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□

要

旨

光
源
氏
の
栄
華
を
具
現
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
六
条
院
︑
そ
し
て

そ
れ
を
構
成
す
る
四
つ
の
町
に
関
し
て
︑
明
石
君
を
女
主
人
と
す
る

︿
冬
の
町
﹀
に
関
す
る
記
述
の
み
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
の
意
味
に

つ
い
て
検
討
し
た
︒

従
来
︑
六
条
院
は
︑
光
源
氏
と
春
の
町
の
女
主
人
紫
上
を
頂
点
す

る
秩
序
の
も
と
に
成
り
立
つ
空
間
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か

し
︑
①
明
石
君
や
他
の
人
物
の
行
動
パ
タ
ー
ン
か
ら
︑︿
冬
の
町
﹀

が
容
易
に
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
別
な
空
間
と
し
て
あ
る
こ

と
︑
②
冬
の
町
に
の
み
︑
光
源
氏
の
趣
向
と
は
一
切
関
わ
ら
な
い
植

物
が
明
石
の
君
の
判
断
で
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
六
条
院
に

お
い
て
︑
明
石
君
は
光
源
氏
や
紫
上
を
も
超
越
す
る
存
在
で
あ
り
︑

︿
冬
の
町
﹀
の
記
述
の
少
な
さ
も
︑
そ
う
し
た
明
石
君
の
特
別
性
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

六
条
院

冬
の
町

行
事

二
つ
の
対

端
近

植
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一

は

じ

め

に

源
氏
物
語
に
は
︑
六
条
院
と
い
う
建
物
が
登
場
す
る
︒
六
条
院
に
は
︑

主
人
公
光
源
氏
の
妻
三
人
︵
紫
上
︑
花
散
里
︑
明
石
君
︶
と
養
女
一
人
︵
秋

好
中
宮
︶
が
集
め
ら
れ
暮
ら
し
て
い
た
︒
六
条
院
が
造
ら
れ
た
の
は
少
女

巻
︑
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
遠
く
に
住
む
恋
人
た
ち
と
も
会
い
や
す
い

よ
う
に
と
豪
華
絢
爛
に
造
ら
れ
た
︑
ま
さ
に
光
源
氏
の
栄
華
を
象
徴
と
す

る
建
物
で
あ
る
︒

六
条
院
は
四
つ
の
町
に
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
四
季
の
名
前

が
つ
い
て
い
る
︒
春
の
町
の
主
人
は
紫
上
︑
夏
の
町
は
花
散
里
︑
秋
の
町
は

秋
好
中
宮
︑
そ
し
て
明
石
君
は
冬
の
町
の
主
人
と
な
っ
た
︒
六
条
院
を
建

て
た
際
︑
光
源
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
女
主
人
た
ち
の
嗜
好
に
合
う
よ
う

に
工
夫
を
凝
ら
し
花
や
木
を
植
え
︑
池
や
山
を
整
え
女
た
ち
を
出
迎
え
た
︒

例
え
ば
︑
紫
上
が
主
人
の
春
の
町
の
造
り
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

南
の
東
︵
＝
春
の
町
︶
は
︑
山
高
く
︑
春
の
花
の
木
︑
数
を
尽
く
し

て
植
ゑ
︑
池
の
さ
ま
お
も
し
ろ
く
す
ぐ
れ
て
︑
御
前
近
き
前
栽
︑
五

葉
︑
紅
梅
︑
桜
︑
藤
︑
山
吹
︑
岩
擲
躅
な
ど
や
う
の
︑
春
の
も
て
あ

そ
び
を
わ
ざ
と
は
植
ゑ
て
︑
秋
の
前
栽
を
ば
︑
む
ら
む
ら
ほ
の
か
に

ま
ぜ
た
り
︒

︵
少
女
③
二
七
四
頁
)

こ
の
よ
う
に
春
の
町
は
様
々
な
花
に
溢
れ
山
や
池
も
工
夫
し
て
配
置
さ
れ

て
い
る
︒
ま
さ
に
光
源
氏
と
紫
上
の
住
む
に
ふ
さ
わ
し
い
華
や
か
な
町
と

な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
趣
向
は
︑
他
の
町
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

花
散
里
が
主
人
の
夏
の
町
は

北
の
東
︵
＝
夏
の
町
︶
は
︑
涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
︑
夏
の
蔭
に
よ

れ
り
︒
前
近
き
前
栽
︑
呉
竹
︑
下
風
涼
し
か
る
べ
く
︑
木
高
き
森
の

や
う
な
る
木
ど
も
木
深
く
お
も
し
ろ
く
︑
山
里
め
き
て
︑
卯
の
花
の

垣
根
こ
と
さ
ら
に
し
わ
た
し
て
︑
昔
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
︑
撫
子
︑
薔
薇
︑

苦
丹
な
ど
や
う
の
︑
花
の
く
さ
ぐ
さ
を
植
ゑ
て
︑
春
秋
の
木
草
︑
そ

の
な
か
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
︒
東
面
は
︑
分
け
て
馬
場
の
大
殿
つ
く

り
︑
埒
結
ひ
て
︑
五
月
の
御
遊
び
所
に
て
︑
水
の
ほ
と
り
に
菖
蒲
植

ゑ
し
げ
ら
せ
て
︑
向
ひ
に
御
厩
し
て
︑
世
に
な
き
上
馬
ど
も
を
と
と

の
へ
立
て
さ
せ
た
ま
へ
り
︒

︵
少
女
③
二
七
四
～
五
頁
)

秋
好
中
宮
が
主
人
の
秋
の
町
に
関
し
て
も
︑

中
宮
の
御
町
︵
＝
秋
の
町
︶
を
ば
︑
も
と
の
山
に
︑
紅
葉
の
色
濃
か

る
べ
き
植
木
ど
も
を
植
ゑ
︑
泉
の
水
遠
く
す
ま
し
や
り
︑
水
の
音
ま

さ
る
べ
き
巌
立
て
加
へ
︑
滝
お
と
し
て
︑
秋
の
野
を
は
る
か
に
作
り

た
る
︑
そ
の
こ
ろ
に
あ
ひ
て
︑
さ
か
り
に
咲
き
乱
れ
た
り
︒
嵯
峨
の

大
井
の
わ
た
り
の
野
山
︑
無
徳
に
け
お
さ
れ
た
る
秋
な
り
︒

︵
少
女
③
二
七
四
頁
︶

と
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
町
も
光
源
氏
の
思
う
通
り
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
味
に
合
わ

せ
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
︑
い
か
に
も
華
や
か
な
造
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
お
け
る
明
石
君
の
特
別
性
︵
土
田
︶
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そ
ん
な
中
︑
唯
一
そ
う
し
た
華
や
か
な
町
々
と
は
趣
向
の
異
な
る
町
が

あ
る
︒
そ
れ
が
︑
明
石
君
を
主
人
と
す
る
冬
の
町
で
あ
る
︒

︻
１
︼
西
の
町
︵
＝
冬
の
町
︶
は
︑
北
面
築
き
分
け
て
︑
御
倉
町
な
り
︒

隔
て
の
垣
に
松
の
木
し
げ
く
︑
雪
を
も
て
あ
そ
ば
む
た
よ
り
に
よ
せ

た
り
︒
冬
の
は
じ
め
︑
朝
霜
む
す
ぶ
べ
き
菊
の
籬
︑
わ
れ
は
顔
な
る

柞
原
︑
を
さ
を
さ
名
も
知
ら
ぬ
深
山
木
ど
も
の
木
深
き
な
ど
を
移
し

植
ゑ
た
り
︒

︵
少
女
③
二
七
五
頁
)

冬
の
町
は
北
面
が
倉
︑
さ
ら
に
植
え
ら
れ
た
名
前
の
わ
か
る
木
は
二
種

類
︑
花
は
一
種
類
と
︑
他
の
町
に
比
べ
明
ら
か
に
明
石
君
の
暮
ら
し
た
冬

の
町
だ
け
が
簡
素
で
華
の
な
い
造
り
に
な
っ
て
い
る
︒

冬
の
町
の
特
異
性
は
︑
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
後
で
詳
し
く
述

べ
る
が
︑
こ
の
冬
の
町
で
は
︑
他
の
町
で
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
は
ず

の
華
や
か
な
行
事
と
い
う
も
の
が
一
切
催
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
こ

の
よ
う
な
他
の
女
性
た
ち
と
の
処
遇
の
差
に
つ
い
て
岩
坪
健
氏
は
︑
そ
の

中
で
も
特
に
紫
上
と
比
較
し
﹁
明
石
の
君
に
対
す
る
光
源
氏
の
愛
情
も
処

遇
も
︑
紫
の
上
に
対
す
る
そ
れ
に
優
越
す
る
こ
と
な
ど
絶
対
に
あ
り
得
な

い
の
で
あ
っ
た
﹂
と
し
て
い
る
︵
１
︶

︒

こ
こ
で
素
朴
な
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
そ
れ
は
︑
そ
も
そ
も

な
ぜ
冬
の
町
は
︑
同
じ
六
条
院
の
中
に
あ
り
な
が
ら
他
の
町
と
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
印
象
が
違
う
の
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
を
読
ん
で
い
る
と
︑
も
う
一
つ
︑
疑
問
に
感
じ
ら
れ
る

点
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
明
石
君
が
住
む
冬
の
町
に
関
す
る
記
述
が
︑
他
の

町
の
記
述
に
比
べ
て
極
端
に
少
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
︑
冬
の
町
と
い
う
空
間
は
他
の
町
と
比
べ
て
華
や
か
さ
が
な
く
︑

華
や
か
な
行
事
と
い
っ
た
も
の
も
開
催
さ
れ
て
い
な
い
︒
冬
の
町
に
関
す

る
記
述
の
少
な
さ
は
︑
冬
の
町
の
簡
素
さ
と
も
関
連
す
る
か
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
︑
も
し
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
︑
や
は
り
記
述
が
少
な
い
の
で

あ
る
︒

な
ぜ
︑
冬
の
町
は
︑
他
の
町
に
比
べ
て
印
象
が
薄
い
の
か
︒
ま
た
︑
な

ぜ
︑
冬
の
町
は
他
の
町
に
比
べ
て
記
述
が
極
端
に
少
な
い
の
か
︒
そ
れ
は

単
に
冬
の
町
が
華
や
か
で
な
い
空
間
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
か
︒

従
来
︑
六
条
院
に
つ
い
て
は
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
︒
日
向
一

雅
氏
は
六
条
院
を
光
源
氏
の
王
権
性
を
実
現
す
る
世
界
だ
と
し
て
い
る
︵
２
︶

︒

ま
た
増
田
繁
夫
氏
は
六
条
院
の
中
で
は
紫
上
の
圧
倒
的
優
位
の
秩
序
が
あ

り
︑
必
ず
し
も
調
和
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
紫
上
は
六
条
院
で
世
間

か
ら
も
認
め
ら
れ
た
北
方
の
地
位
を
得
た
と
し
て
い
る
︵
３
︶

︒
一
方
で
助
川
幸

逸
郎
氏
は
六
条
院
は
光
源
氏
と
秋
好
中
宮
母
子
及
び
明
石
一
族
の
三
者
が

連
合
し
て
形
成
し
て
い
る
世
界
だ
と
し
︑
明
石
君
の
六
条
院
に
お
い
て
の

立
場
を
非
常
に
高
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
︵
４
︶

︒
こ
の
よ
う
に
︑
従

来
の
研
究
に
お
い
て
も
明
石
君
の
評
価
に
つ
い
て
正
反
対
の
捉
え
方
が
な

さ
れ
て
き
た
︒

本
論
文
の
目
的
は
︑
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
疑
問
に
焦
点
を
当
て
︑
六
条
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院
に
お
け
る
明
石
君
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
︒

二

冬
の
町
に
見
え
る
二
つ
の
特
異
性
に
つ
い
て

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
冬
の
町
で
は
華
や
か
な
行
事
が
催
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
︒

例
え
ば
︑
春
の
町
で
は
︑

弥
生
の
二
十
日
あ
ま
り
の
こ
ろ
ほ
ひ
︑
春
の
御
前
︵
＝
紫
上
を
主
人

と
す
る
春
の
町
︶
の
あ
り
さ
ま
︑
常
よ
り
こ
と
に
尽
く
し
て
に
ほ
ふ

花
の
色
︑
鳥
の
声
︑
ほ
か
の
里
に
は
︑
ま
だ
古
り
ぬ
に
や
と
︑
め
づ

ら
し
う
見
え
聞
こ
ゆ
︒
山
の
木
立
︑
中
島
の
わ
た
り
︑
色
ま
さ
る
苔

の
け
し
き
な
ど
︑
若
き
人
々
の
は
つ
か
に
心
も
と
な
く
思
ふ
べ
か
め

る
に
︑
唐
め
い
た
る
船
造
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
︑
急
ぎ
さ
う
ぞ
か
せ
た

ま
ひ
て
︑
お
ろ
し
始
め
さ
せ
た
ま
ふ
日
は
︑
雅
楽
寮
の
人
召
し
て
︑

船
の
楽
せ
ら
る
︒
親
王
た
ち
上
達
部
な
ど
︑
あ
ま
た
参
り
た
ま
へ

り
︒

︵
胡
蝶
④
三
一
頁
)

と
あ
る
よ
う
に
︑
晩
春
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
素
晴
ら
し
い
庭
の
様

子
で
あ
る
春
の
町
で
︑
女
房
や
客
人
に
も
そ
の
様
子
を
楽
し
ま
せ
る
た
め

に
行
事
が
催
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
行
事
の
た
め
に
︑
わ
ざ
わ
ざ
船
を
造
り

春
の
町
の
池
に
浮
か
べ
︑
楽
器
な
ど
を
演
奏
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
行

事
で
は
秋
好
中
宮
を
主
人
と
す
る
秋
の
町
の
女
房
た
ち
も
招
待
さ
れ
て
お

り
︑
彼
女
た
ち
は
春
の
町
の
様
子
に
感
動
し
︑
ま
た
そ
の
他
の
客
人
た
ち

も
行
事
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
が
惜
し
く
︑
夜
遅
く
ま
で
楽
器
を
演
奏
す

る
な
ど
し
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
に
春
の
町
で
は
︑
い
か
に
も

華
や
か
な
行
事
が
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
︒

ま
た
夏
の
町
で
も
五
月
︑
夏
の
町
の
特
徴
で
も
あ
る
馬
場
を
使
い
︑
騎

射
を
楽
し
む
行
事
が
催
さ
れ
た
︒
そ
の
際
の
夏
の
町
の
様
子
は
︑

対
の
御
方
︵
＝
夏
の
町
西
の
対
に
住
む
玉
鬘
︶
よ
り
も
︑
童
女
な
ど
物

見
に
わ
た
り
来
て
︑
廊
の
戸
口
に
︑
御
簾
青
や
か
に
掛
け
わ
た
し
て
︑

今
め
き
た
る
裾
濃
の
御
几
帳
ど
も
立
て
わ
た
し
︑
童
女
︑
下
仕
へ
な

ど
さ
ま
よ
ふ
︒
菖
蒲
襲
の
衵
︑
二
藍
の
羅
の
汗
衫
着
た
る
童
女
ぞ
︑

西
の
対
の
な
め
る
︒
好
ま
し
く
馴
れ
た
る
限
り
四
人
︑
下
仕
へ
は
︑

楝
の
裾
濃
の
裳
︑
撫
子
の
若
葉
の
色
し
た
る
唐
衣
︑
今
日
の
よ
そ
ひ

ど
も
な
り
︒
こ
な
た
の
は
︑
濃
き
単
襲
に
︑
撫
子
襲
の
汗
衫
な
ど
お

ほ
ど
か
に
て
︑
お
の
お
の
い
ど
み
顔
な
る
も
て
な
し
︑
見
所
あ
り
︒

︵
蛍
④
六
九
頁
︶

と
あ
り
︑
こ
の
行
事
の
た
め
に
皆
が
様
々
な
色
の
着
物
で
着
飾
り
︑
調
度

を
整
え
華
や
か
に
し
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
︒

さ
ら
に
︑
秋
の
町
で
も
次
の
よ
う
な
行
事
が
催
さ
れ
て
い
る
︒

今
日
は
︑︵
秋
の
町
の
主
人
で
あ
る
︶
中
宮
の
御
読
経
の
は
じ
め
な
り

け
り
︒
や
が
て
ま
か
で
た
ま
は
で
︑
休
み
所
と
り
つ
つ
︑
日
の
御
よ

そ
ひ
に
か
へ
た
ま
ふ
人
々
も
多
か
り
︒
障
り
あ
る
は
︑
ま
か
で
な
ど

﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
お
け
る
明
石
君
の
特
別
性
︵
土
田
︶

―65―



︻
六
条
院
復
元
図
︼

※
冬
の
町
は
左
上
︒

も
し
た
ま
ふ
︒
午
の
時
ば
か
り
に
︑
皆
あ
な
た
に
参
り
た
ま
ふ
︒
大

臣
の
君
︵
＝
光
源
氏
︶
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
︑
皆
着
き
わ
た
り

た
ま
ふ
︒
殿
上
人
な
ど
も
︑
残
る
な
く
参
る
︒
多
く
は
︑
大
臣
の
御

勢
ひ
に
も
て
な
さ
れ
た
ま
ひ
て
︑
や
む
ご
と
な
く
︑
い
つ
く
し
き
御

あ
り
さ
ま
な
り
︒

春
の
上
︵
＝
紫
上
︶
の
御
心
ざ
し
に
︑
仏
に
花
た
て
ま
つ
ら
せ
た

ま
ふ
︒
鳥
蝶
に
装
束
き
分
け
た
る
童
べ
八
人
︑
容
貌
な
ど
こ
と
に
と

と
の
へ
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
鳥
に
は
︑
銀
の
花
瓶
に
桜
を
さ
し
︑
蝶
は
︑

金
の
瓶
に
山
吹
を
︑
同
じ
き
花
の
房
い
か
め
し
う
︑
世
に
な
き
に
ほ

ひ
を
尽
く
さ
せ
た
ま
へ
り
︒

︵
胡
蝶
④
三
七
頁
)

秋
の
町
の
主
人
で
あ
る
秋
好
中
宮
の
読
経
と
い
う
行
事
に
合
わ
せ
光
源
氏

を
は
じ
め
と
し
て
︑
殿
上
人
も
残
ら
ず
秋
の
町
に
集
ま
っ
た
こ
と
が
見
て

と
れ
る
︒
こ
の
場
面
で
も
紫
上
か
ら
贈
ら
れ
た
花
を
は
じ
め
︑
銀
や
金
の

瓶
に
は
山
吹
や
桜
の
︑
特
に
素
晴
ら
し
い
も
の
を
選
ん
で
生
け
る
な
ど
︑

華
や
か
に
準
備
が
な
さ
れ
︑
行
事
が
催
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
春
の
町
︑
夏
の
町
︑
秋
の
町
で
は
様
々
な
行
事
が
華
や
か

に
開
催
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
冬
の
町
で
は
︑
そ
う
し
た
華
や
か
な
行

事
が
催
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒

冬
の
町
の
特
異
性
は
〝
華
や
か
な
行
事
が
催
さ
れ
な
い
こ
と
〟
だ
け
で

は
な
い
︒
そ
の
建
物
自
体
に
関
し
て
も
︑
他
の
町
の
造
り
に
比
べ
て
極
め

て
質
素
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

︻
２
︼
二
月
ば
か
り
よ
り
︑
あ
や
し
く
︵
明
石
姫
君
の
︶
御
け
し
き
変

り
て
な
や
み
た
ま
ふ
に
︑
御
心
ど
も
騒
ぐ
べ
し
︒
陰
陽
師
ど
も
も
︑

所
を
か
へ
て
つ
つ
し
み
た
ま
ふ
べ
く
申
し
け
れ
ば
︑︵
光
源
氏
は
︶
ほ

か
の
さ
し
離
れ
た
ら
む
は
お
ぼ
つ
か
な
し
と
て
︑
か
の
明
石
の
御
町

︵
＝
冬
の
町
︶
の
中
の
対
に
わ
た
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
︒
こ
な
た
は

た
だ
お
ほ
き
な
る
対
二
つ
︑
廊
ど
も
な
む
め
ぐ
り
て
あ
り
け
る
に
︑

御
修
法
の
壇
隙
な
く
塗
り
て
︑
い
み
じ
き
験
者
ど
も
つ
ど
ひ
て
の
の

し
る
︒

︵
若
菜
上
⑤
九
二
頁
)

こ
れ
は
︑
明
石
君
の
娘
で
あ
る
明
石
姫
君
が
出
産
の
た
め
に
冬
の
町
に
移

る
場
面
で
あ
る
︒
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
冬
の
町
に
は
二
つ
の
対

が
あ
り
︑
そ
こ
に
廊
が
張
り

巡
ら
さ
れ
て
い
る
︵
︻
六
条

院
復
元
図
︵
５
︶

︼
参
照
︶︒
一
見
︑

こ
れ
は
豪
華
な
も
の
の
よ
う

に
思
え
る
が
︑
実
は
そ
う
で

は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
冬
の

町
に
は
︑
他
の
町
に
当
た
り

前
の
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い

る
釣
殿
や
寝
殿
︑
馬
場
大
殿

な
ど
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
冬
の
町
に
は
対
が
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二
つ
あ
る
の
で
は
な
い
︒
〝
二
つ
の
対
し
か
な
か
っ
た
〟
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
冬
の
町
と
は
︑
源
氏
が
他
の
町
の
女
性
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
︑
明
石
君
の
た
め
に
特
別
に
用
意
し
た
空
間
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
か
︑
冬
の
町
だ
け
が
他
の
華
や
か
な
町
に

比
べ
︑
非
常
に
簡
素
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
冬
の

町
の
特
異
性
は
明
ら
か
だ
ろ
う
︒

以
上
︑
冬
の
町
の
特
異
性
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
が
︑
こ
こ
か
ら
が

本
題
で
あ
る
︒

冬
の
町
が
他
の
町
に
比
べ
て
明
ら
か
に
華
や
か
さ
を
欠
く
空
間
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
も
う
一
つ
気
に
な
る
特
異
性
が

あ
る
︒
そ
れ
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
〝
冬
の
町
に
関
す
る
記
述
が

極
端
に
少
な
い
〟
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
六
条
院
が
完
成
し
た
の
は
︑
少

女
巻
の
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
か
ら
︑
光
源
氏
が
亡
く
な
っ
た
と

記
述
の
あ
る
匂
兵
部
卿
巻
ま
で
巻
数
は
実
に
二
二
巻
︑
こ
れ
は
全
五
四
巻

あ
る
本
作
品
に
お
い
て
非
常
に
長
い
期
間
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か

し
︑
こ
の
間
に
明
石
君
を
主
人
と
す
る
冬
の
町
の
様
子
が
詳
細
に
描
か
れ

る
の
は
計
六
回
︵
少
女
③
二
七
五
頁
︵
＝
前
掲
︻
１
︼
︶
︑
初
音
④
一
七
頁
︵
＝
後

掲
︻
４
︼
︶
︑
野
分
④
一
三
五
頁
︵
＝
後
掲
︻
３
︼
︻
５
︼
︶
︑
若
菜
上
⑤
九
二
頁

︵
＝
前
掲
︻
２
︼
︶
︑
若
菜
上
⑤
一
〇
六
頁
︑
幻
⑥
一
三
九
頁
︶
し
か
な
い
︒

た
だ
︑
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
︑
単
に
〝
冬
の
町
の
様
子
が
描
か

れ
な
い
〟
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
以
前
に
︑〝
六
条
院
の
人
々

が
冬
の
町
に
移
動
し
た
と
す
る
記
述
さ
え
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
〟
と

い
う
事
実
な
の
で
あ
る
︒

確
か
に
︑
冬
の
町
で
は
華
や
か
な
行
事
が
催
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
他

の
町
に
比
べ
て
質
素
な
空
間
で
も
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
特
別
描
く
べ
き
こ

と
の
な
い
空
間
に
つ
い
て
︑
な
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
も
︑
あ

る
意
味
当
然
だ
と
言
え
ば
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑

冬
の
町
が
描
か
れ
な
い
理
由
は
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
冬
の
町
の
特

異
性
が
い
っ
た
い
何
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
そ
の
答
え
こ
そ
が
︑
冬
の
町
の
描
写
が
極
端
に
少
な

い
こ
と
の
理
由
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

三

聖
な
る
空
間
と
し
て
の
冬
の
町

な
ぜ
冬
の
町
が
描
か
れ
な
い
の
か
︒
そ
の
理
由
を
考
え
る
た
め
に
︑
ま

ず
は
冬
の
町
が
描
か
れ
る
場
面
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

︻
３
︼︵
明
石
君
は
︶
も
の
の
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
け
る
ま
ま
に
︑
箏
の
琴

を
掻
き
ま
さ
ぐ
り
つ
つ
︑
端
近
う
ゐ
た
ま
へ
る
に
︑︵
光
源
氏
の
︶
御

前
駆
追
ふ
声
の
し
け
れ
ば
︑
う
ち
と
け
な
え
ば
め
る
姿
に
︑
小
袿
ひ

き
お
と
し
て
︑
け
ぢ
め
見
せ
た
る
︑
い
と
い
た
し
︒︵
光
源
氏
は
︶
端

の
か
た
に
つ
い
ゐ
た
ま
ひ
て
︑
風
の
騒
ぎ
ば
か
り
を
と
ぶ
ら
ひ
た
ま

﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
お
け
る
明
石
君
の
特
別
性
︵
土
田
︶
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ひ
て
︑
つ
れ
な
く
立
ち
帰
り
た
ま
ふ
︑
心
や
ま
し
げ
な
り
︒

︵
野
分
④
一
三
六
頁
︶

野
分
巻
︑
突
風
に
よ
っ
て
荒
れ
て
し
ま
っ
た
六
条
院
の
各
町
に
︑
光
源
氏

が
お
見
舞
い
に
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
場
面
を
詳
し
く
見
る
と
︑
明

石
君
は
︑
彼
女
の
庭
が
野
分
に
よ
っ
て
荒
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悲
し
く

思
い
︑
箏
の
琴
を
弾
く
こ
と
も
な
く
手
す
さ
び
に
し
て
︑
端
近
く
に
い
た

と
こ
ろ
︑
光
源
氏
の
先
払
い
を
す
る
家
来
た
ち
の
声
が
し
た
の
で
︑
く
つ

ろ
い
だ
着
物
の
上
に
小
袿
を
羽
織
る
こ
と
で
敬
意
を
表
し
光
源
氏
を
迎
え

入
れ
た
の
は
い
か
に
も
た
し
な
み
深
い
様
子
で
あ
っ
た
︒
光
源
氏
は
端
に

ち
ょ
っ
と
座
っ
て
風
の
騒
ぎ
を
お
見
舞
い
し
︑
そ
れ
き
り
で
帰
る
様
子

に
︑
明
石
君
は
意
に
満
た
ぬ
思
い
の
よ
う
だ
︒
今
確
認
し
た
よ
う
に
︑
こ

の
場
面
は
明
石
君
の
日
常
を
描
い
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑

こ
こ
で
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
︑﹁
端
近
﹂
に
い
る
明
石
君
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
︑
そ
の
こ
と
自
体
の
意
味
な
の
で
あ
る
︒

当
時
の
女
性
は
︑
他
の
男
性
に
見
ら
れ
て
は
い
け
な
い
存
在
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
当
人
の
女
性
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
彼
女
た
ち
の
庇
護
者

た
ち
は
︑
彼
ら
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
生
活

し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
次
に
引
用
す
る
二
つ
の
場
面
か
ら
も
容
易
に

理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒

︽
Ａ
︾
南
の
御
殿
︵
＝
春
の
町
︶
に
も
︑
前
栽
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ひ
け

る
を
り
に
し
も
︑
か
く
吹
き
出
で
て
︑
も
と
あ
ら
の
小
萩
︑
は
し
た

な
く
待
ち
え
た
る
風
の
け
し
き
な
り
︒
折
れ
返
り
︑
露
も
と
ま
る
ま

じ
く
吹
き
散
ら
す
を
︑︵
紫
上
は
︶
す
こ
し
端
近
く
て
見
た
ま
ふ
︒

大
臣
︵
＝
光
源
氏
︶
は
︑
姫
君
︵
＝
明
石
姫
君
︶
の
御
方
に
お
は
し
ま

す
ほ
ど
に
︑
中
将
の
君
︵
＝
夕
霧
︶
参
り
た
ま
ひ
て
︑
東
の
渡
殿
の

小
障
子
の
上
よ
り
︑
妻
戸
の
あ
き
た
る
隙
を
︑
何
心
も
な
く
見
入
れ

た
ま
へ
る
に
︑
女
房
の
あ
ま
た
見
ゆ
れ
ば
︑
立
ち
と
ま
り
て
︑
音
も

せ
で
見
る
︒
御
屏
風
も
︑
風
の
い
た
く
吹
き
け
れ
ば
︑
押
し
畳
み
寄

せ
た
る
に
︑
見
通
し
あ
ら
は
な
る
廂
の
御
座
に
ゐ
た
ま
へ
る
人

︵
＝
紫
上
︶
︑
も
の
に
ま
ぎ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
︑
気
高
く
き
よ
ら
に
︑

さ
と
に
ほ
ふ
こ
こ
ち
し
て
︑
春
の
曙
の
霞
の
間
よ
り
︑
お
も
し
ろ
き

樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
る
こ
こ
ち
す
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
大
臣

︵
＝
光
源
氏
︶
の
い
と
気
遠
く
は
る
か
に
も
て
な
し
た
ま
へ
る
は
︑
か

く
見
る
人
た
だ
に
は
え
思
ふ
ま
じ
き
︵
紫
上
の
︶
御
あ
り
さ
ま
を
︑

い
た
り
深
き
御
心
に
て
︑
も
し
か
か
る
こ
と
も
や
と
お
ぼ
す
な
り
け

り
︑
と
思
ふ
に
︑
け
は
ひ
恐
ろ
し
う
て
立
ち
去
る
に
ぞ
︑
西
の
御
方

よ
り
︑
︵
光
源
氏
が
︶
内
の
御
障
子
引
き
あ
け
て
わ
た
り
た
ま
ふ
︒
⁝

︵
中
略
︶
⁝
︵
夕
霧
が
︶
今
参
れ
る
や
う
に
う
ち
声
づ
く
り
て
︑
簀
子

の
か
た
に
歩
み
出
で
た
ま
へ
れ
ば
︑︵
光
源
氏
は
︶﹁
さ
れ
ば
よ
︒
あ

ら
は
な
り
つ
ら
む
﹂
と
て
︑
か
の
妻
戸
の
あ
き
た
り
け
る
よ
と
︑
今

ぞ
見
と
が
め
た
ま
ふ
︒

︵
野
分
④
一
二
四
～
五
頁
)

こ
れ
は
︑︻
３
︼
と
同
じ
野
分
巻
の
一
場
面
︑
紫
上
が
庭
の
様
子
を
気
に
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し
て
端
近
く
に
い
た
と
こ
ろ
に
突
風
が
吹
き
︑
屏
風
が
め
く
り
上
が
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
で
︑
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
夕
霧
に
そ
の
姿
を
見
ら
れ

て
し
ま
う
と
い
う
場
面
で
あ
る
︒
夕
霧
は
紫
上
の
姿
を
こ
の
場
面
で
初
め

て
見
︑
そ
の
美
し
さ
に
感
動
し
た
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
そ
の
よ
う
に
美
し

く
大
切
な
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
紫
上
が
他
の
人
の
目
に
触
れ
ぬ
よ
う
細

心
の
注
意
を
払
っ
て
き
た
こ
と
を
思
い
知
り
︑
見
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悟

ら
れ
ま
い
と
退
出
す
る
︒
し
か
し
光
源
氏
は
︑
退
出
す
る
夕
霧
の
様
子
が

お
か
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
も
し
か
す
る
と
紫
上
を
見
ら
れ
た
か
も
し
れ

な
い
と
感
づ
き
焦
る
︒

さ
て
︑
今
引
用
し
た
︽
Ａ
︾
は
︑
紫
上
が
﹁
端
近
﹂
に
お
り
︑
そ
の
姿

を
夕
霧
に
見
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
先
の
︻
３
︼
の
内
容
と
端
近

く
に
い
る
と
い
う
点
で
は
︑
大
き
く
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
︒
た
だ
︑

︽
Ａ
︾
と
︻
３
︼
に
は
決
定
的
に
異
な
る
点
が
一
つ
あ
る
︒︽
Ａ
︾
の
場
合
︑

夕
霧
に
紫
上
の
姿
を
見
ら
れ
た
の
は
︑
彼
女
が
﹁
端
近
﹂
に
い
た
か
ら
で

は
な
い
︒
あ
く
ま
で
も
︑
突
風
が
吹
く
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
こ
と

に
よ
っ
て
︑
は
じ
め
て
彼
女
の
姿
が
露
わ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
事
実
︑

光
源
氏
も
そ
の
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
︑
自
分
の
妻
で
あ
る
女
性
が
他
の

男
性
に
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
︑
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
︒

同
様
の
例
を
も
う
一
つ
挙
げ
る
︒
次
の
引
用
は
︑
若
菜
上
巻
︑
源
氏
の

正
妻
と
し
て
降
嫁
し
た
女
三
宮
が
︑
男
性
に
姿
を
見
ら
れ
て
し
ま
う
と
い

う
場
面
で
あ
る
︒

︽
Ｂ
︾
猫
は
︑
ま
だ
よ
く
人
に
も
な
つ
か
ぬ
に
や
︑
綱
い
と
長
く
付
き

た
り
け
る
を
︑
も
の
に
ひ
き
か
け
ま
つ
は
れ
に
け
る
を
︑
逃
げ
む
と

ひ
こ
し
ろ
ふ
ほ
ど
に
︑
御
簾
の
そ
ば
い
と
あ
ら
は
に
引
き
あ
け
ら
れ

た
る
を
︑
と
み
に
ひ
き
直
す
人
も
な
し
︒
こ
の
柱
の
も
と
に
あ
り
つ

る
人
々
も
︑
心
あ
わ
た
た
し
げ
に
て
︑
も
の
懼
ぢ
し
た
る
け
は
ひ
ど

も
な
り
︒

几
帳
の
際
す
こ
し
入
り
た
る
ほ
ど
に
︑
袿
姿
に
て
立
ち
た
ま
へ
る

人
︵
＝
女
三
宮
︶
あ
り
︒
階
よ
り
西
の
二
の
間
の
東
の
そ
ば
な
れ
ば
︑

ま
ぎ
れ
ど
こ
ろ
も
な
く
あ
ら
は
に
見
入
れ
ら
る
︒

︵
若
菜
上
⑤
一
二
七
頁
︶

夕
霧
や
そ
の
友
人
の
柏
木
ら
が
夏
の
町
に
て
蹴
鞠
に
興
じ
て
い
た
と
こ

ろ
︑
そ
れ
が
光
源
氏
の
耳
に
入
り
春
の
町
に
移
動
し
て
蹴
鞠
を
す
る
こ
と

に
な
る
︒
そ
の
際
︑
女
三
宮
の
飼
っ
て
い
た
猫
が
逃
げ
よ
う
と
暴
れ
︑
繋

い
で
い
た
綱
が
御
簾
に
引
っ
掛
か
り
部
屋
の
中
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
し
ま

う
︒
こ
の
時
女
三
宮
は
端
近
く
に
立
っ
て
い
た
た
め
柏
木
に
見
ら
れ
て
し

ま
う
の
だ
︒

こ
の
︽
Ｂ
︾
に
関
し
て
も
︑
先
の
︽
Ａ
︾
と
同
じ
く
︑
他
の
男
性
た
ち

に
女
三
宮
の
姿
を
見
ら
れ
た
の
は
︑
彼
女
が
﹁
端
近
﹂
に
い
た
と
い
う
理

由
だ
け
で
は
な
い
︒
猫
が
暴
れ
る
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
っ
て
︑
彼
女
の

姿
が
露
わ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
出
来
事
の
後
︑
女
三
宮
に
恋
心
を
抱
い
た
柏
木
は
彼
女
に
手
紙
を

﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
お
け
る
明
石
君
の
特
別
性
︵
土
田
︶
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送
る
︒
そ
の
手
紙
に
よ
り
︑
女
三
宮
は
自
分
の
姿
を
見
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
こ
と
を
知
り
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

︵
女
三
宮
は
︶
あ
さ
ま
し
か
り
し
御
簾
の
つ
ま
を
お
ぼ
し
合
は
せ
ら
る

る
に
︑
御
面
赤
み
て
︑
大
殿
︵
＝
光
源
氏
︶
の
︑
さ
ば
か
り
こ
と
の

つ
い
で
ご
と
に
︑﹁
大
将
︵
＝
夕
霧
︶
に
見
え
た
ま
ふ
な
︒
い
は
け

な
き
御
あ
り
さ
ま
な
め
れ
ば
︑
お
の
づ
か
ら
と
り
は
づ
し
て
︑
見
た

て
ま
つ
る
や
う
も
あ
り
な
む
﹂
と
︑
い
ま
し
め
き
こ
え
た
ま
ふ
を
お

ぼ
し
出
づ
る
に
︑
大
将
の
︑
さ
る
こ
と
の
あ
り
し
と
語
り
き
こ
え
た

ら
む
時
︑
い
か
に
あ
は
め
た
ま
は
む
と
︑
人
の
見
た
て
ま
つ
り
け
む

こ
と
を
ば
お
ぼ
さ
で
︑
ま
づ
憚
り
き
こ
え
た
ま
ふ
心
の
う
ち
ぞ
幼
か

り
け
る
︒

︵
若
菜
上
⑤
一
三
五
頁
)

右
の
文
章
で
女
三
宮
は
光
源
氏
か
ら
い
つ
も
こ
と
あ
る
ご
と
に
他
の
男
性

に
見
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
注
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取

れ
る
︒

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
確
か
に
︻
３
︼
明
石
君
と
︑︽
Ａ
︾
紫
上
︑

︽
Ｂ
︾
女
三
宮
の
三
人
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
端
近
﹂
に
い
る
と
い
う
共
通
点

を
持
っ
て
い
る
︒
た
だ
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
︑︽
Ａ
︾
紫
上
と
︽
Ｂ
︾

女
三
宮
は
﹁
端
近
﹂
に
お
り
な
が
ら
も
︑
そ
の
周
辺
に
は
屏
風
や
几
帳
が

配
置
さ
れ
て
お
り
︑
他
の
男
性
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
様

子
が
見
え
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑︻
３
︼
の
場
面
で
︑
明
石
君
に
は
そ
う

し
た
配
慮
が
ま
っ
た
く
見
え
な
い
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
︒

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
︽
Ａ
︾
紫
上
と
︽
Ｂ
︾
女
三
宮
の
場
合
︑
庇
護

者
で
あ
る
光
源
氏
も
ま
た
︑
彼
女
た
ち
の
姿
を
他
の
男
性
に
見
ら
れ
な
い

よ
う
に
常
に
気
を
つ
け
て
い
た
︒
し
か
し
︑
明
石
君
に
関
し
て
は
︑
そ
う

し
た
配
慮
を
し
て
い
る
様
子
も
な
い
の
で
あ
る
︒

他
の
男
性
に
見
ら
れ
て
は
い
け
な
い
は
ず
の
明
石
君
が
︑
あ
ま
り
に
も

無
防
備
に
﹁
端
近
﹂
に
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
︑
彼
女
が
配
慮
の

足
り
な
い
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し

実
は
そ
う
で
な
い
︒
明
石
君
の
場
合
は
︑
彼
女
の
配
慮
が
足
り
な
い
が
た

め
に
﹁
端
近
﹂
に
い
る
の
で
は
く
︑
他
の
男
性
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

と
思
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
端
近
く
に
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
こ
と
は
︑
先
の
︻
３
︼︽
Ａ
︾
で
も
取
り
上
げ
た
野
分
巻
の
夕
霧

の
行
動
を
見
れ
ば
わ
か
る
︒

野
分
巻
は
︑
六
条
院
に
野
分
が
吹
き
荒
れ
た
後
︑
光
源
氏
と
夕
霧
が
各

町
を
訪
れ
見
舞
っ
て
い
る
姿
を
描
く
巻
で
あ
る
︒
当
該
巻
で
の
夕
霧
の
行

動
を
順
に
整
理
す
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

１
春
の
町
↓
２
六
条
院
を
退
出
↓
３
夏
の
町
↓
４
春
の
町
↓
５
秋
の

町
↓
６
夏
の
町
↓
８
春
の
町

右
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
︑
あ
る
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
︒

夕
霧
は
︑
冬
の
町
︵
＝
明
石
君
︶
の
も
と
に
の�

み�

訪
れ
て
い
な
い
︒

夕
霧
は
︑
た
ま
た
ま
冬
の
町
に
行
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
︑
行
け
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
だ
か
ら
こ
そ
光
源
氏
が
訪
れ
た
際
︑
明
石
君
は
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安
心
し
て
﹁
端
近
﹂
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
に
対
し
て
光

源
氏
は
心
配
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

冬
の
町
が
描
か
れ
な
か
っ
た
の
は
︑
単
に
華
や
か
さ
が
欠
け
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
︒
容
易
に
人
々
が
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
空
間
だ
っ
た

か
ら
な
の
で
あ
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
を
読
ん
で
い
る
と
︑
六
条
院
に
お
い
て
︑
冬
の
町
︑
そ

し
て
明
石
君
は
︑
六
条
院
の
主
人
で
あ
る
は
ず
の
光
源
氏
を
も
し
の
ぐ
存

在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
場
面
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
︒

︻
４
︼
暮
れ
が
た
に
な
る
ほ
ど
に
︑︵
光
源
氏
は
︶
明
石
の
御
方
に
わ
た

り
た
ま
ふ
︒
近
き
渡
殿
の
戸
押
し
あ
く
る
よ
り
︑
御
簾
の
う
ち
の
追

風
︑
な
ま
め
か
し
く
吹
き
匂
は
し
て
︑
も
の
よ
り
こ
と
に
気
高
く
お

ぼ
さ
る
︒
正
身
は
見
え
ず
︒
い
づ
ら
と
見
ま
は
し
た
ま
ふ
に
︑
硯
の

あ
た
り
に
ぎ
は
は
し
く
︑
草
子
ど
も
取
り
散
ら
し
た
る
を
取
り
つ
つ

見
た
ま
ふ
︒
唐
の
綺
の
こ
と
こ
と
し
き
縁
さ
し
た
る
茵
に
︑
を
か
し

げ
な
る
琴
う
ち
置
き
︑
わ
ざ
と
め
き
よ
し
あ
る
火
桶
に
︑
侍
従
を
く

ゆ
ら
か
し
て
︑
物
ご
と
に
し
め
た
る
に
︑
裛
衣
香
の
香
の
ま
が
へ
る
︑

い
と
艶
な
り
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
︵
光
源
氏
が
︶
筆
さ
し
ぬ
ら
し
て
書

き
す
さ
み
た
ま
ふ
ほ
ど
に
︑︵
明
石
君
が
︶
ゐ
ざ
り
出
で
て
︑
さ
す
が

に
み
づ
か
ら
の
も
て
な
し
は
︑
か
し
こ
ま
り
お
き
て
︑
め
や
す
き
用

意
な
る
を
︑
な
ほ
人
よ
り
は
異
な
り
と
お
ぼ
す
︒

︵
初
音
④
一
七
～
八
頁
)

こ
の
場
面
は
︑
前
節
で
触
れ
た
冬
の
町
が
描
か
れ
る
六
つ
の
場
面
の
一

つ
︑
光
源
氏
が
明
石
君
の
も
と
へ
渡
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
場
面

で
は
︑
六
条
院
の
主
人
光
源
氏
が
訪
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
明
石
君
や

女
房
た
ち
は
そ
の
場
に
い
な
い
︒
光
源
氏
は
誰
も
い
な
い
室
内
で
︑
た
だ

一
人
明
石
君
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
場
面
の
特
異
性
は
︑
他
の
町
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
り

明
確
に
な
る
︒
光
源
氏
が
六
条
院
の
町
々
を
訪
れ
る
と
い
っ
た
場
面
を
探

す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
次
の
場
面
︑

夏
の
御
住
ひ
︵
＝
花
散
里
が
住
む
夏
の
町
︶
を
見
た
ま
へ
ば
︑
時
な
ら

ぬ
け
に
や
︑
い
と
静
か
に
見
え
て
︑
わ
ざ
と
こ
の
ま
し
き
こ
と
も
な

く
︑
あ
て
や
か
に
住
み
な
し
た
ま
へ
る
け
は
ひ
見
え
わ
た
る
︒
年
月

に
添
へ
て
︑
御
心
の
隔
て
も
な
く
︑
あ
は
れ
な
る
御
な
か
ら
ひ
な
り
︒

今
は
︑
あ
な
が
ち
に
近
や
か
な
る
御
あ
り
さ
ま
も
︑
も
て
な
し
き
こ

え
た
ま
は
ざ
り
け
り
︒
い
と
む
つ
ま
し
く
あ
り
が
た
か
ら
む
妹
背
の

契
り
ば
か
り
︑
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
︒
御
几
帳
隔
て
た
れ
ど
︑
す

こ
し
押
し
や
り
た
ま
へ
ば
︑
ま
た
さ
て
お
は
す
︒

︵
初
音
④
一
四
～
五
頁
)

こ
れ
は
︑
光
源
氏
が
花
散
里
︵
＝
夏
の
町
︶
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
あ

る
︒
こ
こ
で
彼
は
そ
の
町
の
主
人
で
あ
る
花
散
里
に
よ
っ
て
︑
ご
く
自
然

に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
は
︑
他
の
春
の
町
︑

秋
の
町
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
︒
光
源
氏
は
六
条
院
の
主
人
と
し
て
訪

﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
お
け
る
明
石
君
の
特
別
性
︵
土
田
︶
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れ
︑
女
た
ち
の
生
活
を
把
握
す
る
︒
そ
し
て
彼
は
︑
六
条
院
の
主
人
と
し

て
各
町
の
女
性
た
ち
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
自
体
は
︑
な

ん
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
︒
ご
く
自
然
な
当
た
り
前
の
光
景
で
あ
る
︒

た
だ
︑
こ
う
し
た
一
見
当
た
り
前
な
光
景
が
︑
冬
の
町
に
は
見
ら
れ
な

い
︒
光
源
氏
が
冬
の
町
を
訪
れ
た
と
し
て
も
︑
他
の
町
で
あ
れ
ば
当
た
り

前
の
よ
う
に
彼
を
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
は
ず
の
明
石
君
の
姿
が
︑
な
ぜ
か

見
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
光
源
氏
は
六
条
院
の
主
人
で
あ
り
な
が
ら
︑
冬
の

町
や
明
石
君
の
前
で
は
六
条
院
の
主
人
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
な
い

の
で
あ
る
︒

冬
の
町
の
特
異
性
と
い
う
と
︑
一
見
マ
イ
ナ
ス
な
印
象
を
受
け
る
か
も

し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
特
異
性
の
根
本
に
あ
る
の
は
︑﹁
聖
な
る
も
の
﹂

で
あ
っ
た
︒
冬
の
町
や
明
石
君
は
︑
一
般
の
人
々
だ
け
に
留
ま
ら
ず
︑
六
条

院
の
主
人
光
源
氏
で
さ
え
も
掌
握
で
き
な
い
空
間
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

冬
の
町
の
特
異
性
と
し
て
︑
も
う
一
つ
重
要
な
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ

は
︑
冬
の
町
の
〝
植
物
〟
に
見
ら
れ
る
特
異
性
で
あ
る
︒

本
論
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
春
・
夏
・
秋
の
町
々
に
は
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
季
節
︵
テ
ー
マ
︶
に
あ
わ
せ
た
植
物
が
植
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

冬
の
町
に
は
﹁
冬
﹂
と
は
関
係
な
い
植
物
が
二
種
類
も
植
え
ら
れ
て
い
る
︒

︻
５
︼
童
女
な
ど
︑
を
か
し
き
衵
姿
う
ち
と
け
て
︑︵
明
石
君
が
︶
心
と

ど
め
取
り
分
き
植
ゑ
た
ま
ふ
龍
胆
︑
朝
顔
の
は
ひ
ま
じ
れ
る
籬
も
︑

み
な
散
り
乱
れ
た
る
を
︑
と
か
く
引
き
出
で
尋
ぬ
る
な
る
べ
し
︒

︵
野
分
④
一
三
五
～
六
頁
︶

右
の
引
用
に
見
え
る
﹁
龍
胆
﹂
と
﹁
朝
顔
﹂
は
︑
ど
ち
ら
も
秋
に
属
す
る

花
で
あ
り
︑
冬
の
花
で
は
な
い
︒
冬
の
町
で
は
位
置
づ
け
と
し
て
は
﹁
冬
﹂

に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
︑
な
ぜ
か
﹁
冬
﹂
と
は
関

係
な
い
植
物
が
植
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
も
︑
興
味
深
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
そ
れ
ら
の
植
物

は
︑
光
源
氏
の
趣
向
に
よ
っ
て
植
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
明
石
君
の

趣
向
で
︑
自
ら
の
手
で
植
え
た
︵
﹁
心
と
ど
め
取
り
分
き
植
ゑ
た
ま
ふ
﹂
︶
も

の
で
あ
っ
た
点
な
の
で
あ
る
︒

光
源
氏
が
︑
自
ら
の
手
で
︑
自
ら
の
趣
向
に
合
わ
せ
て
作
っ
た
と
さ
れ

る
六
条
院
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
︑
光
源
氏
の
意
向
と
は
関
係
の
な
い
植

物
が
︑
明﹅

石﹅

君﹅

の﹅

意﹅

思﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

植
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
事
実
は
︑
冬

の
町
が
い
か
に
特
異
な
空
間
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
︑
冬
の

町
と
い
う
空
間
の
も
う
一
つ
の
意
味
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

六
条
院
に
お
い
て
冬
の
町
は
︑
光
源
氏
の
意
向
か
ら
独
立
し
た
空
間

と
し
て
あ
っ
た
︒

そ
れ
こ
そ
が
︑
冬
の
町
の
︑
そ
し
て
明
石
君
の
本
質
的
な
姿
な
の
で
あ
っ
た
︒

物
語
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
︑
六
条
院
に
お
い
て
明
石
君
が
特
異
な
存

在
で
あ
る
こ
と
は
︑
入
居
の
場
面
に
お
い
て
既
に
示
さ
れ
て
い
た
︒

彼
岸
の
こ
ろ
ほ
ひ

(春
の
町
の
主
人
紫
上
と
夏
の
町
の
主
人
花
散
里
が
六

条
院
に
︶
わ
た
り
た
ま
ふ
︒
ひ
と
た
び
に
と
定
め
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
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ど
︑
騒
が
し
き
や
う
な
り
と
て
︑
中
宮
︵
＝
秋
の
町
の
主
人
秋
好
中
宮
︶

は
す
こ
し
延
べ
さ
せ
た
ま
ふ
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝

五
六
日
過
ぎ
て
︑
中
宮
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ふ
︒

︵
少
女
③
二
七
五
～
六
頁
︶

こ
の
場
面
で
は
︑
彼
岸
の
こ
ろ
全
員
が
一
緒
に
六
条
院
に
移
ろ
う
と
思
う

も
の
の
︑
混
乱
を
避
け
る
た
め
秋
好
中
宮
の
み
が
五
・
六
日
間
あ
け
て

移
っ
た
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
に
明
石
君
の
姿
は
見
え
な
い
︒

明
石
君
が
六
条
院
に
移
っ
た
の
は
︑
他
の
女
性
た
ち
が
六
条
院
に
入
っ

た
約
一
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

大
井
の
御
方
︵
＝
明
石
君
︶
は
︑
か
う
か
た
が
た
の
御
う
つ
ろ
ひ

定
ま
り
て
︑
数
な
ら
ぬ
人
は
︑
い
つ
と
な
く
ま
ぎ
ら
は
さ
む
と
お
ぼ

し
て
︑
神
無
月
に
な
む
わ
た
り
た
ま
ひ
け
る
︒︵
少
女
③
二
七
八
頁
︶

全
員
で
移
る
と
し
な
が
ら
も
明
石
君
だ
け
は
同
時
に
移
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

明
石
君
は
は
じ
め
か
ら
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
︒
こ
の
用
例
は
︑

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

四

お
わ
り
に

光
源
氏
亡
き
あ
と
︑
六
条
院
は
次
の
よ
う
に
変
化
す
る
︒

女
一
の
宮
︵
＝
明
石
君
の
孫
︶
は
︑
六
条
の
院
南
の
町
︵
＝
春
の
町
︶

の
東
の
対
を
︑
そ
の
世
の
御
し
つ
ら
ひ
あ
ら
た
め
ず
お
は
し
ま
し

て
︑
朝
夕
に
恋
ひ
し
の
び
き
こ
え
た
ま
ふ
︒
二
の
宮
︵
＝
明
石
君
の

孫
︶
も
︑
同
じ
御
殿
︵
＝
春
の
町
︶
の
寝
殿
を
︑
時
々
の
御
休
み
所

に
し
た
ま
ひ
て
︑
梅
壺
を
御
曹
司
に
し
た
ま
う
て
︑
右
の
大
殿
の
中

姫
君
を
得
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
花
散
里
︵
＝
夏

の
町
の
主
人
︶
と
聞
こ
え
し
は
︑
東
の
院
︵
＝
二
条
院
︶
を
ぞ
︑
御
処

分
所
に
て
わ
た
り
た
ま
ひ
に
け
る
︒
入
道
の
宮
︵
＝
光
源
氏
の
正
妻
女

三
宮
︶
は
︑
三
条
の
宮
︵
＝
女
三
宮
が
父
朱
雀
院
か
ら
伝
領
し
た
邸
︶
に

お
は
し
ま
す
︒

︵
匂
兵
部
卿
⑥
一
六
二
～
三
頁
)

春
の
町
の
主
人
紫
上
は
死
去
し
︑
夏
の
主
人
花
散
里
は
二
条
院
へ
︑
ま
た

光
源
氏
の
正
妻
と
し
て
春
の
町
に
住
ん
で
い
た
女
三
宮
も
ま
た
三
条
宮
へ

と
移
り
︑
六
条
院
か
ら
次
々
と
姿
を
消
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
春

の
町
に
は
明
石
君
の
子
孫
が
住
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
︒
冬
の
町
に
は
︑
今
も
な
お
明
石
君
が
い
ま
だ
住
み
続
け
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

二
条
の
院
と
て
造
り
磨
き
︑
六
条
の
院
の
春
の
御
殿
と
て
︑
世
に
の

の
し
り
し
玉
の
台
も
︑
た
だ
一
人
︵
＝
明
石
君
︶
の
末
の
た
め
な
り

け
り
︑
と
見
え
て
︑
明
石
の
御
方
は
︑
あ
ま
た
の
宮
た
ち
の
御
後
見

を
し
つ
つ
︑
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
︒

︵
匂
兵
部
卿
⑥
一
六
五
頁
︶

光
源
氏
亡
き
あ
と
の
六
条
院
の
様
子
は
た
だ
一
人
︑
明
石
君
の
た
め
に

あ
っ
た
よ
う
だ
と
す
る
語
り
手
の
評
価
か
ら
も
︑
明
石
君
は
や
は
り
︑
六

﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
お
け
る
明
石
君
の
特
別
性
︵
土
田
︶
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条
院
に
お
い
て
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
︑
本
論
で
は
明
石
君
の
六
条
院
に
お
け
る
他
の
女
性
と
は
あ
ま
り

に
違
う
冬
の
町
の
様
子
︑
ま
た
そ
の
描
か
れ
る
場
面
の
少
な
さ
に
着
目
し

六
条
院
に
お
け
る
明
石
君
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
最

初
︑
明
石
君
は
六
条
院
に
お
い
て
そ
の
扱
い
な
ど
か
ら
軽
視
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
た
︒
し
か
し
実
際
は
︑
特
別
な
存
在
な
の
で
あ
り
︑
彼
女
が

主
人
で
あ
る
冬
の
町
は
光
源
氏
す
ら
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
空
間
と

し
て
あ
っ
た
︒
冬
の
町
の
様
子
や
︑
生
活
ぶ
り
が
詳
し
く
描
か
れ
な
か
っ

た
の
は
︑
そ
の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

六
条
院
に
お
い
て
本
当
の
優
位
は
明
石
君
こ
そ
に
あ
っ
た
の
だ
︒

※
引
用
の
本
文
は
︑
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
り
︑
巻
名
・
冊
番
号
・

頁
数
を
付
し
た
︒
な
お
︑
引
用
本
文
中
の
︵

︶
内
の
注
記
や
傍

線
等
は
全
て
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒

注
︵
１
︶
岩
坪
健
﹁
明
石
の
君
の
評
価
︱
中
世
と
現
代
の
相
違
︱
﹂︵﹃
源

氏
物
語
の
展
望
２
﹄
三
弥
井
書
店

二
〇
〇
七
年
︶

︵
２
︶
日
向
一
雅
﹁
六
条
院
世
界
の
成
立
覚
え
書
き
︱
光
源
氏
の
王
権
性

を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
探
究
７
﹄
風
間
書
房

一
九
八
二

年
︶

︵
３
︶
増
田
繁
夫
﹁
紫
上
の
妻
と
し
て
の
地
位
︱
十
世
紀
末
の
貴
族
社

会
の
結
婚
・
夫
婦
関
係
︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
展
望
１
﹄
三
弥
井
書

店

一
九
九
四
年
︶

︵
４
︶
助
川
幸
逸
郎
﹁
野
分
巻
の
季
節
の
︿
ず
れ
﹀
を
め
ぐ
っ
て
︱
夕

霧
の
ま
な
ざ
し
が
と
ら
え
な
か
っ
た
も
の
︱
﹂
(﹃
中
古
文
学
論
攷
﹄

15

一
九
九
四
年
一
二
月
)

︵
５
︶
玉
上
琢
彌

﹁
光
る
源
氏
の
六
条
院
復
元
図
﹁
第
二
案
﹂﹂︵
﹃﹃
源

氏
物
語
﹄
と
平
安
京
﹄
お
う
ふ
う

一
九
九
四
年
︶︒

な
お
︑
六
条
院
の
復
元
に
つ
い
て
は
︑
玉
上
氏
以
外
に
も
池
浩
三

﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
六
条
院
︱
そ
の
想
定
平
面
図
の
根
拠
︱
﹂︵
﹃﹃
源

氏
物
語
﹄
と
平
安
京
﹄
お
う
ふ
う

一
九
九
四
年
︶
な
ど
が
あ
る
が
︑

冬
の
町
に
二�

つ�

の�

対�

し�

か�

な�

い�

点�

は
共
通
し
て
い
る
︒

︵
つ
ち
だ

ひ
び
き
・

平
成
二
十
七
年
度
皇
學
館
大
学
文
学
部
国
文
学
科
卒
業
生
︶

︻
編
輯
委
員
会
注
︼
本
論
文
は
︑
平
成
二
十
七
年
度
皇
學
館
大
學
人
文
學

會
奨
励
賞
受
賞
論
文
で
あ
る
︒
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