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陽
明
文
庫
本
源
氏
物
語
の
独
自
性

―
「
蜻
蛉
」
巻
を
め
ぐ
っ
て
―

野

中

和

孝

は
じ
め
に
―
定
家
の
書
写
傾
向

藤
原
定
家
の
晩
年
は
、「
不
顧
老
眼
」
し
て
古
典
籍
書
写
に
専
念
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
定
家
が
源
氏
物
語
（
青
表
紙
証
本
）
の
書
写
に
な

る
と
、青

表
紙
本
は
河
内
本
に
比
し
て
本
文
を
み
だ
り
に
改
め
ず
、
伝
来
の
ま
ま
に
尊
重
す
る
態
度
を
と
つ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
定
家
の
性

格
に
由
来
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
と
同
時
に
ま
た
父
俊
成
の
庭
訓
・
薫
陶
に
負
ふ
と
こ
ろ
も
多
い
で
あ
ろ
う
。（
波
線
は
筆
者
）

と
し
た
、『
源
氏
物
語
大
成
』
の
池
田
亀
鑑
博
士
の
仮
説（
注
1
）は
、
今
日
で
も
源
氏
物
語
の
書
写
態
度
と
し
て
は
通
用
す
る
と
い
え
る
が
、
他

の
古
典
籍
書
写
に
な
る
と
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

定
家
の
書
写
傾
向
を
覆
し
た
の
は
、
定
家
本
『
俊
頼
髄
脳
』
の
出
現
で
あ
る
。
定
家
本
（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
所
蔵
）
の
奥
書（
注
2
）に
は
、「
至

于
嘉
禎
三
年
、
存
外
見
及
令
書
留
之
―
（
以
下
略
）
―
」
と
あ
り
、
こ
の
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
年
）
に
は
、
す
で
に
定
家
に
よ
り
書
き
替
え

ら
れ
た
本
文
が
成
立
し
て
い
た
。
源
俊
頼
が
記
し
た
本
文
は
、
顕
昭
本
『
俊
頼
髄
脳
』
―
―
そ
の
伝
本
の
一
つ
、
静
嘉
堂
文
庫
本
『
無
名
抄

―1―

陽
明
文
庫
本
源
氏
物
語
の
独
自
性
―
「
蜻
蛉
」
巻
を
め
ぐ
っ
て
―



俊
頼
』
に
は
、「
寿
永
二
年
八
月
二
日
、
於
紫
金
台
寺
見
合
了
」
の
奥
書
が
あ
り
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
年
）
に
成
立
し
て
い
る
―
―
の
本

文
と
さ
れ
て
い
て
、
私
に
は
「
定
家
は
御
子
左
家
の
俊
成
以
来
の
歌
学
の
伝
統
の
中
で
原
本
を
書
き
換
え
る
と
い
う
行
為
に
踏
み
込
ん

だ
」（
注
3
）と
考
え
て
い
る
。

一
、「
蜻
蛉
」
巻
に
つ
い
て

さ
て
、「
蜻
蛉
」
巻
は
、
京
に
住
む
匂
宮
と
薫
が
浮
舟
の
入
水
自
殺
（
の
ち
に
未
遂
と
わ
か
る
）
を
聞
き
知
り
、
お
互
い
に
生
前
疎
遠
に
扱
っ

た
こ
と
を
悔
み
な
が
ら
、
そ
の
追
悼
供
養
を
行
う
と
い
う
巻
で
あ
る
。
二
人
の
貴
族
が
一
人
の
女
性
の
死
を
め
ぐ
っ
て
、
悲
し
い
心
情
を
抑

え
き
れ
な
く
て
赤
裸
々
に
吐
露
す
る
場
面
は
、
か
つ
て
の
物
語
文
学
に
は
め
ず
ら
し
く
、
貴
族
男
性
の
涙
に
む
せ
る
描
写（
注
4
）な
ど
は
注
目

さ
れ
る
。

ま
た
、「
蜻
蛉
」
巻
の
半
ば
ほ
ど
に
、
法
華
八
講
の
法
要
が
行
わ
れ
、
中
で
も
「
五
巻
の
日
」（
女
人
往
生
が
解
か
れ
る
）
が
強
調
さ
れ
、「
い

み
し
き
も
の
み
な
り
け
れ
は
、
こ
な
た
か
な
た
の
女
房
に
つ
き
て
、
物
み
る
人
も
お
ほ
か
り
」
と
さ
れ
る
場
面
は
、
当
時
の
仏
教
普
及
の
あ

り
さ
ま
が
う
か
が
え
、
と
り
わ
け
法
華
経
第
五
巻
の
人
気
に
、
女
子
が
殺
到
し
て
い
た
時
代
現
象
を
み
る
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
作
者

が
強
調
し
た
か
っ
た
挿
入
話
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

本
稿
は
源
氏
物
語
「
蜻
蛉
」
巻
を
め
ぐ
っ
て
、
青
表
紙
本
と
し
て
三
条
西
家
本
（
新
典
社
刊
影
印
本
、
以
下
「
三
本
」
と
記
す
）、
別
本
と
し
て

陽
明
文
庫
本
（
陽
明
叢
書
影
印
本
、
以
下
「
陽
本
」
と
記
す
）
を
使
用
し
、
こ
れ
ら
の
校
合
に
よ
り
本
文
異
同
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
加
え

て
、
日
本
中
世
の
古
典
籍
書
写
の
状
況
を
概
観
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

い
ま
陽
本
の
独
自
な
異
同
を
分
類
す
る
と
次
の
二
通
り
に
な
る
。
以
下
、
こ
れ
に
従
っ
て
考
察
す
る
。

Ⅰ
三
本
に
は
あ
る
が
、
陽
本
に
大
き
く
欠
落
す
る
部
分
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Ⅱ
三
本
に
は
な
く
、
陽
本
に
新
し
く
補
入
さ
れ
た
部
分

二
―
Ⅰ
①
さ
ほ
う
な
と
あ
る
こ
と
と
も
し
給
は
す
け
す
〳
〵
し
く
あ
へ
な
く
て
（
二
三
6
）（
注
5
）

ま
ず
、
陽
本
に
大
き
く
欠
落
す
る
部
分
を
検
討
す
る
。
な
お
、
傍
線
部
分
（
筆
者
に
よ
る
）
が
陽
本
の
異
同
（
ま
た
は
欠
落
）
箇
所
で
あ
る
。

以
下
同
じ
。

浮
舟
の
入
水
自
殺
後
、
な
お
ざ
り
に
な
っ
て
い
た
葬
送
の
儀
も
、
大
夫
ら
の
「
い
と
し
の
ひ
て
と
お
も
ふ
や
う
あ
れ
は
な
ん
」（
陽
本
）
の

事
情
に
よ
り
、
急
拠
取
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
こ
の
く
る
ま
を
む
か
へ
の
山
の
ま
へ
な
る
の
は
ら
に
や
り
て
、
人
も
ち
か
う
も
よ

せ
す
、
こ
の
あ
な
い
し
ら
せ
た
る
ほ
う
し
の
か
き
り
し
て
や
か
す
」「
い
と
は
か
な
く
て
け
ふ
り
は
て
ぬ
」（
同
上
）
で
は
、
あ
ま
り
に
急
ご

し
ら
え
の
葬
送
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

ゐ
中
人
と
も
は
、
中
〳
〵
か
ゝ
る
事
を
こ
と
〳
〵
し
く
し
な
し
、
こ
と
い
み
な
と
ふ
か
く
す
る
も
の
な
り
け
れ
は
、
い
と
あ
や
し
う
、

れ
い
の
さ
ほ
う
な
と
あ
る
こ
と
と
も
し
給
は
す
、
け
す
〳
〵
し
く
あ
へ
な
く
て
せ
ら
れ
ぬ
る
事
か
な
と
そ
し
り
け
れ
は
、
か
た
へ
お
は

す
る
人
は
、
こ
と
さ
ら
に
か
く
な
む
、
京
の
人
は
、
し
た
ま
ふ
な
と
そ
、
さ
ま
〳
〵
に
な
ん
や
す
か
ら
す
い
ひ
け
る
。

（
三
本
）

ゐ
中
人
は
、
な
か
〳
〵
か
ゝ
る
こ
と
を
こ
と
〳
〵
し
く
、
こ
と
い
み
な
と
ふ
か
く
す
れ
は
、
い
と
あ
や
し
く
、
れ
い
の
さ
ほ
う
な
ら
す

せ
ら
れ
ぬ
る
こ
と
な
と
そ
し
り
け
れ
は
、
か
た
へ
お
は
す
る
人
は
、
か
く
な
む
こ
と
さ
ら
に
、
き
や
う
の
人
は
な
ん
し
給
ひ
た
る
と
、

さ
ま
〳
〵
に
や
す
か
ら
す
い
ひ
け
る
。

（
陽
本
）

三
本
で
は
、
田
舎
人
は
か
え
っ
て
葬
送
の
儀
を
重
々
し
い
も
の
と
考
え
、
言
忌
な
ど
を
う
る
さ
く
言
う
の
で
、
決
ま
っ
た
作
法
な
ど
す
る

べ
き
こ
と
を
せ
ず
に
、
下
人
の
す
る
よ
う
に
あ
っ
け
な
く
す
る
も
の
だ
と
非
難
す
る
者
も
い
る
し
、
兄
弟
な
ど
の
い
る
人
は
、
わ
ざ
と
こ
の

よ
う
に
都
人
は
な
さ
る
な
ど
と
、
あ
れ
こ
れ
と
言
う
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
陽
本
で
は
、
田
舎
人
は
か
え
っ
て
葬
送
の
儀
を
重
々
し
く
と
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り
行
い
、
言
忌
な
ど
を
う
る
さ
く
言
う
が
、
決
ま
っ
た
作
法
な
ど
し
な
い
こ
と
を
非
難
す
る
者
も
い
る
し
、
兄
弟
な
ど
の
い
る
人
は
、
こ
の

よ
う
に
わ
ざ
と
都
人
は
な
さ
る
な
ど
と
、
あ
れ
こ
れ
と
言
う
と
な
る
。

二
つ
の
本
文
を
比
較
す
る
と
、
三
本
が
田
舎
人
の
「
け
す
〳
〵
し
く
あ
へ
な
く
て
せ
ら
れ
ぬ
る
事
か
な
」
と
非
難
す
る
よ
う
す
ま
で
言
及

す
る
の
に
対
し
て
、
陽
本
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
い
こ
と
で
、
田
舎
人
の
葬
送
の
考
え
方
が
読
み
手
に
は
分
か
り
や
す
い
表
現
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

二
―
Ⅰ
②
さ
る
へ
き
に
て
時
め
か
し
お
ほ
さ
ん
を
は
人
の
そ
し
る
へ
き
（
八
一
3
）

薫
は
浮
舟
母
と
の
や
り
取
り
に
お
い
て
も
、
気
配
り
を
見
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
源
氏
物
語
の
基
底
に
据
え
ら
れ
る
「
心
の
闇
」（注
6
）（
親

が
子
を
思
う
気
持
ち
）
を
述
べ
な
が
ら
、「
い
ま
よ
り
の
ち
な
に
ご
と
に
つ
け
て
も
、
か
な
ら
ず
わ
す
れ
き
こ
え
し
」「
を
さ
な
き
人
と
も
ゝ
あ

ま
た
あ
な
る
を
、
お
ほ
や
け
に
つ
か
う
ま
つ
ら
む
に
つ
け
て
も
、
か
な
ら
す
う
し
ろ
み
思
へ
く
な
ん
」（
陽
本
）
と
、
浮
舟
の
兄
妹
の
後
見
ま

で
申
し
出
て
い
る
。

み
か
と
に
も
、
さ
は
か
り
の
ひ
と
の
む
す
め
た
て
ま
つ
ら
す
や
は
あ
る
。
そ
れ
に
さ
る
へ
き
に
て
時
め
か
し
お
ほ
さ
ん
を
は
、
人
の
そ

し
る
へ
き
こ
と
か
は
。
た
ゝ
人
は
た
あ
や
し
き
女
、
よ
に
ふ
り
に
た
る
な
と
を
も
ち
ゐ
る
た
く
ひ
お
ほ
か
り
。

（
三
本
）

み
か
と
に
、
さ
は
か
り
の
人
の
む
す
め
た
て
ま
つ
ら
て
や
は
あ
る
。
そ
れ
を
さ
る
へ
き
事
か
は
。
た
ゝ
人
は
た
よ
に
さ
か
し
き
人
も
あ

や
し
き
も
、
よ
に
ふ
り
に
た
る
な
と
を
も
ち
ゐ
た
る
た
く
ひ
お
ほ
か
り
。

（
陽
本
）

三
本
で
は
、
帝
に
も
そ
の
程
度
の
娘
を
さ
し
上
げ
な
い
で
も
な
い
。
そ
れ
に
因
縁
で
ご
寵
愛
な
さ
れ
た
の
な
ら
、
人
の
非
難
す
る
べ
き
こ

と
で
は
な
い
。
普
通
人
な
ら
こ
れ
は
卑
し
い
身
分
の
娘
や
一
度
ほ
か
に
嫁
い
だ
女
を
妻
と
す
る
例
は
多
い
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
陽
本
で

は
、
帝
に
も
そ
の
程
度
の
娘
を
さ
し
上
げ
な
い
で
も
な
い
、
そ
う
し
な
い
因
縁
な
ど
な
い
、
普
通
人
な
ら
賢
明
な
人
も
卑
し
い
人
も
、
一
度
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ほ
か
に
嫁
い
だ
女
を
妻
と
す
る
例
は
多
い
と
な
る
。

二
つ
の
本
文
を
比
較
す
る
と
、
三
本
が
帝
の
「
時
め
か
し
お
ほ
さ
ん
」
こ
と
ま
で
言
及
し
て
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
陽
本
は
そ
れ
を
む

し
ろ
曖
昧
に
す
る
こ
と
で
、
簡
明
さ
を
取
り
戻
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
―
Ⅰ
③
女
は
う
に
つ
き
て
ま
い
り
て
も
の
み
る
人
お
ほ
か
り
け
り
（
九
三
6
）

こ
こ
に
は
「
蜻
蛉
」
巻
で
重
要
な
場
面
と
な
る
、
法
華
八
講
で
盛
り
上
が
る
部
分
が
記
さ
れ
る
。
当
該
個
所
の
異
同
は
少
な
い
が
、
当
時

の
法
華
八
講
聴
聞
の
絶
大
な
人
気
の
よ
う
す
が
細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る（
注
7
）。

五
巻
の
日
な
と
は
、
い
み
し
き
み
も
の
な
り
け
れ
は
、
こ
な
た
か
な
た
、
女
は
う
に
つ
き
て
ま
い
り
て
、
も
の
み
る
人
お
ほ
か
り
け
り
。

（
三
本
）

五
巻
の
日
な
と
は
、
い
み
し
き
も
の
み
な
り
け
れ
は
、
こ
な
た
か
な
た
の
女
は
う
に
つ
き
て
も
の
み
る
人
も
お
ほ
か
り
。

（
陽
本
）

三
本
で
は
、
五
巻
の
日
な
ど
は
す
ば
ら
し
い
見
物
な
の
で
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
女
房
の
縁
故
を
頼
っ
て
集
ま
り
、
見
学
す
る
人
が
多
か
っ
た

そ
う
だ
と
な
り
、
伝
聞
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
陽
本
で
は
、
五
巻
の
日
な
ど
は
す
ば
ら
し
い
出
し
物
と
あ
っ
て
、
ど
こ
そ
こ

の
女
房
の
縁
故
を
頼
っ
て
見
物
す
る
人
も
多
か
っ
た
と
な
り
、
事
実
確
認
の
表
現
を
と
っ
て
い
る
。

二
つ
の
本
文
を
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
大
き
な
相
違
は
な
い
が
、
三
本
の
「
み
も
の
」
の
ほ
う
が
興
味
本
位
で
見
物
人
が
多
く
た
か
っ

て
く
る
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
の
に
対
し
、
陽
本
の
「
も
の
み
」
と
な
る
と
心
か
ら
の
救
済
（
女
人
往
生
と
い
う
）
を
求
め
て
、
と
り
わ
け
女
性
た

ち
が
押
し
掛
け
て
き
た
よ
う
す
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
、
伝
聞
か
ら
事
実
確
認
の
表
現
に
し
て
い
る
の
も
、
場
面
に
緊
張
感
を
加
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
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二
―
Ⅰ
④
気
色
に
て
も
も
り
た
ら
は
い
と
わ
つ
ら
は
し
け
な
る
よ
な
れ
は
（
一
一
九
6
）（
注
8
）

浮
舟
入
水
後
、
薫
の
評
判
は
よ
く
な
い
。
明
石
の
中
宮
方
で
は
、
薫
が
宇
治
で
「
つ
ほ
ね
な
と
に
た
ち
よ
り
た
ま
ふ
へ
し
。
も
の
か
た
り

し
給
て
、
夜
ふ
け
て
い
て
な
と
し
給
を
り
〳
〵
も
侍
め
れ
と
、
れ
い
の
め
な
れ
た
る
す
ち
に
は
侍
ら
ぬ
に
や
」（
陽
本
）
と
い
う
女
房
た
ち
の

批
判
が
出
は
じ
め
て
い
る
。
中
宮
も
、「
い
と
み
く
る
し
き
御
さ
ま
を
、
思
し
ら
む
こ
そ
お
か
し
け
れ
。
い
か
て
か
ゝ
る
く
せ
や
め
奉
て
す

つ
ら
む
。
は
つ
か
し
や
」（
同
上
）
と
薫
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
当
の
薫
に
も
、
女
一
の
宮
に
対
す
る
好
色
の
思
い
は
募
る
ば
か
り
で
、「
芹
川
の
大
将
」
の
物
語
（
散
佚
）
の
女
一
の
宮

の
よ
う
に
、
自
分
に
思
い
を
掛
け
て
く
だ
さ
れ
ば
「
い
と
よ
く
お
も
ひ
よ
せ
ら
る
か
し
」（
同
上
）
と
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
時
の
心
境

を
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

荻
の
は
に
つ
ゆ
ふ
き
む
す
ぶ
秋
風
も
ゆ
ふ
へ
そ
わ
き
て
身
に
は
し
み
け
る
と
か
き
て
も
、
そ
へ
ま
ほ
し
く
お
ほ
せ
と
、「
さ
や
う
な
る

露
は
か
り
の
気
色
に
て
も
も
り
た
ら
は
、
い
と
わ
つ
ら
は
し
け
な
る
よ
な
れ
は
、
は
か
な
き
こ
と
も
え
ほ
の
め
か
し
い
つ
ま
し
。
…
」

（
三
本
）

お
き
の
は
に
つ
ゆ
ふ
き
む
す
ぶ
秋
風
も
ゆ
ふ
へ
そ
わ
き
て
身
に
は
し
み
け
る
と
か
き
て
も
、
そ
へ
ま
ほ
し
く
お
ほ
せ
と
、「
な
か
〳
〵

さ
や
う
な
る
露
は
か
り
の
け
し
き
に
て
も
、
ほ
の
め
か
し
い
つ
ま
し
。
…
」

（
陽
本
）

三
本
で
は
、
絵
の
脇
に
一
首
を
添
え
た
い
と
お
思
い
に
な
る
が
、「
そ
ん
な
悲
し
む
よ
う
す
を
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
洩
れ
た
ら
、
ひ
ど
く

面
倒
に
な
る
世
の
中
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
も
ほ
の
め
か
す
こ
と
も
で
き
な
い
…
」
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
陽
本
で
は
、
絵
の
脇

に
一
首
を
添
え
た
い
と
お
思
い
に
な
る
が
、「
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
悲
し
む
よ
う
す
を
わ
づ
か
に
も
も
ら
す
こ
と
は
で

き
な
い
…
」
と
な
る
。

二
つ
の
本
文
を
比
較
す
る
と
、
三
本
で
い
う
「
い
と
わ
つ
ら
は
し
け
な
る
よ
」
と
は
、
読
み
手
に
は
薫
へ
の
女
房
や
中
宮
の
批
判
を
指
し
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て
い
る
と
理
会
さ
せ
る
。
そ
の
箇
所
が
陽
本
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
そ
の
事
に
触
れ
な
い
こ
と
で
、
や
は
り
簡
明
さ
を
印
象
づ
け
る
表
現
に

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
後
に
語
ら
れ
る
女
一
の
宮
の
降
嫁
（「
と
き
の
み
か
ど
の
御
む
す
め
を
給
」）
と
の
つ
な
が
り
を
示
唆
し
て
い
る
の

で
あ
る
。三

、
陽
本
の
書
写
方
針
（
1
）

こ
こ
で
『
大
成
』
を
参
考
に
し
て
、
Ⅰ
の
異
同
箇
所
が
他
本
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
確
認
し
て
お
く
。

Ⅰ
①
「
あ
る
こ
と
と
も
し
給
は
す
け
す
〳
〵
し
く
あ
へ
な
く
て
」
は
陽
本
の
み
ナ
シ
。

Ⅰ
②
「
に
て
時
め
か
し
お
ほ
さ
ん
を
は
人
の
そ
し
る
へ
き
」
は
陽
本
の
み
ナ
シ
。

Ⅰ
③
「
ま
い
り
て
…
け
り
」
は
陽
本
の
み
ナ
シ
。

Ⅰ
④
「
も
り
た
ら
は
い
と
わ
つ
ら
は
し
け
な
る
よ
な
れ
は
は
か
な
き
こ
と
も
え
」
は
陽
本
の
み
ナ
シ
。（
注
9
）

こ
の
よ
う
に
陽
本
で
は
大
き
な
異
同
箇
所
が
他
の
青
表
紙
本
（『
大
成
』
で
は
大
島
本
は
じ
め
四
本
）、
河
内
本
（
東
山
御
文
庫
本
の
御
物
本
は
じ
め

六
本
）、
他
の
別
本
（
高
松
宮
家
本
は
じ
め
五
本
）
に
は
確
認
で
き
な
い
か
ら
、
陽
本
の
独
自
本
文
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

陽
本
側
の
書
写
方
針（
注
10
）で
書
き
替
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
書
き
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
、
Ⅰ
①
に
よ
る
と
、
読
み
手
の
こ
と

を
考
え
て
分
か
り
や
す
く
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ⅰ
②
に
よ
る
と
、
む
し
ろ
曖
昧
に
表
現
す
る
こ
と
で
内
容
を
簡
明
に
示
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
Ⅰ
③
に
よ
る
と
、
時
代
的
な
要
請
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
「
五
巻
の
日
」
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ⅰ
④
に
よ
る

と
、
物
語
の
展
開
上
、
そ
の
流
れ
を
見
え
や
す
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四
―
Ⅱ
①
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
副
詞
の
補
入

次
に
、
陽
本
に
新
し
く
補
入
さ
れ
た
部
分
を
検
討
す
る
。
な
お
、
本
文
は
陽
本
で
示
し
、
傍
線
部
分
（
筆
者
に
よ
る
）
が
そ
の
補
入
箇
所
で

あ
る
。

ま
ず
、
会
話
文
で
あ
れ
ば
話
し
手
の
、
地
の
文
で
あ
れ
ば
語
り
手
の
感
情
表
現
を
豊
か
に
す
る
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
副
詞
が
補
入
さ
れ

た
例
を
多
く
見
い
だ
す
。
次
に
主
な
も
の
を
挙
げ
る（
注
11
）。

も
の
へ
わ
た
ら
せ
給
は
む
事
い
と
ち
か
う
な
れ
と
（
二
7
）

思
ひ
も
あ
へ
給
は
ぬ
さ
ま
に
て
う
せ
給
に
た
れ
は
あ
さ
ま
し
い
み
し
と
い
ふ
（
九
1
）

お
は
し
ま
す
を
り
も
あ
り
か
た
け
に
侍
れ
は
と
の
ゐ
な
と
に
も
そ
の
こ
と
と
な
く
て
（
三
八
3
）

か
ゝ
る
事
と
も
の
う
た
て
あ
る
を
人
は
い
か
ゝ
み
む
（
五
七
2
）

「
あ
さ
ま
し
か
は
。
こ
よ
ひ
返
ら
ま
し
や
は
」
と
い
み
し
く
な
む
（
七
三
8
）

わ
ら
ひ
た
る
さ
ま
ま
こ
と
に
あ
い
行
つ
き
た
り
（
九
八
1
）

ひ
め
君
あ
ま
た
ま
い
り
た
る
（
一
二
五
8
）

こ
の
う
ち
、（
三
八
3
）
に
は
、
薫
が
病
気
療
養
中
の
母
（
女
三
の
宮
）
を
石
山
寺
に
見
舞
っ
て
い
る
と
、
浮
舟
入
水
の
知
ら
せ
を
聞
い
た

匂
宮
の
落
胆
を
見
舞
う
こ
と
と
な
り
、
自
ら
を
述
懐
す
る
。
官
位
も
上
が
っ
た
薫
が
暇
も
な
い
匂
宮
に
「
あ
り
か
た
け
に
」
お
仕
え
す
る
こ

と
も
な
く
、
過
ご
し
て
い
た
よ
う
す
を
、
あ
え
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、（
五
七
2
）
に
は
、
匂
宮
が
浮
舟
入
水
の
よ
う
す
を
侍
従
か
ら
聞
き
出
す
と
、
た
く
さ
ん
の
贈
物
を
つ
か
わ
し
に
な
る
が
、
侍
従

は
そ
れ
を
不
快
に
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、「
う
た
て
」
あ
る
と
し
て
当
惑
気
味
で
あ
る
。
そ
の
侍
従
の
心
情
を
汲
み
と
っ
て
の
「
う
た
て
」

の
表
現
と
な
る
の
で
あ
る
。
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四
―
Ⅱ
②
長
文
の
補
入

ま
た
、
陽
本
に
は
長
文
の
補
入
を
多
く
見
い
だ
す
。
次
に
そ
れ
を
挙
げ
る
。
な
お
、﹇

﹈
は
傍
書
に
よ
る
補
入
で
あ
る
。

い
み
し
う
物
お
も
ひ
つ
ら
ん
事
も
﹇
し
ら
ね
は
身
を
な
け
給
へ
ら
ん
と
も
﹈
思
よ
ら
す
（
一
六
3
）

う
つ
し
心
な
き
さ
ま
に
て
も
の
お
ほ
え
給
は
す
い
か
な
る
御
も
の
ゝ
け
に
か
あ
ら
む
と
（
三
一
7
）

は
し
た
な
け
れ
と
わ
れ
か
く
物
お
も
ふ
ら
む
と
か
な
ら
す
し
も
い
か
て
か
心
え
ん
（
三
五
9
）

御
ふ
み
と
も
を
や
り
給
つ
ゝ
や
く
と
う
し
な
い
給
し
な
と
に
な
と
て
め
を
た
て
ま
つ
ら
す
な
り
に
け
ん
（
五
五
5
）

た
ゝ
人
は
た
よ
に
さ
か
し
き
人
も
あ
や
し
き
も
よ
に
ふ
り
に
た
る
な
と
を
も
ち
ゐ
た
る
（
八
一
5
）

人
し
れ
ぬ
す
ち
に
は
か
け
て
も
人
に
け
し
き
み
せ
た
ま
は
す
（
九
三
2
）

わ
か
は
ゝ
宮
も
こ
の
ゑ
た
て
ま
つ
り
た
る
宮
も
を
と
り
給
へ
き
人
か
は
（
一
四
四
6
）

こ
の
う
ち
、（
一
六
3
）
に
は
、
浮
舟
入
水
の
知
ら
せ
を
受
け
た
母
君
が
宇
治
に
や
っ
て
き
て
、
付
き
の
女
房
達
の
説
明
を
聞
こ
う
と

す
る
が
、
一
旦
は
「
も
の
お
も
ひ
つ
ら
む
」
と
し
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
こ
の
後
の
伊
勢
物
語
第
六
段
を
踏
ま
え
た
鬼
の
話
に
つ
な
が
ら
な
い

こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
身
を
な
け
給
へ
ら
ん
」
こ
と
を
傍
書
に
補
入
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、（
五
五
5
）
に
は
、
都
に
出
た
侍
従
が
匂
宮
に
浮
舟
入
水
の
よ
う
す
を
説
明
す
る
が
、
そ
の
異
変
に
気
づ
い
て
い
な
が
ら
、
お
手

紙
を
焼
い
て
し
ま
わ
れ
た
よ
う
す
に
注
意
が
向
か
な
か
っ
た
の
か
と
後
悔
し
て
い
る
。
実
際
に
は
破
り
捨
て
て
焼
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た

こ
と
に
文
脈
を
合
わ
せ
て
、「
や
り
給
つ
ゝ
や
く
」
と
改
め
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
文
脈
の
整
合
性
を
意
識
し
て
の
補
入
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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四
―
Ⅱ
③
敬
語
の
補
入

さ
ら
に
は
、
陽
本
に
は
敬
語
の
補
入
を
多
く
見
い
だ
す
。
次
に
そ
れ
を
挙
げ
る
。
な
お
、
上
段＝

三
本
／
下
段＝

陽
本
で
あ
る
。

い
と
あ
さ
ま
し
く
お
ほ
し
も
あ
へ
ぬ
さ
ま
に
て
う
せ
給
に
た
れ
は
／
い
と
あ
さ
ま
し
く
お
も
ひ
も
あ
へ
給
は
ぬ
さ
ま
に
て
う
せ
給
に
た

れ
は
（
九
1
）

い
ま
ゝ
い
り
の
心
し
ら
ぬ
や
あ
る
と
と
へ
は
／
心
も
し
ら
ぬ
い
ま
ゝ
い
り
や
あ
る
と
と
ひ
給
へ
は
（
一
七
2
）

い
か
な
る
人
か
ゐ
て
か
く
し
け
む
な
と
そ
お
ほ
し
よ
せ
ん
か
し
／
い
か
な
る
人
か
ゐ
て
か
く
し
き
こ
え
け
ん
な
と
そ
お
ほ
し
よ
ら
む
か

し
（
二
五
2
）

御
と
も
に
く
し
て
う
せ
た
る
人
や
あ
る
／
御
と
も
に
く
し
て
う
せ
給
た
る
人
や
あ
る
（
六
一
6
）

し
つ
心
な
く
て
ま
も
り
た
ち
た
る
ほ
と
に
／
し
つ
心
な
く
て
ま
も
り
た
ち
給
へ
る
に
（
九
九
9
）

い
に
し
へ
の
御
こ
と
す
こ
し
き
こ
え
つ
ゝ
の
こ
り
た
る
ゑ
み
給
／
い
に
し
へ
の
御
事
な
と
き
こ
え
給
て
の
こ
り
た
る
ゑ
と
も
み
た
ま
へ

る
（
一
〇
八
1
）

に
は
か
に
む
か
へ
給
は
ん
と
て
／
に
は
か
に
む
か
へ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
（
一
一
五
3
）

こ
の
う
ち
、（
九
1
）
に
は
、
入
水
し
た
と
き
の
浮
舟
の
よ
う
す
に
思
い
い
た
ら
な
い
と
語
る
侍
従
の
言
葉
で
あ
る
が
、「
お
も
い
あ
ふ
」

の
主
体
は
浮
舟
で
あ
る
か
ら
、
敬
語
の
付
き
方
は
陽
本
の
方
が
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、（
二
五
2
）
に
は
、
浮
舟
の
死
骸
も
な
く
葬
送
の
儀
を
行
っ
た
侍
従
た
ち
が
、
匂
宮
以
外
の
誰
か
が
連
れ
去
っ
た
の
だ
ろ
う
と
お

考
え
に
な
る
か
も
と
恐
れ
る
場
面
で
あ
る
。
読
み
手
が
思
い
つ
く
の
は
薫
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
か
く
し
け
む
」
よ
り
も
「
か
く

し
き
こ
え
む
」
と
し
て
、
匂
宮
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
陽
本
の
方
が
、
む
し
ろ
正
し
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、（
一
一
五
3
）
に
は
、
浮
舟
の
も
と
に
通
っ
て
い
る
匂
宮
を
さ
し
置
き
、
薫
が
急
に
都
と
連
れ
出
そ
う
と
し
て
い
る
場
面
だ
が
、
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「
む
か
へ
る
」
の
主
体
は
薫
で
あ
り
、
匂
宮
と
関
係
の
で
き
て
い
る
浮
舟
に
敬
意
を
添
え
る
陽
本
の
方
が
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
―
Ⅱ
④
和
歌
の
異
同

最
後
に
、
陽
本
に
和
歌
の
異
同
が
あ
る
か
を
確
認
し
て
お
く
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
和
歌
は
、
物
語
の
展
開
上
に
話
を
集
約
さ
せ
る
役
割

を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
和
歌
の
異
同
は
で
き
る
か
ぎ
り
少
な
く
抑
え
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

陽
本
本
文
が
多
く
の
書
き
替
え
を
行
っ
て
い
る
中
で
、
和
歌
に
は
異
同
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
蜻
蛉
」
巻
の
中
に
は
、
合
計
十
一
首

の
和
歌
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
三
本
と
の
異
同
が
あ
る
の
は
、
次
の
三
首
（
第
一
首
、
第
三
首
、
第
八
首
）
で
あ
る
。
陽
本
本
文

で
示
す
。

し
の
ひ
ね
や
き
み
も
な
く
ら
む
は
か
も
な
き
し
て
の
た
を
さ
に
こ
ゝ
ろ
か
よ
は
ゝ
（
四
五
3
、
三
本
「
か
ひ
も
な
き
」）

わ
れ
も
又
う
き
ふ
る
さ
と
に
あ
れ
は
て
は
た
れ
や
と
り
木
の
か
け
を
し
の
は
む
（
七
二
9
、
三
本
「
を
」）

は
な
と
い
ふ
な
こ
そ
あ
た
な
れ
お
み
な
へ
し
な
へ
て
の
つ
ゆ
に
み
た
れ
や
は
す
る
（
一
三
六
1
、
三
本
「
へ
は
」）

第
一
首
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
頃
に
、
薫
と
匂
宮
が
贈
答
歌
を
交
わ
し
た
場
面
だ
が
、
三
本
の
「
か
ひ
も
な
き
」
よ
り
陽
本
の
「
は
か
も

な
き
」
の
方
が
、
心
に
沁
み
る
印
象
を
与
え
る
。
第
二
首
は
浮
舟
の
「
う
き
水
の
ち
ぎ
り
」
を
思
い
出
し
な
が
ら
薫
が
詠
ん
だ
歌
だ
が
、
三

本
の
「
を
」
で
は
意
味
が
通
り
に
く
く
、
陽
本
の
「
に
」
の
方
が
自
然
に
了
解
さ
れ
る
。
第
三
首
は
平
穏
を
取
り
戻
し
た
か
に
見
え
る
薫
が

女
房
と
唱
和
歌
を
交
わ
し
て
い
る
場
面
だ
が
、
三
本
の
「
花
と
い
へ
は
な
こ
そ
あ
た
な
れ
」
の
方
よ
り
も
、
陽
本
の
「
は
な
と
い
ふ
な
こ
そ

あ
た
な
れ
」
の
方
が
、
女
郎
花
の
生
態
を
肯
定
的
に
言
っ
て
い
て
、
い
た
わ
り
の
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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五
、
陽
本
の
書
写
方
針
（
2
）

こ
こ
で
『
大
成
』
を
参
考
に
し
て
、
Ⅱ
の
異
同
箇
所
が
他
本
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
確
認
し
て
お
く
。

Ⅱ
①
（
二
8
）（
九
1
）（
三
八
3
）（
五
七
2
）（
九
八
1
）（
一
二
五
8
）
は
陽
本
の
み
。（
七
三
8
）
は
他
に
別
本
の
一
本
、
河
内
本

の
一
本
。

Ⅱ
②
（
三
一
7
）（
五
五
5
）
は
陽
本
の
み
。（
一
六
3
）（
三
五
9
）（
八
一
5
）（
九
三
2
）
は
他
に
別
本
の
一
本
。（
一
四
四
6
）
は

他
に
別
本
の
二
本
、
河
内
本
の
一
本
。

Ⅱ
③
（
九
1
）（
一
七
2
）（
二
五
2
）（
一
〇
八
1
）（
一
一
五
3
）
は
陽
本
の
み
。（
六
一
6
）
は
他
に
別
本
の
二
本
。（
九
九
9
）
は

他
に
青
表
紙
本
の
一
本
。

Ⅱ
④
（
四
五
3
）
は
他
に
別
本
の
二
本
、
河
内
本
に
一
本
。（
七
二
9
）（
一
三
六
1
）
は
他
に
別
本
の
二
本
。（
注
12
）

こ
の
よ
う
に
①
〜
④
の
い
ず
れ
の
異
同
で
も
、
陽
本
の
独
自
性
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
陽
本
側
の
書
写
方
針
で
書
き

替
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
な
お
、
②
の
（
一
四
四
6
）、
④
の
三
首
と
も
に
高
松
宮
家
本
と
の
異
同
を
同
じ
く
す
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
本
と
陽
本
の

本
文
と
の
交
流
の
可
能
性
が
あ
る
。）

先
に
書
写
方
針
（
1
）
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
こ
で
新
た
に
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
Ⅱ
①
に
よ
る
と
、
感
情
表
現
を
豊
か
に

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ⅱ
②
に
よ
る
と
、
物
語
の
内
容
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
文
脈
の
整
合
性
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ⅱ
③
に
よ
る

と
、
敬
語
の
付
き
方
を
正
し
く
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
Ⅱ
④
に
よ
る
と
、
と
き
に
は
和
歌
の
詞
を
替
え
る
こ
と
で
、
伝
え

る
心
を
自
然
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

陽
本
に
は
次
の
よ
う
な
大
き
な
異
同
が
あ
る
。

Ⅰ
三
本
に
は
あ
る
が
、
陽
本
に
大
き
く
欠
落
す
る
部
分

Ⅱ
三
本
に
は
な
く
、
陽
本
に
新
し
く
補
入
さ
れ
た
部
分

Ⅰ
で
は
読
み
手
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
簡
明
に
表
現
し
、
さ
ら
に
は
物
語
の
展
開
上
に
流
れ
を
見
え
や
す
く
し
た
り
、
時
に
は
書
き
手

の
意
図
を
明
確
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
Ⅱ
で
は
さ
ら
に
物
語
の
内
面
に
入
り
込
み
、
文
脈
の
整
合
性
や
人
物
の
心
情

を
推
し
量
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
単
に
「
論
理
的
」
と
い
う
よ
り
も
、
読
み
手
に
物
語
の
展

開
を
わ
か
り
や
す
く
、
し
か
も
深
く
読
み
と
れ
る
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
陽
本
は
本
文
の
書
き
替
え
を
意
図
的
に
行
っ
て
い
る
が
、
先
に
触
れ
た
『
俊
頼
髄
脳
』
で
見
い
だ
さ
れ
た
、
定
家
に
よ
る
本

文
書
き
替
え
の
事
実（
注
13
）

を
知
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
否
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
定
家
の
場
合
は
御
子
左
家
と
い
う
「
歌
の
家
」
内
で
の
秘
密

で
あ
り
、
当
主
（
と
そ
の
管
理
下
）
以
外
に
は
知
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
し
、
ま
た
、
少
な
く
と
も
他
の
流
派
の
人
々
に
は
知
ら
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
は
い
い
な
が
ら
、
源
氏
物
語
の
書
写
活
動
に
お
い
て
、
青
表
紙
本
側
（
定
家
側
）
か
ら
の
本
文
書
き
替
え
で
は
な
く
て
、
別
本
の
陽
本

側
か
ら
の
本
文
書
き
替
え
の
事
実
が
確
認
さ
れ
た
。こ
れ
は
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
古
典
籍
書
写
の
活
動
時
代
に
お
い
て
、い
く
つ
か
の
グ
ル
ー

プ
の
中
で
、「
本
文
を
み
だ
り
に
改
め
ず
、
伝
来
の
ま
ま
に
尊
重
す
る
態
度
」
か
ら
逸
脱
す
る
行
為
が
意
識
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
明
か

し
て
い
る
と
い
え
る
。
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注
記

（
1
）
池
田
亀
鑑
著
「
源
氏
物
語
諸
本
の
研
究
」（『
源
氏
物
語
大
成
』
第
七
巻
「
研
究
篇
」
所
収
、
初
版
一
九
五
六
年
十
二
月
五
日
発
行
）
に
す
で
に
言
及
す
る
。

な
お
、
こ
の
著
書
は
以
下
『
大
成
』
と
記
す
。

（
2
）
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
俊
頼
髄
脳
』
の
解
題
（
鈴
木
徳
男
執
筆
）
に
よ
る
と
、「
国
会
本
と
の
著
し
い
異
同
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
、
国
会
本
を
も
っ
て

定
家
の
享
受
し
た
『
俊
頼
髄
脳
』
と
み
な
す
こ
と
が
と
う
て
い
で
き
な
い
」「
こ
の
た
び
出
現
し
た
該
本
に
よ
れ
ば
、
顕
昭
本
と
の
異
同
が
少
な
く
な
り
、
そ
の

距
離
が
縮
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
な
お
か
つ
残
る
相
違
の
顕
在
化
な
ど
」
と
す
る
。

（
3
）
拙
稿
「
六
条
家
歌
学
の
形
成
と
成
長
」（『
日
本
文
藝
学
』
第
四
十
九
号
所
収
、
二
〇
一
三
年
三
月
発
行
）
参
照
。
な
お
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
伝
本
の
調
査
に
よ

り
、
定
家
本
と
顕
昭
本
が
あ
り
、
顕
昭
本
が
原
本
に
近
い
こ
と
を
早
く
に
論
じ
た
も
の
に
は
、
橋
本
不
美
男
、
赤
瀬
知
子
両
氏
の
論
が
あ
る
。

（
4
）
例
え
ば
、
兵
藤
裕
巳
は
「
平
安
時
代
の
「
物
語
」
と
物
語
文
学
」（『
岩
波
講
座

文
学
3

物
語
か
ら
小
説
へ
』
所
収
、
二
〇
〇
二
年
発
行
）
の
中
で
、「
作

中
人
物
に
な
り
か
わ
る
歌
と
語
り
に
は
、
救
わ
れ
な
い
女
た
ち
の
日
々
の
鬱
念
が
投
影
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
昔
と
い
う
時
間
を
、
私
的
な
今
（
生
存
）
と
向

き
あ
う
時
間
に
組
み
か
え
る
彼
女
た
ち
は
、
所
詮
凡
庸
な
物
語
で
し
か
な
い
昔
物
語
の
パ
タ
ー
ン
を
逸
脱
し
て
し
ま
う
。
女
性
た
ち
の
『
も
の
が
た
り
』
の
い
と

な
み
が
、
同
時
代
の
男
性
的
な
知
の
水
準
を
逸
脱
し
て
、
近
代
の
ノ
ヴ
ェ
エ
ル
に
も
見
ま
が
う
小
説
世
界
へ
と
突
入
し
て
ゆ
く
」
と
す
る
。

（
5
）（
二
三
6
）
と
は
三
本
（
新
典
社
刊
）
の
頁
数
と
行
数
を
表
す
。
以
下
同
じ
。

（
6
）
拙
稿
「
現
代
社
会
に
巣
く
う
『
心
の
闇
』
―
古
典
和
歌
に
学
ぶ
」（『
活
水
日
文
』
第
四
五
号
所
収
、
二
〇
〇
四
年
一
月
発
行
）
参
照
。

（
7
）
例
え
ば
、『
枕
草
子
』（
能
因
本
、
四
二
段
）
で
は
、「
こ
し
ら
川
と
い
ふ
所
は
、
こ
一
条
の
大
将
殿
の
御
家
。
そ
れ
に
て
か
ん
た
ち
め
け
ち
ゑ
ん
の
八
講
し
給

に
、
い
み
し
く
め
て
た
き
事
に
て
、
世
中
の
人
の
あ
つ
ま
り
行
て
き
く
。」「
六
月
十
よ
日
に
て
、
あ
つ
き
事
よ
に
し
ら
ぬ
ほ
と
な
り
。」「
あ
さ
ゝ
の
か
う
し
せ
い

は
ん
、
か
う
さ
の
う
へ
も
ひ
か
り
み
ち
た
る
心
ち
し
て
、
い
み
し
く
そ
あ
る
や
。
…
権
中
納
言
、『
や
ゝ
、
ま
か
り
ぬ
る
も
よ
し
』
と
て
う
ち
わ
ら
ひ
給
へ
る
そ

め
て
た
き
。
そ
れ
も
み
ゝ
に
も
と
ま
ら
す
、
あ
つ
き
に
ま
と
ひ
出
て
、
人
し
て
、『
こ
せ
ん
の
中
に
は
い
ら
せ
給
は
ぬ
や
う
あ
ら
し
』
と
聞
え
か
け
て
か
へ
り
出

に
き
。」
と
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
六
月
十
八
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
法
華
八
講
を
記
す
が
、
権
中
納
言
（
六
月
二
十
三
日
、
花
山
天
皇
の
突
然

の
出
家
に
供
し
た
、
藤
原
伊
尹＝

一
条
摂
政
の
五
男
藤
原
義
懐
）
が
戯
れ
に
引
用
し
た
の
は
、
法
華
経
方
便
品
（
妙
法
蓮
華
経
第
二
）
の
故
事
で
あ
っ
た
。
と
り

わ
け
、「
蜻
蛉
」
巻
の
よ
う
に
五
巻
（
同
第
十
二
）
を
引
用
す
る
の
は
当
時
は
め
ず
ら
し
い
し
、
ま
た
、
陽
本
の
よ
う
に
伝
聞
で
語
ら
な
い
の
は
説
得
力
を
増
す

こ
と
に
な
る
。
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（
8
）
こ
こ
に
示
し
た
以
外
に
、
異
同
の
大
き
い
箇
所
を
示
す
と
、
①
こ
と
つ
く
る
こ
と
な
く
て
と
き
か
た
ま
か
り
た
ら
ん
を
も
の
ゝ
き
こ
え
侍
ら
は
お
ほ
し
あ
は

す
る
こ
と
な
と
や
侍
ら
む
さ
て
に
は
か
に
人
の
う
せ
給
へ
ら
む
と
こ
ろ
は
ろ
ん
な
う
さ
は
か
し
う
人
し
け
く
侍
ら
む
を
（
六
8
―
七
2
）、
②
い
と
も
〳
〵
ゆ
ゝ

し
き
身
を
の
み
お
も
ひ
給
へ
し
つ
み
て
い
と
ゝ
も
の
も
お
も
ひ
給
へ
ら
れ
す
ほ
れ
侍
て
な
む
う
つ
ふ
し
〳
〵
て
侍
（
七
三
10
―
七
四
2
）、
③
は
か
な
き
さ
ま
に

て
そ
お
は
す
ら
ん
と
思
ひ
け
る
を
京
に
な
と
む
か
へ
給
て
の
ち
め
い
ほ
く
あ
り
て
な
と
し
ら
せ
ん
と
お
も
ひ
け
る
ほ
と
に
か
ゝ
れ
は
い
ま
は
か
く
さ
ん
も
あ
ひ
な

く
て
あ
り
し
さ
ま
な
く
〳
〵
か
た
る
（
八
二
8
―
八
三
3
）、
④
た
れ
な
ら
ん
と
心
さ
は
き
て
を
の
か
さ
ま
み
ら
む
こ
と
も
し
ら
す
す
の
こ
よ
り
た
ゝ
き
に
け
れ

は
ふ
と
た
ち
さ
り
て
た
れ
と
も
み
え
し
す
き
〳
〵
し
き
や
う
な
り
と
お
も
ひ
て
か
く
れ
給
ひ
ぬ
（
一
〇
〇
5
―
同
9
）、
�
こ
の
お
も
と
は
い
み
し
き
わ
さ
か
な

み
き
丁
を
さ
へ
あ
ら
は
に
ひ
き
な
し
け
る
よ
左
大
殿
の
君
た
ち
な
ら
ん
う
と
き
人
は
た
こ
ゝ
ま
て
く
へ
き
に
も
あ
ら
す
も
の
ゝ
こ
こ
え
あ
ら
は
た
れ
か
さ
う
し
あ

け
た
り
し
と
か
な
ら
す
い
て
き
な
ん
（
同
9
―
一
〇
一
3
）、
な
ど
。
な
お
、
右
の
本
文
は
三
本
で
示
し
、
傍
線
部
分
が
陽
本
の
異
同
（
ま
た
は
欠
落
）
箇
所
で

あ
る
。

（
9
）（
注
8
）
の
例
文
で
見
る
と
、
①
「
も
の
ゝ
き
こ
え
侍
ら
は
」「
ろ
ん
な
う
」
は
と
も
に
陽
本
の
み
ナ
シ
、
②
「
も
の
も
お
も
ひ
給
へ
ら
れ
す
ほ
れ
侍
て
な
む

う
つ
ふ
し
〳
〵
て
」
は
陽
本
の
み
ナ
シ
、
③
「
思
ひ
け
る
を
京
に
な
と
む
か
へ
給
て
の
ち
め
い
ほ
く
あ
り
て
な
と
し
ら
せ
ん
と
」
は
陽
本
の
み
ナ
シ
、
④
「
た
ち

さ
り
て
た
れ
と
も
み
え
し
す
き
〳
〵
し
き
や
う
な
り
と
お
も
ひ
て
」
は
陽
本
の
み
ナ
シ
、
�
「
な
ら
ん
う
と
き
人
は
た
こ
ゝ
ま
て
く
へ
き
に
も
あ
ら
す
」
は
陽
本

の
み
ナ
シ
。

（
10
）
伊
井
春
樹
は
陽
明
文
庫
本
本
文
と
大
島
本
本
文
と
を
比
較
し
、「
陽
明
本
は
表
現
が
豊
か
な
せ
い
も
あ
る
が
、
文
脈
の
流
れ
か
ら
し
て
も
論
理
的
で
あ
る
の
に

対
し
、
大
島
本
は
ど
う
し
て
も
表
現
不
足
と
い
う
印
象
を
否
め
な
い
」（
10
頁
下
段
）
と
し
た
（「
陽
明
文
庫
本
源
氏
物
語
の
方
法
」、『
國
語
國
文
』
第
六
十
二
巻

第
一
号
所
収
、
一
九
九
三
年
一
月
発
行
））。
こ
れ
は
「
古
態
を
保
持
し
て
い
な
が
ら
も
中
世
的
な
手
が
か
な
り
加
え
ら
れ
て
い
る
」「
鎌
倉
期
古
写
の
別
本
と
さ

れ
る
巻
」（
具
体
的
に
は
桐
壷
・
箒
木
・
若
紫
及
び
須
磨
の
巻
を
対
象
と
し
た
）
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
結
論
で
あ
る
。
今
回
考
察
し
た
「
蜻
蛉
」
巻
も
鎌
倉

期
古
写
の
別
本
と
さ
れ
る
。
伊
井
は「
こ
れ
は
何
ら
か
の
統
計
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
良
本
を
読
み
較
べ
て
ほ
ん
の
一
部
の
巻
々
の
例
に
し
か
す
ぎ
な
い
」

（
12
頁
上
段
）
と
断
っ
て
い
る
。

（
11
）
こ
れ
以
外
の
例
を
次
に
示
す
。
①
お
も
ふ
に
な
ん
い
み
し
う
こ
か
る
ゝ
む
ね
の
さ
む
る
心
ち
し
け
る
（
三
三
4
）、
②
心
や
す
く
を
か
し
と
思
侍
り
し
人
（
三

九
7
）、
③
と
し
こ
ろ
あ
な
か
ち
に
あ
は
れ
と
お
も
ひ
そ
め
に
し
（
七
〇
4
）、
④
か
し
ら
つ
き
と
も
の
さ
ま
〳
〵
に
お
か
し
と
み
わ
た
し
給
て
（
一
三
五
4
）。

な
お
、
右
の
本
文
は
陽
本
で
示
し
、
傍
線
部
分
が
そ
の
補
入
箇
所
で
あ
る
。
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（
12
）（
注
11
）
の
例
文
で
見
る
と
、
①
「
い
み
し
う
」
④
「
さ
ま
〳
〵
に
」
は
他
に
別
本
の
一
本
、
②
「
を
か
し
」
③
「
あ
な
か
ち
に
」
は
陽
本
の
み
。

（
13
）
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
所
蔵
の
定
家
本
『
俊
頼
髄
脳
』（
定
家
自
筆
本
）
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
本
が
原
本
の
書
写
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、

さ
ら
に
、「
本
文
の
書
き
替
え
の
事
実
」
が
す
べ
て
に
わ
た
り
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、「
本
文
を
み
だ
り
に
改
め
ず
、
伝
来
の
ま
ま
に
尊
重
す
る
」

と
い
う
父
俊
成
の
庭
訓
を
継
承
す
る
「
歌
の
家
」
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
「
逸
脱
す
る
行
為
」
が
定
家
に
よ
り
な
さ
れ
た
事
実
は
拭
い
き
れ
な
い
こ
と
と
思
う
。
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