　

前
に
も
ふ
り
は
な
れ
く
だ
り
給

ひ
な
ん
は
、
い
と
心
ぼ
そ
か
り
ぬ
べ
く
と
あ
り
。
源
の
朝
け
の

姿
の
お
か
し
き
を
、
御
息
所
の
み
給
ふ
に
つ
け
て
、
猶
源
を
捨

て
下
り
給
は
ん
事
は
お
ぼ
し
か
へ
す
也
。	

（『
湖
月
抄
』「
葵
」）

こ
の
部
分
の
前
の
本
文
に
、
御
息
所
自
身
が
下
向
す
る
と
き
は
さ

ぞ
心
細
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
、
光
源
氏
の
お
も
む
き
あ
る

姿
を
み
て
御
息
所
が
下
向
を
考
え
直
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ

と
を
『
湖
月
抄
』
所
引
の
「
師
説
」
は
指
摘
す
る
。『
湖
月
抄
』
以
前

の
注
釈
に
お
い
て
も
こ
れ
と
同
様
に
、
簡
潔
な
事
実
の
指
摘
の
み
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
新
釈
』
は
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
『
湖
月
抄
』
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

な
ほ
ふ
り
は
な
れ
な
ん
事　

上
に
い
ふ
ご
と
く
、
つ
ら
き
方
に

思
ひ
は
て
ゝ
も
は
た
ふ
り
は
な
れ
ん
も
心
ぼ
そ
く
、
又
人
に
お

も
ひ
下
さ
れ
て
京
に
あ
ら
ん
も
い
か
に
ぞ
や
と
、
此
二
つ
定
か

ね
玉
ふ
に
今
源
の
ま
れ
に
も
か
く
お
は
し
て
い
ひ
な
ぐ
さ
め
、

且
朝
け
の
す
が
た
に
も
心
ひ
か
る
ゝ
に
よ
り
て
ま
だ
〳
〵
と
ゞ

ま
る
方
に
思
ひ
か
へ
さ
る
ゝ
と
な
り
。	

（『
新
釈
』「
葵
」）

『
新
釈
』
は
『
湖
月
抄
』
に
対
し
、
傍
線
部
を
付
け
加
え
て
い
る
。

下
向
し
た
い
と
思
う
要
因
が『
湖
月
抄
』に
は
な
い
の
に
対
し
、『
新
釈
』

で
は
、
光
源
氏
に
思
わ
れ
ぬ
ま
ま
京
に
い
る
の
も
ど
う
し
た
も
の
か
、

と
い
う
六
条
御
息
所
の
心
情
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
下
向
を
迷
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
「
ま
れ
に
も
」
光
源
氏
が
訪
れ
て
優
し
い
言
葉
を
掛

け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
考
え
直
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
御
息
所
の
心
情
と
そ
れ
に
関
わ
る
要
因
が
こ
ま
や
か
に
解
説

さ
れ
て
い
る
。

同
様
に
、
先
行
注
釈
を
否
定
す
る
と
き
に
も
、
登
場
人
物
の
心
情

に
対
す
る
読
解
を
踏
ま
え
て
、
真
淵
の
解
釈
を
提
示
す
る
と
い
う
手

順
を
踏
ん
で
い
る
。

（
本
文
）
わ
が
宿
の
花
し
な
べ
て
の
色
な
ら
ば
な
に
か
は
さ
ら
に
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き
み
を
ま
た
ま
し

う
ち
に
お
は
す
る
程
に
て
、
う
へ
に
そ
う
し
給
。
し
た
り
が
ほ

な
り
や
と
わ
ら
は
せ
給
て

（
頭
注
）
わ
が
宿
の
花
し　

細　

を
ご
り
た
る
歌
也
。
我
宿
の
花

の
な
ほ
ざ
り
な
ら
ぬ
よ
し
也
。	

（『
湖
月
抄
』「
花
宴
」）

花
宴
巻
で
、
内
裏
で
右
大
臣
が
光
源
氏
に
歌
を
詠
み
、
そ
れ
を
光

源
氏
が
帝
に
報
告
す
る
場
面
で
あ
る
。「
わ
が
宿
の
花
し
な
べ
て
の
色

な
ら
ば
な
に
か
は
さ
ら
に
き
み
を
ま
た
ま
し
」
と
い
う
右
大
臣
の
歌

は
、
現
代
の
注
釈
で
は
「
私
の
家
の
藤
の
花
が
、
も
し
も
通
り
一
ぺ

ん
の
美
し
さ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
こ
と
さ
ら
あ
な
た
を
お
待
ち
申
し

ま
し
ょ
う
ぞ
」
と
訳
さ
れ
て
お
り（

（（
（

、
諧
謔
味
を
含
ん
だ
誘
い
の
歌
と

解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
細
流
抄
』
を
引
く
『
湖
月
抄
』
は
、

右
大
臣
の
奢
り
が
示
さ
れ
た
歌
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
先
行
注
釈

も
同
様
で
あ
る
。『
新
釈
』
は
こ
れ
を
否
定
し
、次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

わ
が
や
ど
の　

或
説
に
、
是
を
お
ご
り
た
る
歌
と
い
ふ
は
あ
や

ま
れ
り
。花
を
ほ
め
て
宿
を
ば
い
ひ
下
し
、源
を
ば
た
ふ
と
め
り
。

み
か
ど
の
し
た
り
が
ほ
也
と
の
た
ま
ふ
は
、
宿
の
花
を
ほ
め
た

る
を
御
た
は
む
れ
に
の
た
ま
ふ
の
み
也
。
実
に
を
ご
り
た
ら
ん

に
は
い
か
で
源
も
お
は
さ
ん
や
。	

（『
新
釈
』「
花
宴
」）

本
当
に
お
ご
っ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
光
源
氏
が
機
嫌
を
損
ね

な
い
は
ず
が
な
く
、
源
氏
が
な
ご
や
か
に
帝
に
報
告
し
て
い
る
こ
と

を
根
拠
に
、
右
大
臣
が
光
源
氏
へ
の
敬
意
を
示
し
た
歌
を
詠
ん
だ
か

ら
で
あ
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
歌
を
聞
い
た
光
源
氏
の

心
情
を
そ
の
行
動
か
ら
推
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
細
流
抄
』
を
引

用
し
て
い
る
『
湖
月
抄
』
の
説
を
否
定
す
る
と
い
う
手
続
き
を
行
っ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
例
は
真
淵
が
解
釈
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
際
の
作

業
と
し
て
注
釈
中
に
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
、
正
し
い

解
釈
を
す
る
た
め
の
努
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
章
に
人
情
が
よ
く

込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

本
章
冒
頭
に
挙
げ
た
朝
顔
巻
の
歌
の
解
釈
は
、
現
行
の
注
釈
で
は
、

紫
の
上
の
歌
は
真
淵
の
説
を
踏
襲
し
、
述
懐
歌
と
す
る
の
が
定
説
に

な
っ
て
お
り
、
花
宴
巻
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
幕
末
の
重
要
な
源
氏

物
語
注
釈
で
あ
る
萩
原
広
道
『
源
氏
物
語
評
釈
』
に
も
そ
の
ま
ま
引

用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
新
釈
』
は
、
桐
壺
巻
で
元
服
後
の
光
源
氏

と
藤
壺
が
管
弦
の
折
に
「
琴
笛
の
音
に
聞
こ
え
通
ひ
」
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
演
奏
に
よ
っ
て
「
情
」
を
も
「
通
は
す
」
こ
と
を
指
摘
す

る
が
、
こ
れ
も
ま
た
玉
上
琢
弥
氏
以
下
、
現
行
の
注
釈
に
採
用
さ
れ

て
い
る（

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
直
接
的
に
は
描
か
れ
な
い
「
情
」
の
読
解
を

重
視
し
た
真
淵
の
注
釈
は
、
源
氏
物
語
の
文
脈
に
踏
み
込
ん
だ
も
の

と
し
て
、
先
行
注
釈
に
対
す
る
独
自
性
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

和
歌
や
人
物
の
行
動
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
真
淵
は
風
景
の
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描
写
に
対
し
て
も
、「
情
」
を
重
視
し
た
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

は
だ
寒
き　

是
は
万
葉
に
も
古
今
に
も
、
秋
風
の
肌
寒
け
れ
ば

い
と
ゞ
妹
か
は
だ
へ
恋
し
き
よ
し
多
く
よ
め
る
に
よ
り
て
書
り

（『
新
釈
』「
桐
壺
」）

こ
こ
は
更
衣
を
亡
く
し
た
桐
壺
帝
の
い
る
情
景
を
「
野
分
だ
ち
て
、

に
は
か
に
膚
寒
き
夕
暮
れ
の
ほ
ど
」
と
描
写
し
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
万
葉
集
・
古
今
集
な
ど
が
「
は
だ
寒
き
」
こ
と
に
よ
っ
て
恋
人

を
恋
し
く
思
う
こ
と
を
典
拠
と
し
て
指
摘
す
る
。
従
来
、
情
景
と
し

て
寒
さ
を
表
す
と
解
さ
れ
て
き
た
文
に
対
し
て
も
、
真
淵
は
帝
の
情

を
喚
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、
賢
木
巻
で
朧
月
夜
が
光
源
氏
に
詠
ん
だ
歌
で

あ
る
「
木
枯
の
吹
く
に
つ
け
つ
つ
待
ち
し
ま
に
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
こ

ろ
も
へ
に
け
り
」
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。

木
枯
の　

此
歌
さ
ま
〴
〵
の
説
も
あ
れ
ど
皆
あ
た
り
て
も
聞
え

ず
。
今
考
る
に
と
り
〴
〵
あ
し
ざ
ま
な
る
い
ひ
な
し
を
聞
に
つ

け
て
お
ぼ
つ
か
な
く
便
を
待
し
て
ふ
意
と
見
ゆ
。
此
文
の
中
に

あ
ら
し
を
も
て
人
の
た
ゝ
は
し
く
云
に
た
と
へ
た
る
こ
と
多
き

也	

（『
新
釈
』「
賢
木
」）

歌
自
体
の
注
釈
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
し
つ
つ
も
、
真
淵
は
傍
線

部
の
よ
う
に
源
氏
物
語
本
文
中
に
、
嵐
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
り
、

人
が
や
か
ま
し
く
言
う
こ
と
を
示
す
例
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。源

氏
物
語
の
自
然
が
登
場
人
物
の
心
情
や
心
理
を
表
象
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
秋
山
虔
氏
に
よ
る
指
摘
を
は
じ
め
、
数
多

く
の
論
考
が
重
ね
ら
れ
て
い
る（

（（
（

。真
淵
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、本
来
、

心
情
は
言
葉
で
説
明
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
読
む
者
が
自
然

と
感
得
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
源
氏
物
語
に

お
い
て
も
、
説
明
さ
れ
て
い
る
心
情
の
ほ
か
に
、
直
接
的
に
は
示
さ

れ
て
い
な
い
心
情
を
も
注
意
深
く
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

真
淵
の
解
釈
は
、
心
情
描
写
に
踏
み
込
む
こ
と
に
特
に
意
を
払
っ
て

い
る
た
め
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
一
見
情
景
描
写
と
捉
え
ら
れ
る
表

現
に
、
心
情
描
写
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
性
質
を
指
摘
す
る
も

の
と
い
え
、
結
果
的
に
源
氏
物
語
の
豊
か
な
表
現
手
法
を
示
す
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

四　

皇
統
の
尊
重

こ
こ
ま
で
、
真
淵
の
文
章
観
と
心
情
の
読
解
の
関
連
を
示
し
て
き

た
が
、
次
に
真
淵
の
源
氏
観
の
も
う
一
つ
の
特
色
で
あ
る
、「
日
本
の

神
教
」
と
源
氏
物
語
の
共
通
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
真
淵
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
日
本
の
神
教
」
に
関
し
て
は
、

鈴
木
日
出
男
氏
が
『
惣
考
』
な
ら
び
に
『
新
釈
』
の
付
録
と
し
て
別

冊
に
仕
立
て
た
『
別
記
』
の
記
事
を
指
摘
し
、「
真
淵
の
主
張
の
眼
目
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は
（
中
略
）
皇
統
本
来
の
授
受
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
」
と

述
べ
、
現
代
の
王
権
論
に
繋
が
る
示
唆
的
な
も
の
と
指
摘
し
た（

（（
（

。
本

章
で
は
、
鈴
木
氏
の
論
を
踏
ま
え
、『
新
釈
』
の
注
釈
自
体
が
皇
統
を

尊
重
す
る
物
語
読
解
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

真
淵
が
、
皇
統
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
紫
式
部
の
執
筆
意
図
を

諷
喩
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
す
る
指
摘
は
、
次
に
あ
げ
る
箇
所
を
例

に
、
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る（

（（
（

。

人
の
も
て
な
や
み
ぐ
さ
に
な
り
て　

此
更
衣
は
宮
中
に
て
人
の

ね
た
む
の
み
に
て
、
も
て
な
や
み
た
る
ほ
ど
の
事
は
な
し
と
見

ゆ
。
然
る
を
公
卿
殿
上
人
の
目
を
側
る
は
例
の
我
ま
ゝ
な
ら
ひ

た
る
臣
た
ち
の
思
ひ
い
ふ
事
に
侍
り
。	

（『
新
釈
』「
桐
壺
」）

桐
壺
巻
に
お
い
て
、
帝
が
更
衣
を
寵
愛
す
る
の
を
、
人
々
が
楊
貴

妃
に
な
ぞ
ら
え
そ
う
な
ほ
ど
に
非
難
し
て
い
る
と
い
う
場
面
で
あ
る

が
、
真
淵
は
桐
壺
帝
が
更
衣
を
寵
愛
し
過
ぎ
た
と
は
解
さ
ず
、
そ
れ

を
非
難
す
る
臣
下
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
。
真
淵
は
ま
た
、
こ
の

箇
所
に
つ
い
て
、『
新
釈
』
の
付
録
と
し
て
別
冊
に
仕
立
て
た
『
別
記
』

の
稿
本
で
あ
る
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
源
注
別
記
』
に
お
い
て
は
、
楊
貴

妃
は
よ
こ
し
ま
な
心
を
持
ち
、
更
衣
は
う
つ
く
し
い
心
を
持
っ
て
い

て
対
照
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
人
々
の
非
難
の
誤
り
を
強
調
す

る
た
め
、
つ
ま
り
諷
喩
の
た
め
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

真
淵
は
『
源
注
別
記
』
の
こ
の
箇
所
の
文
末
に
、「
此
中
に
も
や
ん
ご

と
な
き
お
ぼ
し
を
も
ま
じ
へ
て
書
つ
」
と
後
か
ら
書
き
入
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
「
心
し
て
見
る
べ
き
な
り
」「
さ
れ
ど
い
か
が
あ
ら
ん
」
と
一

度
は
記
し
た
文
章
を
削
除
し
て
い
る
。「
や
ん
ご
と
な
き
お
ぼ
し
」
と

は
、
源
氏
物
語
の
共
同
研
究
の
相
手
で
あ
っ
た
田
安
宗
武
の
説
と
見

て
間
違
い
な
い
。
諷
喩
説
を
含
ん
だ
こ
の
一
条
は
宗
武
の
考
え
を
交

え
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
よ
く
心
を
留
め
る
べ
き
で
あ
る
と
一
度

は
書
い
た
も
の
の
、
真
淵
は
疑
念
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、『
新
釈
』
は
、
宗
武
の
意
向
を
強
く
反
映

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
窮
屈
な
注
釈
と
指
摘
さ
れ
て
も
い
る（
（（
（

。

実
際
、
文
学
に
教
戒
的
要
素
を
も
と
め
る
こ
と
は
、
宗
武
の
著
作

の
特
徴
で
あ
っ
た（

（（
（

。
た
と
え
ば
、
真
淵
の
『
古
意
』
を
増
補
す
る
目

的
で
宗
武
が
著
し
た
『
伊
勢
物
語
註
』
に
は
、「
人
の
妻
た
ら
ん
女
は

殊
に
心
と
ゞ
め
て
見
る
べ
き
也
」「
女
の
な
ま
ざ
か
し
き
を
戒
め
た
る

な
り
」と
い
っ
た
訓
戒
的
な
評
語
が
散
見
す
る
。こ
れ
ら
は
真
淵
の『
古

意
』に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、宗
武
の
影
響
の
も
と『
惣

考
』
で
述
べ
ら
れ
る
諷
喩
説
が
構
築
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
。

た
だ
し
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
、『
新
釈
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か

れ
た
真
淵
単
独
の
著
述
で
も
同
じ
よ
う
な
主
張
が
見
ら
れ
る
。

我
国
の
む
か
し
の
さ
ま
は
（
中
略
）
只
天
地
に
随
て
、
す
べ
ら

ぎ
は
日
月
也
。
臣お
み

は
星
也
。
お
み
の
ほ
し
と
て
日
月
を
守
れ
ば
、

今
も
み
る
ご
と
、
星
の
月
日
を
お
ほ
ふ
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
天
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つ
日
・
月
・
星
の
古
へ
よ
り
伝
ふ
る
如
く
、
此
す
べ
ら
日
月
も

臣
の
星
と
む
か
し
よ
り
伝
へ
て
か
は
ら
ず
、
世
の
中
平
ら
か
に

治
れ
り	
（『
国
意
考
』
宝
暦
十
年
ま
で
に
稿
本
成
立
・
文
化
三
年
刊
）

皇
統
を
重
視
し
、
臣
下
は
わ
き
ま
え
あ
る
行
動
に
よ
っ
て
皇
統
に

あ
る
人
物
を
支
え
る
こ
と
が
古
代
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
皇
統
を
重
視
す
る
こ
と
自
体
は
真
淵
も
考
え
て

い
た
こ
と
と
し
て
間
違
い
な
い
。

以
下
、『
新
釈
』
に
お
け
る
皇
統
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
注
釈
を
見

て
い
き
た
い
。
真
淵
は
、
日
本
に
お
け
る
本
来
あ
る
べ
き
ふ
る
ま
い

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

う
へ
つ
ぼ
ね
に　

と
か
く
に
上
を
崇
と
む
筋
に
て
治
る
こ
そ
此

御
国
の
た
め
し
な
れ
。	
（『
新
釈
』「
桐
壺
」）

こ
の
箇
所
は
、
更
衣
が
控
え
の
間
を
帝
の
近
く
に
与
え
ら
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
注
釈
が
帝
の
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
寵
愛

に
よ
る
異
例
の
沙
汰
と
す
る
解
釈
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
真
淵

は
、
帝
の
御
休
所
に
通
う
こ
と
を
妨
害
さ
れ
た
更
衣
が
控
え
の
間
を

与
え
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
具
体
的
に
展

開
し
た
の
ち
、
右
の
よ
う
に
常
に
帝
の
事
情
を
尊
重
す
る
こ
と
が
日

本
本
来
の
ふ
る
ま
い
方
で
あ
る
と
強
調
す
る
。

同
様
に
皇
統
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
親
王
が
大
臣
よ
り
も
尊
重
さ

れ
上
位
に
配
さ
れ
る
こ
と
を
真
淵
が
源
氏
物
語
の
基
本
方
針
と
し
て

見
て
い
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

か
ぎ
り
あ
る
た
ゞ
人
ど
も
に
て　

諸
の
説
に
今
の
源
に
比
べ
き

人
々
あ
ら
ず
と
也
と
の
み
い
へ
る
は
こ
と
尽
ず
。
中
比
よ
り
は
、

后
に
し
も
大
臣
の
姫
宮
の
立
を
な
ら
は
し
と
し
給
を
、
六
條
院

の
紫
・
花
散
里
は
親
王
の
姫
君
に
て
、
親
王
は
大
臣
の
上
に
立

こ
と
此
物
語
の
さ
ま
な
れ
ば
こ
ゝ
は
記
者
の
意
得
あ
り
て
書
る

成
べ
し
。
そ
の
よ
し
は
前
々
に
い
ふ
如
く
、
此
物
語
の
后
は
皆

前
帝
の
皇
女
、
或
は
前
坊
の
皇
女
、
今
又
明
石
中
宮
も
准
太
上

皇
の
御
女
也
。
是
に
よ
る
に
今
准
太
上
皇
に
配
す
べ
き
は
皇
女

な
ら
で
は
専
ら
の
御
む
か
ひ
め
な
ら
ず
と
す
れ
ば
、
況
や
后
は

皇
女
を
立
給
は
ん
こ
と
ゝ
記
者
の
思
へ
る
に
や（『

新
釈
』「
若
菜
上
」）

こ
の
場
面
は
、
左
中
弁
が
女
三
宮
の
降
嫁
先
を
め
ぐ
っ
て
、
光
源

氏
の
妻
た
ち
が
「
か
ぎ
り
あ
る
た
ゞ
人
ど
も
」
ば
か
り
で
あ
る
の
は
、

光
源
氏
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
女
三
宮
こ
そ
妻
と
し
て
理
想

的
で
あ
る
と
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
真
淵
は
、こ
こ
で「
た
ゞ
人
ど
も
」

と
さ
れ
て
い
る
光
源
氏
の
妻
で
あ
る
紫
の
上
や
花
散
里
は
実
際
に
は

親
王
の
娘
で
あ
る
が
、
あ
え
て
こ
こ
で
は
そ
う
記
す
こ
と
に
よ
っ
て

皇
女
の
身
分
の
高
さ
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
親

王
が
大
臣
よ
り
も
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
源
氏
物
語
の
原
則
で
あ
る
と

主
張
す
る（
（（
（

。
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次
に
あ
げ
る
の
は
、
少
女
巻
の
解
釈
で
あ
る
。

四
位
に
な
し
て
ん
と　

親
王
の
御
子
は
四
位
よ
り
立
り
。
光
源

氏
は
御
父
帝
も
親
王
に
准
じ
て
お
ぼ
し
置
て
、
今
の
御
い
き
ほ

ひ
も
こ
と
な
れ
ば
、
若
君
（
稿
者
注
、
夕
霧
）
の
四
位
も
と
よ
り

な
れ
ど
、
臣
家
と
は
こ
と
に
て
、
王
孫
は
一
世
・
二
世
な
ど
幼

よ
り
直
ち
に
位
高
く
て
有
な
ど
は
人
な
み
〳
〵
の
こ
と
し
て
行

末
よ
き
事
も
あ
ら
ず
。
よ
り
て
引
か
へ
無
位
に
て
学
に
入
せ
、

大
政
と
る
べ
き
設
を
せ
ん
と
お
ぼ
す
也
。
子
孫
を
お
と
さ
じ
と

お
ぼ
す
故
に
学
問
さ
せ
ら
る
ゝ
よ
し
下
に
見
ゆ
。
し
か
れ
ば
是

は
、
王
孫
た
ち
を
い
さ
め
て
政
を
と
り
つ
た
へ
皇
威
を
ま
さ
ん

と
す
る
も
と
を
い
ふ
記
者
の
意
也	

（『
新
釈
』「
幼
女
」）

こ
こ
は
光
源
氏
が
元
服
す
る
夕
霧
に
勉
学
を
つ
ま
せ
よ
う
と
し
て

四
位
で
は
な
く
六
位
に
し
た
と
す
る
箇
所
で
あ
る
。
親
王
の
子
は
本

来
四
位
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
若
い
う
ち
に
勉
強
を
し
て
政
治
を

担
う
用
意
を
し
て
、
代
々
の
繁
栄
の
た
め
に
努
力
す
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
光
源
氏
の
意
図
を
真
淵
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
箇
所
の

傍
線
部
の
よ
う
に
、
皇
統
に
あ
る
人
物
た
ち
が
子
孫
を
厳
し
く
教
育

し
政
治
力
を
継
承
す
る
こ
と
で
天
皇
の
権
威
を
増
そ
う
と
す
る
と
い

う
本
来
あ
る
べ
き
皇
権
の
さ
ま
を
紫
式
部
が
述
べ
て
い
る
と
い
う
。

次
に
あ
げ
る
の
も
同
様
の
例
で
あ
る
。

源
氏
打
し
き
り　

臣
よ
り
后
の
立
給
ふ
例
と
い
ふ
は
、
い
ま
の

都
の
初
よ
り
の
こ
と
に
て
、
い
に
し
へ
皇
威
盛
な
る
時
は
多
く

皇
親
を
后
と
し
給
ひ
、
も
し
天
皇
の
御
つ
ぎ
御
わ
か
き
時
な
ど

は
、
后
や
が
て
位
に
ゐ
さ
せ
給
へ
り
。
か
ゝ
れ
ば
皇
孫
を
后
と

し
給
ふ
事
こ
と
わ
り
と
思
ふ
。
此
記
者
の
意
よ
り
終
に
秋
好
を

立
奉
り
ぬ	

（『
新
釈
』「
幼
女
」）

こ
こ
で
は
秋
好
中
宮
の
入
内
を
描
く
紫
式
部
の
意
図
を
、
古
は
皇

統
に
あ
る
者
が
后
に
な
る
の
が
普
通
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ

る
と
し
て
、
本
来
あ
る
べ
き
皇
統
の
あ
り
方
を
真
淵
は
強
調
す
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
以
下
の
や
や
強
引
な
解
釈
で
あ
る
。

い
に
し
へ
の
人
の
よ
し
あ
る
に
て　

此
北
方
（
稿
者
注
、
桐
壺
更

衣
の
母
）
は
本
王
孫
か
。	

（『
新
釈
』「
桐
壺
」）

こ
こ
で
は
桐
壺
の
更
衣
の
母
を
「
も
と
王
孫
か
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
源
氏
物
語
本
文
に
そ
う
取
れ
る
箇
所
は
な
く
、
他
の
注
釈
に
も

見
ら
れ
な
い
。
真
淵
は
、
光
源
氏
の
母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
が
皇
統
の

一
員
で
あ
れ
ば
帝
と
桐
壺
の
更
衣
も
皇
統
に
あ
る
者
同
士
の
組
み
合

わ
せ
に
な
り
、
そ
う
し
た
人
物
に
よ
っ
て
皇
統
が
維
持
さ
れ
る
と
い

う
、
理
想
的
な
皇
権
の
あ
り
方
が
実
現
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う（

（（
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
真
淵
は
、
皇
統
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
志
向
す

る
も
の
と
し
て
、
源
氏
物
語
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
理
解
は
、

注
釈
と
し
て
の
妥
当
性
を
必
ず
し
も
満
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

源
氏
物
語
の
内
容
を
古
代
の
皇
権
と
重
ね
て
見
る
こ
と
で
肯
定
的
に
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理
解
し
よ
う
と
す
る
真
淵
の
姿
勢
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

五　
『
新
釈
』
に
お
け
る
批
判

最
後
に
、『
新
釈
』
に
お
け
る
源
氏
物
語
批
判
の
対
象
を
見
て
い
き

た
い
。

次
に
あ
げ
る
の
は
、
玉
鬘
が
光
源
氏
か
ら
帝
の
印
象
を
聞
か
れ
て

詠
ん
だ
「
う
ち
き
ら
し
朝
ぐ
も
り
せ
し
み
ゆ
き
に
は
さ
や
か
に
空
の

光
や
は
見
し
」
の
和
歌
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。

う
ち
き
ら
し　

こ
は
万
葉
に
、
打ウ
チ
キ
ラ
シ

霧
之
と
も
天ア
マ
キ
ラ
ヒ

霧
合
と
も
多
く

よ
み
て
打
く
も
り
て
ふ
語
也
。
良
之
反
利
な
れ
ば
、
紀
利
と
云

も
本
は
曇
る
事
な
る
を
、
体
に
霧
と
は
い
ふ
め
り
。
然
れ
ば
此

歌
の
朝
ぐ
も
り
せ
し
と
い
ふ
は
、
徒
ら
に
か
さ
な
れ
り
。
此
記

者
も
万
葉
な
ど
委
し
か
ら
ね
ば
、
此
語
を
霧
わ
た
る
事
と
の
み

お
も
ひ
し
に
や
。	

（『
新
釈
』「
御
幸
」）

雲
が
出
て
い
る
と
い
う
意
味
の
万
葉
語
で
あ
る
「
う
ち
き
ら
し
」

の
語
が
、
誤
っ
て
霧
が
出
て
い
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と

指
摘
し
、
傍
線
部
の
よ
う
に
作
者
が
万
葉
に
通
じ
て
い
な
い
こ
と
を

批
判
す
る
。
真
淵
は
『
万
葉
考
』
巻
三
に
お
い
て
、「
あ
ま
ぎ
ら
ひ
」

と
い
う
語
は
「
あ
ま
ぐ
も
り
あ
ひ
」
の
転
じ
た
も
の
で
、「
打
き
ら
し
」

「
天
ぎ
ら
し
」
な
ど
も
「
皆
均
し
」
と
主
張
す
る
。
右
の
記
述
は
そ
う

し
た
真
淵
の
万
葉
学
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
真
淵
は
万
葉
集
に
つ

い
て
、
心
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
巧
ま
ず
詠
み
出
し
て
い
る
点
を
評
価

す
る
が
、
そ
れ
と
紫
式
部
の
記
述
が
時
に
食
い
違
う
と
真
淵
が
考
え

て
い
た
こ
と
は
、
次
の
批
判
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

な
ほ
〳
〵
し
き　

こ
れ
は
思
ふ
心
を
有
の
ま
ゝ
に
よ
め
る
を
、

此
記
者
は
ま
だ
し
と
思
へ
る
に
や
。
凡
此
記
者
今
め
く
心
の
み

有
て
、
歌
な
ど
は
よ
く
も
侍
ら
ず
。
か
く
い
ふ
こ
そ
人
も
あ
は

れ
と
お
も
は
る
ゝ
を
や
。	

（『
新
釈
』「
東
屋
」）

浮
舟
と
そ
の
母
が
、
思
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
だ
け
の
和

歌
を
贈
答
し
あ
う
場
面
で
、
地
の
文
が
「
な
ほ
〳
〵
し
き
こ
と
ど
も

を
い
ひ
は
か
し
て
ん
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
真
淵
に
と
っ
て
は

理
想
的
で
あ
る
、
心
情
を
「
有
の
ま
ゝ
」
に
直
接
的
に
詠
ん
だ
歌
を

「
な
ほ
〳
〵
し
き
」
つ
ま
り
な
ん
と
も
な
い
歌
と
し
て
詠
ん
で
い
る
紫

式
部
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
批
判
は
、
真
淵
が
理
想
と
す
る
古
代
の
「
ま
こ
と
」
を

詠
ん
で
い
る
万
葉
集
お
よ
び
そ
の
歌
の
性
質
か
ら
外
れ
る
た
め
に
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
真
淵
の
右
の
解
釈
は
、
批
判
に
終
始
し
て
し

ま
い
、
解
釈
と
し
て
の
的
確
さ
を
欠
い
て
い
る
。
ま
た
、
歌
学
に
お

け
る
真
淵
の
批
判
対
象
で
あ
る
漢
学
の
影
響
も
次
の
よ
う
に
繰
り
返

し
非
難
さ
れ
る
。

か
ら
め
い
た
り　

此
記
者
た
ゞ
楽
天
が
詩
に
泥
み
て
、
か
ゝ
る

様
を
こ
の
み
書
た
り
。	

（『
新
釈
』「
須
磨
」）



− �0� −

白
氏
文
集
を
典
拠
と
し
て
須
磨
の
光
源
氏
の
住
ま
い
の
様
子
が
書

か
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
が
白
氏
文
集
に
よ
っ
て
い
る
こ
と

は
、
真
淵
以
前
の
注
釈
も
ふ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
是
非
に
つ
い
て
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
真
淵
は
こ
れ
を
紫
式
部
が
白
楽
天
の
詩
に
泥

ん
で
書
い
た
も
の
と
し
て
否
定
的
に
評
価
す
る
。

次
は
、
夕
霧
が
漢
学
を
積
極
的
に
勉
強
す
る
こ
と
で
「
や
ま
と
だ

ま
し
ひ
」
を
持
っ
て
活
躍
し
て
欲
し
い
と
光
源
氏
が
述
べ
る
箇
所
に

つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。

や
ま
と
だ
ま
し
ひ
の　

此
比
と
な
り
て
は
専
ら
漢
学
を
も
て
天

下
は
治
る
事
と
お
も
へ
ば
か
く
は
書
た
る
也
。
さ
れ
ど
皇
朝
の

古
皇
威
盛
に
民
安
か
り
け
る
様
は
、
た
ゞ
武
威
を
し
め
し
て
、

民
を
ま
つ
ろ
へ
さ
で
、
天
地
の
心
に
ま
か
せ
て
治
給
ふ
な
り
。

人
の
心
も
て
作
り
て
い
へ
る
理
学
に
て
は
、
そ
の
国
の
治
り
し

事
は
な
き
を
、
偏
に
信
ず
る
が
余
り
は
、
天
皇
は
殷
々
と
し
て

尊
に
過
給
ひ
て
臣
に
世
を
と
ら
れ
給
ひ
し
也
。
か
ゝ
る
事
ま
で

は
此
頃
の
人
の
知
事
な
ら
ず
し
て
、
女
の
お
も
ひ
は
か
る
べ
か

ら
ず
。	

（『
新
釈
』「
幼
女
」）

漢
学
を
基
礎
と
考
え
る
あ
り
方
を
強
く
批
判
し
、「
天
地
の
心
」
に

沿
わ
な
い
、理
の
ま
さ
っ
た
漢
学
を
尊
重
す
る
が
ゆ
え
に
政
治
が
誤
っ

た
状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
真
淵
は
漢
学
に
よ
っ
て
古
代

の
自
然
な
心
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
紫
式
部
が
理
解
し
て
い
な
い
と

非
難
す
る
の
で
あ
る
。

真
淵
が
自
ら
の
歌
学
を
積
極
的
に
主
張
し
た
こ
と
は
、
批
判
を
展

開
す
る
箇
所
ば
か
り
で
は
な
く
、
次
に
挙
げ
る
歌
学
書
に
関
す
る
記

事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

和
歌
の
ず
い
な
う　

今
、和
歌
髄
脳
と
て
有
は
浜
成
式
・
喜
撰
式
・

孫
姫
髄
脳
・
石
見
女
ず
い
な
う
・
新
撰
ず
い
な
う
な
ど
あ
れ
ど
、

皆
古
へ
を
知
ぬ
人
の
偽
ご
と
に
て
皆
一
つ
も
用
に
た
ら
ぬ
物
也
。

か
ら
歌
に
も
さ
る
様
の
四
病
・
八
病
な
ど
い
ふ
事
の
有
を
も
て
、

皇
朝
の
古
へ
し
ら
で
か
れ
に
な
ら
ひ
て
作
れ
る
も
の
也
。
そ
れ

が
中
に
此
文
の
比
に
は
皇
朝
の
古
学
し
る
人
絶
て
さ
る
作
り
ご

と
も
多
か
り
け
ん
。	

（『
新
釈
』「
玉
鬘
」）

こ
の
箇
所
は
、
光
源
氏
が
末
摘
花
か
ら
贈
ら
れ
た
「
わ
か
の
ず
い

の
う
」
を
厄
介
だ
と
し
て
返
し
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
真
淵
は
、

当
代
の
い
ろ
い
ろ
な
「
和
歌
髄
脳
」
は
昔
を
知
ら
な
い
人
の
作
り
事

で
あ
る
た
め
全
く
役
に
た
た
な
い
も
の
と
す
る
。
本
文
に
お
い
て
は
、

「
わ
か
の
ず
い
の
う
」
に
拘
泥
し
す
ぎ
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
光
源
氏

が
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
全
く
不
要
な
も
の
と
ま
で
は
言
っ
て
い
な

い
。
真
淵
は
、
漢
詩
の
詩
病
に
な
ぞ
ら
え
る
歌
学
書
類
に
対
す
る
批

判
的
印
象
を
強
調
し
て
読
解
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

真
淵
は
、
二
章
で
確
認
し
た
表
現
の
過
剰
性
、
本
章
で
見
た
漢
学

の
尊
重
と
い
っ
た
、
真
淵
が
言
う
と
こ
ろ
の
下
っ
た
時
代
の
性
質
を
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具
体
的
に
指
摘
し
、
批
判
を
展
開
し
た
。
そ
れ
ら
の
指
摘
は
、
必
ず

し
も
源
氏
物
語
の
内
容
に
踏
み
込
む
も
の
で
は
な
く
、
解
釈
そ
の
も

の
に
対
す
る
真
淵
の
誤
解
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
は
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
真
淵
の
関
心
の
中
心
は
、

本
来
の
心
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
と
反
す
る
性
質
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
代
の
読
者
に

も
そ
の
実
践
を
求
め
た
の
が
『
新
釈
』
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

真
淵
は
、
源
氏
物
語
に
つ
い
て
、
本
来
は
読
む
者
が
お
の
ず
と
感

得
す
べ
き
で
あ
る
心
情
ま
で
言
い
尽
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に

「
ま
こ
と
」
を
阻
害
す
る
と
し
て
、そ
の
表
現
を
批
判
し
た
。
真
淵
は
、

和
歌
と
同
じ
く
、
直
接
言
葉
に
は
表
さ
ず
に
心
情
を
込
め
た
文
章
を

評
価
し
た
の
で
あ
る
。『
新
釈
』
の
注
釈
に
お
い
て
は
、
源
氏
物
語
が

漢
学
を
重
視
し
、
古
代
を
軽
視
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
批
判
を
展
開

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
古
代
の
素
直
な
心
に
反
す
る
が
ゆ
え

に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
古
代
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、

源
氏
物
語
が
皇
統
の
正
し
い
あ
り
方
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

説
明
さ
れ
な
い
「
情
」
が
文
章
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

時
に
注
釈
と
し
て
の
妥
当
性
を
欠
く
ほ
ど
積
極
的
に
指
摘
し
て
評
価

す
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
真
淵
は
、
先
行
す
る
注
釈
・
源

氏
物
語
論
が
主
張
し
て
き
た
源
氏
物
語
を
諷
喩
と
す
る
説
、「
人
情
」

を
よ
く
描
い
て
い
る
と
す
る
説
を
利
用
し
つ
つ
、
理
想
と
す
る
古
代

の
要
素
を
強
調
す
る
注
釈
方
法
を
確
立
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
源
氏
物

語
を
理
解
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
理
解
の
も
と
、
皇
権
や
情
に
注
目

し
て
な
さ
れ
た
注
釈
は
、
真
淵
以
前
の
源
氏
物
語
注
釈
に
見
ら
れ
る

準
拠
説
や
実
証
性
の
重
視
だ
け
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
表
現

の
重
層
性
を
結
果
的
に
読
み
解
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

【
注
】

（
１
）	

明
和
元
年
梅
谷
市
左
衛
門
宛
書
簡
。
徳
満
澄
雄
氏
「『
源
氏
物
語
新
釈
』

の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」（『
高
知
女
子
大
学
紀
要
（
人
文
・
社
会
）』
�（

号　

昭
（（
・
�
）
も
同
書
簡
を
引
用
す
る
。

（
２
）	

重
松
信
弘
氏
は
『
新
釈
』
に
つ
い
て
、「
真
淵
の
著
と
し
て
は
、
珍
し

く
啓
蒙
的
通
俗
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
湖
月
抄
か
ら
の
転
載
も
頗
る
多

い
」（『
増
補
版
新
攷
源
氏
物
語
研
究
史
』
風
間
書
房　

昭
（（
）
と
す
る
。

現
代
の
注
釈
に
お
け
る
『
新
釈
』
の
引
用
例
は
、
本
稿
第
三
章
に
詳
し

く
述
べ
る
。

（
３
）	
江
本
裕
氏
「
源
氏
物
語
と
近
世
文
学―

近
世
前
期
の
『
源
氏
』
寓
言
説

を
中
心
に―

」（『
源
氏
物
語
研
究
集
成　

第
一
四
巻
』
風
間
書
房　

平

��
）
は
、
俳
諧
に
お
け
る
源
氏
物
語
注
釈
の
重
視
に
つ
い
て
述
べ
る
。
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（
４
）	
鈴
木
淳
氏
「
近
世
後
期
の
源
氏
学
と
和
文
体
の
確
立
」（『
講
座
源
氏
物

語
研
究　

第
五
巻
』
お
う
ふ
う　

平
�（
）
で
は
、
こ
の
序
文
を
用
い
て

真
淵
の
否
定
的
源
氏
物
語
観
を
確
認
し
て
い
る
。

（
５
）	

源
氏
物
語
が
人
情
を
よ
く
描
い
て
い
る
と
す
る
評
価
が
近
世
前
期
の
源

氏
研
究
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
杉
田
昌
彦
氏
「
物

語
の
「
用
」―
効
用
主
義
的
『
源
氏
物
語
』
観
と
国
学
者
た
ち―

」（『
講

座
源
氏
物
語
研
究　

第
一
巻
』
お
う
ふ
う　

平
�（
）
に
詳
し
い
。

（
６
）	

真
淵
に
先
立
っ
て
荷
田
春
満
は
『
伊
勢
物
語
童
子
問
』
に
お
い
て
、
源

氏
物
語
が
伊
勢
物
語
を
も
と
に
書
か
れ
た
物
語
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
春
満
は
二
つ
の
物
語
の
優
劣
を
述
べ
る
こ
と
は
な
い
。
春
満
の

指
摘
を
継
承
し
た
う
え
で
、
伊
勢
物
語
と
源
氏
物
語
の
性
質
の
違
い
を

際
立
た
せ
た
と
こ
ろ
に
真
淵
の
眼
目
が
あ
る
。
岩
原
真
代
氏
「
荷
田
春

満
の
物
語
史
観
と
そ
の
影
響―

『
伊
勢
物
語
』
注
釈
と
『
源
氏
物
語
』

注
釈
の
間―

」（『
國
學
院
雑
誌
』
�0（
巻
��
号　

平
�（
・
��
）
は
、『
伊

勢
物
語
童
子
問
』
に
お
い
て
「『
源
氏
物
語
』
は
『
伊
勢
物
語
』
の
写
し
、

と
い
う
見
解
が
貫
か
れ
」
て
い
る
こ
と
、『
新
釈
』
の
注
釈
に
『
童
子
問
』

に
見
ら
れ
る
説
を
踏
襲
し
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
７
）	『
伊
勢
物
語
古
意
』
は
、
真
淵
が
改
稿
を
た
び
た
び
行
っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
宝
暦
（
年
の
奥
書
を
持
つ
橘
千
蔭
書
写
本
が
「
真
淵

の
そ
の
段
階
の
稿
を
純
粋
に
伝
え
る
本
」
と
さ
れ
る
（
田
中
ま
き
氏

「
伊
勢
物
語
古
意
解
題
」『
伊
勢
物
語
古
注
釈
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
第
五
巻
』

和
泉
書
院　

平
�（
）。
本
稿
で
引
用
し
た
箇
所
の
内
容
は
版
本
と
稿
本

で
違
い
は
な
く
原
則
と
し
て
版
本
に
拠
っ
た
が
、
こ
の
引
用
箇
所
の
み

稿
本
の
本
文
の
ほ
う
が
意
が
通
り
や
す
い
た
め
、
稿
本
の
本
文
を
掲
出

し
た
。
な
お
、
真
淵
が
引
用
し
て
い
る
源
氏
物
語
の
本
文
は
、『
新
釈
』

が
底
本
に
す
る
『
湖
月
抄
』
も
現
行
の
注
釈
書
の
多
く
も
「
何
事
に
つ

け
て
か
は
御
心
の
と
ま
ら
ん
」
と
す
る
箇
所
で
あ
り
、
違
い
が
み
ら
れ

る
。

（
８
）	

佐
藤
深
雪
氏
が
真
淵
の
文
章
観
に
つ
い
て
「『
源
氏
物
語
』
は
中
古
の

物
語
で
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
は
上
古
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
真
淵
の

様
式
意
識
」（『
綾
足
と
秋
成
と―

十
八
世
紀
国
学
へ
の
批
判
』）
名
古

屋
大
学
出
版
会　

平
（
）
と
い
う
よ
う
に
、
書
か
れ
た
時
代
は
平
安
時

代
で
あ
る
も
の
の
伊
勢
物
語
を
古
代
の
理
想
的
な
文
章
の
性
質
を
持
つ

も
の
と
し
て
真
淵
は
認
識
し
て
い
る
。

（
９
）	（
�
）
の
徳
満
氏
の
論
考
は
、『
新
釈
』
の
諸
本
調
査
に
よ
っ
て
、
自
筆

本
で
あ
り
、
二
回
目
以
降
の
書
入
を
含
む
田
安
家
本
が
、
そ
れ
ま
で
の

真
淵
自
身
の
推
敲
を
最
も
よ
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ

の
田
安
家
本
に
よ
っ
て
『
新
釈
』
の
内
容
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
主
張
に
基
づ
き
、
田
安
家
本
（
国
文
学
研

究
資
料
館
寄
託
資
料
）
に
よ
り
検
討
を
行
う
。

（
�0
）	
拙
稿
「
近
世
の
長
歌―

賀
茂
真
淵
の
長
歌
復
興
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
日

本
文
学
』
（（
巻
（
号　

平
成
�（
・
（
）



− �0（ −

（
��
）	
原
雅
子
氏
は
「
賀
茂
真
淵
の
物
語
注
釈
の
心
理
的
方
法―

『
源
氏
物
語
』

「
若
紫
」
の
巻
の
解
釈―

」（『
金
蘭
短
期
大
学
研
究
誌
』
�（
号　

平
（
・

��
）
に
お
い
て
、
若
紫
巻
の
『
新
釈
』
の
解
釈
を
検
討
し
て
、『
新
釈
』

本
文
自
体
に
も
人
情
を
重
視
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

「
真
淵
は
注
釈
と
い
う
学
問
的
営
為
の
中
で
、
人
間
の
心
理
を
解
析
し
、

あ
や
を
織
り
な
す
複
雑
な
人
間
存
在
の
関
係
を
深
切
に
読
み
解
い
て

い
っ
た
。」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
��
）	

針
本
正
行
氏
は
「
江
戸
時
代
の
源
氏
学
」（『
國
學
院
雑
誌
』
�0（
巻
��
号

　

平
�（
・
��
）
に
お
い
て
、
準
拠
論
で
は
不
可
能
だ
っ
た
「
言
葉
の
う

ち
に
脈
打
つ
意
味
を
喚
起
」
す
る
も
の
と
し
て
、
真
淵
の
こ
の
解
釈
を

取
り
あ
げ
て
い
る
。

（
��
）	

阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
虔
氏
・
今
井
源
衛
氏
・
鈴
木
日
出
男
氏　

校
注
・
訳『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
�0　

源
氏
物
語
①
』（
小
学
館　

平
（
）。

（
�（
）	

玉
上
琢
弥
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店　

昭
（0
）。
吉
野
瑞
恵
氏

も
「
江
戸
時
代
注
釈
は
藤
壺
の
光
源
氏
に
対
す
る
感
情
を
ど
う
解
釈
し

た
か
」（
鈴
木
健
一
氏
編
『
源
氏
物
語
の
変
奏
曲―

江
戸
の
調
べ
』
三

弥
井
書
店　

平
�（
）
に
お
い
て
こ
の
解
釈
を
取
り
あ
げ
玉
上
氏
の
注
釈

に
も
言
及
し
て
い
る
。

（
�（
）	

秋
山
虔
氏
「
源
氏
物
語
の
自
然
と
人
間
」（『
王
朝
女
流
文
学
の
世
界
』

東
京
大
学
出
版
会　

昭
（（
）

（
�（
）	

鈴
木
日
出
男
氏
「
宣
長
の
〈
も
の
の
あ
は
れ
論
〉」（『
源
氏
物
語
虚
構
論
』

東
京
大
学
出
版
会　

平
�（
）

（
�（
）	

こ
の
箇
所
は（
�（
）の
鈴
木
日
出
男
氏
も
既
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

（
�
）
に
掲
げ
た
重
松
氏
の
論
考
も
、『
惣
考
』
と
こ
の
箇
所
を
取
り
あ
げ
、

『
新
釈
』
の
特
徴
と
し
て
諷
喩
説
を
指
摘
す
る
。

（
�（
）	（
（
）
の
鈴
木
淳
氏
の
論
考
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。『
源
注
別
記
』
の
書

き
入
れ
に
つ
い
て
は
、（
１
）
の
徳
満
氏
の
論
考
が
取
り
あ
げ
て
い
る
。

（
�（
）
土
岐
善
麿
氏
『
田
安
宗
武　

第
二
冊
』（
日
本
評
論
社　

昭
�（
）

（
�0
）	

源
氏
物
語
本
文
に
お
い
て
花
散
里
の
父
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、

真
淵
は
花
散
里
を
親
王
の
娘
と
し
て
解
し
て
い
る
。

（
��
）	

吉
野
瑞
恵
氏
は
（
�（
）
に
掲
げ
た
論
考
に
お
い
て
、
真
淵
が
藤
壺
か
ら

源
氏
へ
の
愛
情
が
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
例
を
あ
げ
、
藤
壺
と
光
源
氏
が

相
思
相
愛
な
ら
ば
さ
ら
に
そ
の
理
想
性
が
輝
く
と
指
摘
す
る
。
吉
野
氏

の
指
摘
は
、
本
章
で
確
認
し
た
皇
統
に
あ
る
人
物
を
尊
重
し
て
源
氏
物

語
を
解
釈
す
る
と
い
う
真
淵
の
姿
勢
の
一
端
に
ふ
れ
た
も
の
と
言
え

る
。

＊	

『
新
釈
』
以
外
の
賀
茂
真
淵
の
著
作
の
引
用
は
『
賀
茂
真
淵
全
集
』（
続
群
書

類
従
完
成
会　

昭
（�‒

）
に
よ
り
、『
六
百
番
歌
合
』
は
『
新
日
本
古
典
文

学
大
系
�（
』（
岩
波
書
店　

平
�0
）、『
光
雄
卿
口
授
』
は
『
近
世
歌
学
集
成

　

上
』（
明
治
書
院　

平
（
）、『
源
注
別
記
』
は
『
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
物
語

文
学
書
集
成
』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、雄
松
堂
フ
ィ
ル
ム
出
版	

昭
（（
）、『
伊

勢
物
語
註
』
は
土
岐
善
麿
氏
『
田
安
宗
武　

第
二
冊
』（
日
本
評
論
社　

昭
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�（
）、『
湖
月
抄
』
は
『
北
村
季
吟
古
注
釈
集
成
』（
新
典
社　

昭
（�
）
に
よ
る
。

な
お
、
濁
点
・
句
読
点
を
付
し
、
旧
字
体
の
漢
字
を
現
行
の
字
体
に
改
め
、

平
仮
名
を
漢
字
に
す
る
な
ど
、
表
記
を
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
付
記
）
本
稿
は
平
成
�0
年
度
日
本
近
世
文
学
会
春
季
大
会
（
於
大
東
文
化
大

学
）
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
席
上
、
貴

重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
杉
田
昌
彦
氏
、
鈴
木
淳
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

本
稿
は
平
成
�0
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


