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は
じ
め
に

　

・ 

琵
琶
な
む
、
ま
こ
と
の
音
を
弾
き
し
づ
む
る
人
い
に
し
へ
も
難

う
は
べ
り
し
を
、
を
さ
を
さ
と
ど
こ
ほ
る
こ
と
な
う
な
つ
か
し

き
手
な
ど
筋
こ
と
に
な
ん
。　
　
　
（
明
石
、
二
四
三
頁
）（
注
１
）

　

・ （
箏
の
琴
を
）
忍
び
や
か
に
調
べ
た
る
ほ
ど
い
と
上
衆
め
き
た

り
。（
中
略
）
こ
れ
（
明
石
御
方
の
琵
琶
の
音
）
は
、
あ
く
ま

で
弾
き
澄
ま
し
、
心
に
く
く
ね
た
き
音
ぞ
ま
さ
れ
る
。

（
明
石
、
二
六
六
頁
）

　
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
明
石
御
方
は
「
琵
琶
」・「
箏
の
琴
」

の
名
手
と
さ
れ
る
。
源
氏
の
妻
や
妾
と
さ
れ
る
女
性
の
中
で
「
箏
の

琴
」
を
得
意
と
す
る
女
性
は
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、「
琵
琶
」
の
名

手
と
さ
れ
る
女
性
は
彼
女
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
、
明
石
御
方
の
み
が

「
琵
琶
」
の
名
手
と
し
て
登
場
す
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
作
中
世
界

『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
秩
序
の
崩
壊

　
　
　
　
　
　
　

― 

光
源
氏
の
「
押
し
付
け
」
と
明
石
御
方 

―

田　

上　

莉　

子

に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
明
石
御
方
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
証

す
る
。
ま
た
、
明
石
御
方
の
そ
れ
が
、
い
か
に
源
氏
と
関
わ
り
物
語

を
動
か
す
こ
と
に
な
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　

一　

琵
琶
と
明
石
御
方

　

当
時
、
琵
琶
は
女
性
が
演
奏
す
る
に
は
好
ま
し
く
な
い
楽
器
だ
と

さ
れ
て
い
た
（
注
２
）。
実
際
、
物
語
作
品
中
に
も
「
琵
琶
こ
そ
、
女

の
し
た
る
に
憎
き
や
う
な
れ
」（
少
女
、
三
四
頁
）、「（
琵
琶
は
）
女

の
せ
む
に
う
た
て
に
憎
げ
な
る
姿
し
た
る
も
の
な
り
」（『
う
つ
ほ
物

語
』
内
侍
の
か
み
、
一
八
五
頁
） （
注
３
）
と
登
場
す
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
琵
琶
」
の
名
手

と
し
て
ま
ず
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
女
性
は
明
石
御
方
で
あ
ろ
う
。
実

は
、彼
女
は
「
琵
琶
」
の
み
な
ら
ず
、父
で
あ
る
明
石
入
道
か
ら
「
琴
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す
る
話
は
他
の
文
献
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
注
６
）。
こ
の
こ
と
か

ら
考
え
る
と
、
天
人
の
い
る
天
界
と
「
琵
琶
」
と
の
繋
が
り
は
、『
源

氏
物
語
』
成
立
当
時
、
多
く
の
人
に
周
知
さ
れ
て
い
た
と
思
し
い
。

『
う
つ
ほ
物
語
』で「
琴
の
琴
」が
天
界
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、

当
時
「
琵
琶
」
も
ま
た
、
天
界
と
繋
が
り
の
あ
る
楽
器
と
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。「
天
界
」
と
は
我
々
人
間
の
住
む
現
実
世
界
を

超
越
し
た
世
界
と
見
な
せ
よ
う
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
、
い
わ
ば
超
現
実
的
な
世
界
を
包
括
す
る
、
や
や
広
義
の
概
念
と

し
て
「
異
界
」
と
の
用
語
で
統
一
し
、
以
降
、
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
　

 

い
づ
れ
と
な
き
中
に
、
琵
琶
は
す
ぐ
れ
て
上
手
め
き
、
神
さ
び

た
る
手
づ
か
ひ
、
澄
み
は
て
て
お
も
し
ろ
く
聞
こ
ゆ
。

（
若
菜
下
、
一
九
〇
頁
）

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
女
楽
に
お

け
る
明
石
御
方
の
「
琵
琶
」
演
奏
だ
。
そ
の
演
奏
時
の
姿
は
「
神
さ

び
」
て
い
た
、
つ
ま
り
「
神
々
し
い
」
姿
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
か
ら
明
石
御
方
の
演
奏
す
る
「
琵
琶
」
と
い
う
楽
器
の
「
性

格
」
と
彼
女
自
身
の
「
性
格
」
は
、
同
じ
く
天
界
と
結
び
つ
い
た

「
異
界
性
」
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
な
い
か
。

　

で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
面
で
そ
の
「
琵
琶
」
は
演
奏
さ
れ

る
の
か
、
明
石
御
方
が
楽
器
を
演
奏
す
る
場
面
に
注
目
し
た
い
。
物

語
中
で
明
石
御
方
が
楽
器
を
演
奏
す
る
場
面
は
次
の
表
の
と
お
り
、

物
語
全
体
を
通
し
て
五
回
で
あ
る
。

の
琴
」、「
箏
の
琴
」
を
も
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
、
当
時

女
性
が
「
琵
琶
」
を
弾
く
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
で
は
、
な
ぜ
明
石
入
道
は
娘
に
つ
い
て
「
こ
の
人
ひ
と
り
に
こ
そ

あ
れ
。
思
ふ
さ
ま
こ
と
な
り
」（
若
紫
、
二
〇
四
頁
）
と
考
え
て
い

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
「
琵
琶
」
を
も
伝
授
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。「
思
ふ
さ
ま
こ
と
な
り
」
と
、
特
に
帝
や
高
貴
な
人
と
結
婚

を
考
え
て
い
る
娘
で
あ
れ
ば
、
貴
人
に
相
応
し
い
「
琴
の
琴
」
や
、

女
性
ら
し
い
「
箏
の
琴
」
の
伝
授
こ
そ
が
相
応
し
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
（
注
４
）。「
源
氏
物
語
で
は
、
持
ち
物
と
持
ち
主
の
性
格

は
別
々
で
は
な
く
、
表
裏
一
体
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
」
と
指
摘

さ
れ
る
（
注
５
）。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
一
般
的
に
、
琵
琶
は
女

性
が
演
奏
す
る
に
は
好
ま
し
く
な
い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
を

敢
え
て
明
石
御
方
の
得
意
な
楽
器
と
す
る
以
上
、
何
ら
か
の
理
由
が

あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。「
琵
琶
」
に
は
「
女
性
性
の

乏
し
さ
」
以
外
の
性
格
も
あ
り
、
そ
れ
が
明
石
御
方
と
「
琵
琶
」
を

結
び
付
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
琵
琶
」
の
持
つ
「
性
格
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
　

 

な
に
が
し
の
皇
子
の
、
こ
の
花
め
で
た
る
夕
ぞ
か
し
、
い
に
し

へ
天
人
の
翔
り
て
、
琵
琶
の
手
教
へ
け
る
は
。

（
宿
木
、
四
六
六
頁
）

　

こ
こ
で
匂
宮
は
、「
な
に
が
し
の
皇
子
」
が
天
人
か
ら
「
琵
琶
」

の
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
、
と
い
う
説
話
を
語
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
類
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ま
た
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
が
薄
雲
巻
の
演
奏
場
面
だ
。

源
氏
と
の
合
奏
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

 

（
源
氏
が
）
箏
の
琴
の
あ
る
を
引
き
寄
せ
て
、
か
の
明
石
に
て

小
夜
更
け
た
り
し
音
も
、
例
の
（
箏
の
琴
の
音
色
を
）
思
し
出

で
ら
る
れ
ば
、
琵
琶
を
わ
り
な
く
せ
め
た
ま
へ
ば
、
す
こ
し
掻

き
合
は
せ
た
る
、
い
か
で
か
う
の
み
具
し
け
む
と
思
さ
る
。

（
薄
雲
巻
、
四
四
〇
〜
四
四
一
頁
）

　

源
氏
が
「
箏
の
琴
」
の
音
色
を
思
い
出
し
て
、
明
石
御
方
に
「
琵

琶
」の
演
奏
を「
わ
り
な
く
せ
め
た
ま
」ふ
の
は
不
自
然
で
は
な
い
か
。

源
氏
が
明
石
御
方
に
「
琵
琶
」
を
要
請
す
る
場
面
は
腑
に
落
ち
な
い

こ
と
ば
か
り
な
の
だ
。
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
石
入
道
が
源
氏

に
聴
か
せ
よ
う
と
し
た
楽
器
も
、
明
石
御
方
が
手
す
さ
び
に
演
奏
を

す
る
楽
器
も
「
箏
の
琴
」
で
あ
る
。
ま
た
、
直
接
の
演
奏
場
面
で
は

な
い
の
で
前
掲
の
表
に
お
い
て
は
省
略
し
て
い
る
が
、
源
氏
と
明
石

御
方
の
初
め
て
の
逢
瀬
の
場
面
で
も
、彼
女
は
直
前
ま
で
「
箏
の
琴
」

を
演
奏
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る（
注
７
）。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、

明
石
御
方
が
自
分
の
意
志
で
演
奏
し
よ
う
と
す
る
楽
器
は「
箏
の
琴
」

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
源
氏
が
「
琵
琶
」
の
演
奏

ば
か
り
を
要
請
す
る
の
は
、「
琵
琶
」
な
ら
で
は
の
特
徴
を
明
石
御

方
に
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
前
述
の
と
お
り
、「
琵
琶
」

に
は
「
異
界
」
と
相
通
じ
る
「
性
格
」
が
あ
っ
た
。
だ
と
す
る
と
、

源
氏
は
「
琵
琶
の
持
つ
異
界
性
」
と
い
う
「
性
格
」
を
認
識
し
つ
つ
、

　

表
：『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
明
石
御
方
の
演
奏
場
面

そ
の
う
ち
「
琵
琶
」
は
二
回
演
奏
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
も

明
石
御
方
が
源
氏
に
演
奏
を
要
請
さ
れ
、
そ
れ
に
応
え
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
、
源
氏
が
明
石
御
方
に
演
奏
を
要
請
す
る
の

は
、
い
つ
も
「
琵
琶
」
な
の
だ
。「
箏
の
琴
」
も
名
手
と
さ
れ
て
い

る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
源
氏
が
「
琵
琶

0

0

」
の
演
奏
の
み

0

0

0

0

0

を
要
請
す
る

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

若
菜
下

（
一
九
三
頁
）

野
分

（
二
七
七
頁
）

薄
雲

（
四
四
〇
・

四
四
一
頁
）

松
風

（
四
〇
七
・

四
〇
八
頁
）

明
石

（
二
六
六
頁
）

巻
名

琵
琶

箏
の
琴

琵
琶

琴
の
琴

箏
の
琴

楽
器

合
奏

（
六
条
院
の
女
君
達
）

独
奏

合
奏
（
源
氏
）

独
奏

合
奏
（
源
氏
）

演
奏
形
態

（
合
奏
相
手
）

源
氏 × 源

氏 ×
明
石
入
道

演
奏
を
要

請
す
る
人

六
条
院
女
楽

六
条
院
で
手
す

さ
び
に
弾
く

明
石
で
の
箏
の
琴

の
音
を
思
い
出
し

た
源
氏
の
催
促

物
思
い
の
日
々

に
源
氏
の
形
見

を
か
き
鳴
ら
す

源
氏
と
明
石
御

方
の
別
れ
の
直

前
演
奏
場
面
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そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
石
御
方
に
強
い
て
担
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
、明
石
御
方
が
演
奏
す
る
「
箏
の
琴
」
と
、

源
氏
が
彼
女
に
押
し
付
け
る
「
琵
琶
」
と
の
間
で
「
ず
れ
」
が
生
じ

て
し
ま
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
源
氏
に

よ
る
「
琵
琶
」
演
奏
の
要
請
は
、
明
石
御
方
へ
の
イ
メ
ー
ジ
の
押
し

付
け
で
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
仮
説
を
立
て
て
お
く
。

　
　
　

二　

明
石
御
方
と
異
界
の
繋
が
り

　

明
石
御
方
と
「
異
界
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
思
い
を
致
す
と
き
、

一
般
的
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
明
石
一
族
へ
の
神
の
霊
験
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
明
石
御
方
の
誕
生
前
か
ら
明
石
入
道
に
示
さ

れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

　
　

 

わ
が
お
も
と
（
明
石
御
方
が
）
生
ま
れ
た
ま
は
む
と
せ
し
そ
の

年
の
二
月
の
そ
の
夜
の
夢
に
見
し
や
う
、
み
づ
か
ら
須
弥
の
山

を
右
の
手
に
捧
げ
た
り
、
山
の
左
右
よ
り
、
月
日
の
光
さ
や
か

に
さ
し
出
で
て
世
を
照
ら
す
、
み
づ
か
ら
は
、
山
の
下
の
蔭
に

隠
れ
て
、
そ
の
光
に
あ
た
ら
ず
、
山
を
ば
広
き
海
に
浮
か
べ
お

き
て
、
小
さ
き
舟
に
乗
り
て
、
西
の
方
を
さ
し
て
漕
ぎ
ゆ
く
と

な
む
見
は
べ
し
。　
　
　
　
（
若
菜
上
、
一
一
三
〜
一
一
四
頁
）

　

ま
た
、
須
磨
退
去
中
の
源
氏
の
元
に
や
っ
て
き
た
明
石
入
道
は
、

夢
告
の
通
り
に
船
を
漕
ぎ
、
源
氏
の
元
へ
辿
り
着
い
た
と
語
る
。

　
　

 

去
ぬ
る
朔
日
の
夢
に
、
さ
ま
こ
と
な
る
物
の
告
げ
知
ら
す
る
こ

と
は
べ
り
し
か
ば
、信
じ
が
た
き
こ
と
と
思
う
た
ま
へ
し
か
ど
、

「
十
三
日
に
あ
ら
た
な
る
し
る
し
見
せ
む
。
舟
を
よ
そ
ひ
設
け

て
、
か
な
ら
ず
雨
風
止
ま
ば
こ
の
浦
に
寄
せ
よ
」
と
か
ね
て
示

す
こ
と
の
は
べ
り
し
か
ば
、（
中
略
）
ま
こ
と
に
神
の
し
る
べ

違
は
ず
な
ん
。　
　
　
　
　
　
（
明
石
、
二
三
一
〜
二
三
二
頁
）

　

こ
の
「
さ
ま
こ
と
な
る
物
」
は
先
行
研
究
に
お
い
て
、
住
吉
の
神

な
い
し
使
者
、
あ
る
い
は
塩
土
の
老
翁
と
解
さ
れ
る
の
が
通
説
で
あ

る
（
注
８
）。
つ
ま
り
、明
石
御
方
を
明
石
入
道
の
娘
と
し
て
誕
生
さ
せ
、

明
石
一
族
と
源
氏
を
結
び
つ
け
る
契
機
を
与
え
た
の
は
、
神
の
霊
験

で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
こ
こ
に
明
石
一
族
・
明
石
御
方
と
「
異
界
」

と
の
間
に
強
い
繋
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
神
が
一
族
に
授
け
た
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
私
は

明
石
御
方
の
性
格
も
そ
の
一
つ
だ
と
考
察
す
る
。
明
石
御
方
は
、
一

般
に
、「
身
の
ほ
ど
」（
注
９
）
を
意
識
し
な
が
ら
「
忍
従
」
し
、
自
身

を
「
卑
下
」
す
る
女
君
と
さ
れ
て
き
た
（
注
10
）。
ま
ず
「
身
の
ほ
ど
」

意
識
に
つ
い
て
は
源
氏
と
出
会
う
前
か
ら
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は

「
父
・
入
道
の
『
高
き
本
意
』
に
相
反
す
る
よ
う
な
形
で
生
じ
た
も
の
」

と
さ
れ
る
（
注
11
）
の
が
通
説
で
あ
る
。
父
の
神
へ
の
信
仰
と
い
う
環

境
が
明
石
御
方
の
性
格
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
が
、明
石
御
方
が
独
り
で
手
す
さ
び
に「
箏
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の
琴
」
を
弾
く
場
面
等
、
私
的
に

0

0

0

演
奏
す
る
の
は
「
箏
の
琴
」
で
あ

る
の
に
対
し
、
源
氏
か
ら
演
奏
を
要
請
さ
れ
る
の
は
「
琵
琶
」
と
い

う
こ
と
だ
。「
琵
琶
」
演
奏
に
限
ら
ず
、
明
石
御
方
は
源
氏
に
与
え

ら
れ
た
役
割
に
反
発
す
る
こ
と
な
く
耐
え
、
受
け
入
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
朱
雀
院
の
五
十
賀
と
い
う
公
的
な

0

0

0

場
で
行
わ
れ
た
六
条
院
女

楽
で
は
、
明
石
御
方
は
「
琵
琶
」
演
奏
を
受
け
入
れ
た
が
、
加
え
て
、

娘
の
明
石
姫
君
に
つ
い
て
実
母
と
し
て
の
自
分
を
抑
え
、
後
見
と
し

て
力
を
尽
く
し
た
こ
と
も
、
源
氏
の
た
め
公
的
な
役
割

0

0

0

0

0

を
果
た
し
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
に
明
石
御
方
は
姫
君
の
生
み
の
親

と
し
て
浮
か
ば
れ
、
明
石
一
族
の
血
統
や
家
格
と
し
て
も
上
昇
し
て

い
く
。
源
氏
の
言
葉
に
「
忍
従
」
し
、
数
な
ら
ぬ
「
身
の
ほ
ど
」
の

自
分
の
元
で
は
な
く
源
氏
の
元
で
養
育
さ
せ
る
、
と
い
う
決
断
を
見

る
に
、
最
終
的
に
宿
願
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
決
断
に
は
、
彼
女
の

性
格
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
よ
う
。

　

反
対
に
、
源
氏
の
正
妻
と
い
う
「
公
的
な
役
割
」
を
な
か
な
か
受

け
入
れ
な
か
っ
た
人
物
と
し
て
葵
の
上
が
い
る
。
例
え
ば
左
大
臣
家

の
娘
で
あ
る
葵
の
上
は
、
実
家
の
政
略
的
思
惑
を
経
て
結
婚
し
、
源

氏
の
正
妻
と
い
う
立
場
を
与
え
ら
れ
た
。
文
字
通
り
の
政
略
結
婚
で

あ
り
、「
公
的
」
な
結
婚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
結
婚
後
、
葵
の
上
は

源
氏
に
歩
み
寄
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
遂
に
は
夕
霧
出
産
後
に
自

身
の
命
を
落
と
し
、
後
に
実
家
で
あ
る
左
大
臣
家
も
独
立
し
た
夕
霧

に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
明
石
御
方
と
は
、
い
わ
ば
対
照
的

な
道
を
辿
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
両
者
の
間
に
は
、
与
え
ら
れ
た
役

割
に
耐
え
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
性
格
の

違
い
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
再
び
明
石
一
族
と
神
と
の
繋
が
り
に
つ
い

て
見
て
い
き
た
い
。

　
　

 

わ
が
君
（
明
石
御
方
）
を
頼
む
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
は
べ
し
か

ば
な
む
、
心
ひ
と
つ
に
多
く
の
願
を
た
て
は
べ
し
。
そ
の
返
申

し
、
た
ひ
ら
か
に
、
思
ひ
の
ご
と
時
に
逢
ひ
た
ま
ふ
、
若
君
、

国
の
母
と
な
り
た
ま
ひ
て
、
願
ひ
満
ち
た
ま
は
む
世
に
、
住
吉

の
御
社
を
は
じ
め
、
は
た
し
申
し
た
ま
へ
。

（
若
菜
上
・
一
一
四
頁
）

　

明
石
入
道
は
、
一
族
の
再
興
の
た
め
住
吉
の
神
を
は
じ
め
、
多
く

の
神
々
に
願
を
掛
け
て
い
た
。
明
石
御
方
の
存
在
が
あ
れ
ば
こ
そ
、

そ
の
願
い
が
叶
え
ら
れ
た
こ
と
に
留
意
す
る
と
、
明
石
御
方
の
性
格

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
、「
身
の
ほ
ど
」
を
意
識
し
な
が
ら
「
忍

従
」
し
自
身
を
「
卑
下
」
す
る
そ
の
性
格
も
、
宿
願
達
成
の
た
め
に

は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
石
御
方
の
性
格
は
、

明
石
一
族
の
血
統
や
家
格
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の
結
果
を
呼
び
起
こ
す

た
め
に
必
要
な
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
性
格
を
結
果
的
に

導
く
の
が
明
石
の
神
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
だ
と
考
え
る
と
、
明
石

御
方
と
「
異
界
」
の
繋
が
り
も
十
分
に
想
起
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

併
せ
て
、
明
石
御
方
に
類
似
す
る
他
の
女
君
達
と
、「
異
界
」
と
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の
繋
が
り
も
確
認
し
て
お
く
。
吉
海
直
人
氏
は
『
源
氏
物
語
』
に
お

い
て
、「
上
衆
め
く
・
上
衆
め
か
し
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
と
き
、

こ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
桐
壺
更
衣
と
明
石
御
方
の
み
で
あ
る
と

指
摘
さ
れ
た
（
注
12
）。
明
石
御
方
は
そ
の
血
筋
か
ら
桐
壺
更
衣
の
「
ゆ

か
り
」
と
さ
れ
、
桐
壺
更
衣
を
「
継
承
」
す
る
存
在
と
も
位
置
付
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
明
石
御
方
と
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
は
人
柄
の
類
似
が
描

か
れ
て
い
る
。
明
石
一
族
の
家
系
は
も
と
も
と
高
貴
で
、
六
条
御
息

所
と
同
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
御
息
所
と
明
石

御
方
が
同
時
に
源
氏
の
愛
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
、
御
息

所
の
怨
霊
が
明
石
御
方
に
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、

明
石
御
方
は
六
条
御
息
所
を
「
継
承
」
す
る
存
在
と
さ
れ
る
（
注
13
）。

　
「
藤
壺
・
紫
の
上
の
系
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
、
左
右
大
臣
家
に

対
す
る
、
六
条
御
息
所
・
明
石
の
君
を
含
む
家
筋
の
勢
力
、
と
い
う

配
置
」
に
つ
い
て
は
柳
井
滋
氏
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
14
）
が
、

こ
の
三
人
の
共
通
点
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
皇
統
の
男
性
と
結
婚
し
子

ど
も
を
儲
け
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
を

例
示
す
る
ま
で
も
な
く
、
帝
の
ル
ー
ツ
が
神
で
あ
る
と
の
位
置
づ
け

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
に
、
神
聖
な
「
異
界
」
と
繋
が
り

の
あ
る
皇
統
の
男
性
と
結
び
つ
く
存
在
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
が

登
場
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
補
足
と
な
る
が
、
人
物
の
象
徴
と
し
て
効
果
的
に
白
い
色

彩
が
使
わ
れ
る
女
性
達
が
い
る
。
そ
れ
が
明
石
御
方
・
夕
顔
・
浮
舟

で
あ
る
。
森
田
直
美
氏
は
「『
源
氏
物
語
』
の
『
白
き
女
』
三
人
が
、

共
に
持
つ
性
質
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
交
渉
相
手
で
あ

る
男
に
対
す
る
異
界
性
・
辺
境
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
し
、
特

に
明
石
御
方
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
て
い
る
（
注
15
）。

　
　

 

明
石
君
の
造
形
で
は
、
夕
顔
の
宿
同
様
、
色
彩
豊
か
な
都
と
、

色
彩
が
排
除
さ
れ
た
明
石
・
大
堰
を
対
比
的
に
描
き
、
そ
の
辺

境
性
や
、
そ
こ
に
住
む
も
の
の
悲
哀
を
強
調
し
た
。
ま
た
、
そ

の
一
方
で
正
月
衣
配
り
に
お
け
る
明
石
君
の
白
き
装
束
は
、「
女

帝
御
衣
」
を
も
思
わ
せ
る
、
こ
の
上
な
く
高
貴
な
「
白
」
の
形

象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
更
に
は
、
仏
菩
薩
の
変
化
た
る
明
石
君

の
聖
性
を
支
え
る
色
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

や
は
り
、
明
石
御
方
は
、
物
語
の
随
所
で
「
異
界
」
と
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
明
石
御
方
は
源
氏
に
と
っ
て
「
異
界
性
」

を
持
つ
女
君
で
あ
り
、「
高
貴
」
な
「
聖
性
」
を
背
負
う
存
在
で
あ

る
の
だ
。
明
石
御
方
は
様
々
な
側
面
か
ら
付
与
さ
れ
た
「
異
界
性
」

を
背
負
い
つ
つ
、
物
語
世
界
に
地
歩
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三　

光
源
氏
の
「
押
し
付
け
」
と
明
石
御
方

　

一
、二
節
に
も
触
れ
た
、
源
氏
か
ら
明
石
御
方
へ
の
イ
メ
ー
ジ
・

役
割
の
「
押
し
付
け
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
次
の
引
用
は
、
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①
玉
鬘
巻
の
衣
配
り
の
場
面
、
②
若
菜
下
巻
の
六
条
院
女
楽
で
源
氏

が
女
性
を
花
に
譬
え
る
場
面
、に
お
け
る
明
石
御
方
の
記
述
で
あ
る
。

①　

 
梅
の
折
枝
、
蝶
、
鳥
飛
び
ち
が
ひ
、
唐
め
い
た
る
白
き
小
袿
に

濃
き
が
艶
や
か
な
る
重
ね
て
、
明
石
の
御
方
に

（
玉
鬘
、
一
三
六
頁
）

　

衣
配
り
で
、
源
氏
が
明
石
御
方
に
与
え
た
衣
に
「
唐
め
い
た
る
白

き
小
袿
」
が
あ
る
。「
唐
」
は
現
在
の
中
国
の
こ
と
で
あ
り
、
当
時

の
日
本
か
ら
見
れ
ば
、そ
の
縁
遠
さ
か
ら
あ
る
種
の
「
異
界
」
と
言
っ

て
も
良
か
ろ
う
。
二
節
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
衣
の
色
「
白
」
か
ら

も
「
異
界
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
た
（
注
16
）。

　

ま
た
、「
琵
琶
」
の
「
異
界
性
」
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
明

石
御
方
の
「
琵
琶
」
を
演
奏
し
て
い
る
姿
が
花
に
譬
え
ら
れ
て
い
る

場
面
が
あ
る
。

②　

 

琵
琶
を
う
ち
置
き
て
、
た
だ
け
し
き
ば
か
り
弾
き
か
け
て
、
た

を
や
か
に
つ
か
ひ
な
し
た
る
撥
の
も
て
な
し
、
音
を
聞
く
よ
り

も
、
ま
た
あ
り
が
た
く
な
つ
か
し
く
て
、
五
月
ま
つ
花
橘
、
花

も
実
も
具
し
て
押
し
折
れ
る
か
を
り
お
ぼ
ゆ
。

（
若
菜
下
、
一
九
三
頁
）

明
石
御
方
が
譬
え
ら
れ
て
い
る
「
橘
」
に
つ
い
て
、岩
坪
健
氏
は
「
そ

の
実
は
『
常
世
の
国
』
か
ら
勅
命
を
受
け
て
持
っ
て
来
た
『
時
じ
く

の
香
の
木
の
実
』
で
あ
り
（『
古
事
記
』、
中
巻
、
垂
仁
天
皇
）、
こ

こ
に
も
琵
琶
と
異
郷
と
の
繋
が
り
が
見
ら
れ
る
」（
注
17
）
と
さ
れ
、「
異

界
」
と
の
繋
が
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
源
氏
に
よ
る
二
度
の
「
琵
琶
」
演
奏

の
要
請
と
同
様
に
、
源
氏
が
明
石
御
方
に
あ
て
が
う
衣
・
花
の
譬
え

は
ど
ち
ら
も
「
異
界
性
」
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
。
や
は
り
一
節
で

示
し
た
仮
説
の
と
お
り
、源
氏
は
明
石
御
方
に
「
異
界
性
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
押
し
付
け
、
ま
た
、
そ
れ
を
担
う
役
割
を
押
し
付
け
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
六
条
院
で
は
、
女
君
達
の
町
の
割
り
当
て
は
源
氏
自
身
が

行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
町
の
割
り
当
て
に
つ
い
て
も
源
氏
が

決
定
し
た
、
即
ち
、「
押
し
付
け
た

0

0

0

0

0

」
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
六
条
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
る
。

　
　

 

八
月
に
ぞ
、六
条
の
院
造
り
は
て
て
渡
り
給
ふ
。未
申
の
町
は
、

中
宮
の
御
ふ
る
宮
な
れ
ば
、
や
が
て
お
は
し
ま
す
べ
し
。
辰
巳

は
、
殿
の
お
は
す
べ
き
町
な
り
。
丑
寅
は
、
東
の
院
に
住
み
給

ふ
対
の
御
方
、
戌
亥
の
町
は
、
明
石
の
御
方
と
思
し
お
き
て
さ

せ
た
ま
へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
、七
八
頁
）

　

女
君
達
と
そ
の
住
ま
う
町
の
季
節
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
。
ま
ず
、
秋
好
中
宮
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
彼
女
が
斎

院
に
卜
定
さ
れ
て
伊
勢
に
下
向
す
る
直
前
の
場
面
で
あ
る
。
下
向
は

九
月
ま
で
と
決
め
ら
れ
て
い
る
通
り
、こ
の
季
節
は
秋
。
そ
の
後
も
、
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秋
好
中
宮
は
母
御
息
所
と
行
動
を
共
に
し
、
秋
に
多
く
登
場
し
て
い

る
。
二
人
が
帰
京
し
た
の
も
、
六
条
御
息
所
が
逝
去
し
た
の
も
秋
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
秋
好
中
宮
は
六
条
院
の
造
営
前
の
場
面
に
お
い
て

も
、
特
に
秋
の
夕
べ
は
「
は
か
な
う
消
え
給
ひ
に
し
露
」（
薄
雲
、

四
六
二
頁
）、
つ
ま
り
亡
き
母
に
も
ゆ
か
り
の
あ
る
も
の
の
よ
う
に

懐
か
し
く
思
わ
れ
る
の
だ
と
語
り
、
季
節
の
中
で
も
秋
を
好
ん
で
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
薄
雲
巻
の
紫
の
上
と
秋
好
中
宮
の
春
秋
優
劣
論

に
つ
い
て
、
玉
上
琢
彌
氏
は
、

　
　

 「
女
御
の
秋
に
心
を
よ
せ
た
ま
へ
り
し
も
あ
は
れ
に
、
君
の
曙

に
心
し
め
た
ま
へ
る
も
道
理
に
こ
そ
あ
れ
」
と
女
御
は
秋
、
紫

の
上
は
春
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。（
中
略
）
女
御
は
、

と
り
あ
え
ず
い
ま
の
季
節
、
秋
を
選
ん
だ
。
母
君
の
思
い
出
の

季
節
と
し
て
。
秋
に
対
す
る
春
は
紫
の
上
で
あ
っ
た
。
登
場
の

は
じ
め
か
ら
、
彼
女
は
桜
と
と
も
に
あ
り
、
春
の
雰
囲
気
を
と

も
な
っ
て
い
る
。
明
朗
快
活
の
若
さ
が
あ
る
。
斎
宮
の
女
御
の

重
々
し
さ
に
対
照
的
で
あ
る
。
そ
の
母
御
息
所
も
物
語
に
出
る

の
は
秋
が
多
い
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
18
）。
六
条
院
造
営
及
び
町
を
割
り
当
て
ら

れ
る
前
か
ら
、
秋
好
中
宮
は
秋
、
紫
の
上
は
春
と
の
関
わ
り
が
確
立

さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
の
だ
。

　

夏
の
町
に
住
む
花
散
里
に
つ
い
て
も
見
て
い
く
。
彼
女
は
、「
五

月
雨
の
空
め
づ
ら
し
く
晴
れ
た
る
雲
間
」
と
初
夏
に
初
登
場
を
果
た

し
て
以
降
、
多
く
初
夏
に
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。
清
水
婦
久
子
氏

も
、「（
花
散
里
は
）
五
月
雨
の
頃
に
な
る
と
思
い
出
さ
れ
る
女
君
と

し
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
作
者
は
、
こ
の
あ
た
り
で
意
識
し
て

彼
女
と
夏
を
結
び
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。」（
注
19
）
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
時
的
に
夏
の
町
に
住
ん
で
い
た
玉
鬘

も
夏
と
の
関
わ
り
を
持
つ
。
彼
女
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
母
で

あ
る
夕
顔
と
同
じ
く
夏
で
あ
る
。
以
降
、
登
場
す
る
場
面
に
季
節
の

偏
り
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
夕
顔
か
ら
頭
中
将
へ
贈
ら
れ
た
手
紙

に
は
「
撫
子
」
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
（
注
20
）。
夏
か
ら
初
秋
に
か

け
て
咲
く
常
夏
の
花
、「
撫
子
」
と
玉
鬘
が
結
び
付
い
て
い
た
こ
と

か
ら
も
、
夏
の
イ
メ
ー
ジ
が
想
起
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
紫
の
上
は
春
、
花
散
里
と
玉
鬘
は
夏
、
秋
好
中
宮

及
び
母
六
条
御
息
所
は
秋
に
、
六
条
院
完
成
以
前
か
ら
彼
女
達
は
自

分
の
住
む
町
の
季
節
に
登
場
し
、多
く
関
わ
り
を
持
た
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
明
石
御
方
の
場
合
に
限
っ
て
は
、
何
故
か
そ
う
で
は
な

い
。
明
石
御
方
が
六
条
院
入
り
前
の
冬
に
登
場
す
る
の
は
、
源
氏
が

明
石
姫
君
を
引
き
取
る
前
の
場
面
の
み
で
あ
り
（
注
21
）、
そ
の
上
、『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
冬
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
は
、『
別

離
』
と
『
故
人
の
追
慕
』
が
多
く
見
ら
れ
」
る
（
注
22
）
と
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
の
冬
は
「
別
離
」
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
明
石
御
方
そ
の
人
と
結
び
付
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

現
に
、
明
石
御
方
以
外
に
も
冬
に
逝
去
し
た
桐
壺
帝
、
出
家
し
俗
世
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と
別
離
す
る
藤
壺
や
朱
雀
院
も
冬
の
別
離
と
関
わ
っ
て
描
か
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
（
注
23
）。
前
に
見
て
き
た
紫
の
上
、
花
散
里
と
玉
鬘
、

秋
好
中
宮
及
び
六
条
御
息
所
と
は
違
い
、
彼
女
自
身
は
物
語
内
で
積

極
的
に
冬
と
の
関
わ
り
を
持
た
さ
れ
て
は
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え

ま
い
。
実
子
と
の
別
離
と
い
う
印
象
的
な
場
面
で
は
あ
る
が
、
や
は

り
、
明
石
御
方
を
「
冬
」
の
町
の
女
主
人
と
し
た
こ
と
に
は
、
何
か

別
の
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
別
の
視
点
か
ら
六
条
院
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
六
条

院
は
、
四
方
四
季
の
形
態
の
邸
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
「
ま
る
で
四
季
の
眺
を
同
時
に
賞
で
る
と
い
う
竜
宮
城
と
同
様

だ
」（
注
24
）
と
指
摘
さ
れ
る
。
四
方
四
季
の
六
条
院
は
竜
宮
浄
土
の

信
仰
に
も
つ
な
が
り
、
若
紫
巻
で
「
海
竜
王
の
后
に
な
る
べ
き
い
つ

き
む
す
め
」
と
呼
ば
れ
る
明
石
御
方
の
住
む
邸
と
し
て
相
応
し
い
。

　

ま
た
、
匂
兵
部
卿
巻
に
お
い
て
六
条
院
と
明
石
御
方
は
、

　
　

 

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

り
し
玉
の
台
も
、
た
だ
一
人
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
、二
十
頁
）

と
語
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
没
後
の
六
条
院
は
明
石
中
宮
の
里
邸
と
な

り
、
東
宮
や
匂
宮
ら
の
生
育
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
。

明
石
一
族
の
血
統
と
関
わ
る
人
々
が
長
期
的
に
権
力
の
中
枢
を
占
め

よ
う
こ
と
に
照
ら
す
に
、
六
条
院
は
、
結
果
的
に
、
明
石
一
族
の
繁

栄
を
支
え
る
べ
く
造
ら
れ
た
よ
う
な
邸
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の

用
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
六
条
院
自
体
が
、
源
氏
か
ら
明
石
御

方
に
必
然
的
に
引
き
継
が
れ
る
、
言
わ
ば
、「
押
し
付
け
」
ら
れ
た

も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
だ
。
要
す
る
に
、
源
氏
は
自
身
の
一
族
の

先
の
繁
栄
の
礎
を
作
っ
た
明
石
御
方
を
、「
異
界
性
」
を
伴
う
女
君

と
し
て
、
源
氏
の
栄
華
の
象
徴
で
あ
る
六
条
院
に
据
え
て
お
き
た

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
直
前
に
引
用
し
た
竜
宮
浄
土
信
仰
と
関
わ
っ
て
海
幸
山

幸
説
話
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
明
石
一
族
に
つ
い
て
は
、
源
氏
の

明
石
・
須
磨
へ
の
流
離
か
ら
明
石
御
方
が
姫
君
と
離
別
す
る
ま
で
の

物
語
に
海
幸
山
幸
説
話
の
話
型
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
し

ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
25
）。
こ
の
説
話
と
『
源
氏
物
語
』
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
多
く
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

光
源
氏
流
謫
の
物
語
と
記
紀
の
伝
え
る
海
幸
山
幸
説
話
の
対
応

関
係
に
、
朱
雀
院
は
海
幸
、
光
源
氏
は
山
幸
、
朧
月
夜
は
釣
鉤
、

明
石
は
可
怜
小
汀
、明
石
入
道
は
海
神
、明
石
君
は
豊
玉
姫
。（
中

略
）
海
幸
山
幸
説
話
は
ま
た
異
類
の
も
の
と
の
特
殊
婚
譚
で
、

（
中
略
）
離
婚
と
母
子
別
離
が
定
型
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
明

石
君
が
洛
外
大
堰
に
忍
び
所
と
し
て
と
ど
ま
り
、
所
生
の
愛
児

と
離
別
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
本
物
語
の
構
想
も
ま
た
、
海
幸

山
幸
説
話
の
原
型
準
拠
の
必
然
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。（
注
26
）

　

さ
ら
に
先
行
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
明
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石
御
方
と
豊
玉
姫
と
の
重
な
り
に
つ
い
て
、「
明
石
の
君
は
ト
ヨ
タ

マ
ビ
メ
に
比
定
さ
れ
る
が
、
最
大
の
相
違
点
と
し
て
は
、
ト
ヨ
タ
マ

ビ
メ
の
よ
う
に
海
に
帰
る
こ
と
は
な
く
、
六
条
院
で
暮
ら
し
続
け
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。」（
注
27
）
と
さ
れ
て
い
る
。
明
石
御
方
は
、
本

来
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
所
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ

に
帰
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
だ
と
す
る
と
、
当
然
そ
の
こ
と

で
六
条
院
に
も
何
ら
か
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
今
ま

で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
相
違
点
が
、
実
は
後
々
の
物
語
世

界
に
影
響
を
及
ぼ
す
火
種
に
な
り
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
次
節

に
て
考
証
し
よ
う
。

　
　
　

四　

六
条
院
崩
壊
の
火
種
と
し
て
の
「
冬
の
町
」

　

明
石
御
方
が
冬
の
町
の
女
主
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
先
行
研

究
に
お
い
て
は
、薄
雲
巻
の
姫
君
と
の
別
離
の
直
前
に
明
石
御
方
が
、

我
が
身
を
嘆
き
な
が
ら
ち
ら
つ
く
雪
や
霰
を
眺
め
て
い
た
こ
と
、
ま

た
、

　

・ 

末
遠
き
二
葉
の
松
に
ひ
き
わ
か
れ
い
つ
か
木
高
き
か
げ
を
見
る

べ
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
（
薄
雲
、
四
三
四
頁
）

　

・
年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に
け
ふ
鶯
の
初
音
き
か
せ
よ

（
初
音
、
一
四
六
頁
）

こ
れ
ら
二
首
を
明
石
御
方
が
詠
ん
だ
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
伊
藤
禎

子
氏
・
正
道
寺
康
子
氏
・
八
島
由
香
氏
に
よ
っ
て
、「
冬
の
町
の
代

表
的
な
景
物
で
あ
る
「
雪
」
や
「
松
」
は
、
も
と
も
と
明
石
の
御
方

と
姫
君
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
」（
注
28
）
と
解
説
さ
れ
る
。「
冬

の
町
の
代
表
的
な
景
物
」
と
の
結
び
付
き
か
ら
明
石
御
方
が
冬
の
町

に
相
応
し
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
雪
に
つ
い
て
は
、
明
石
御
方
自
身

と
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
前
節
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
別

離
の
辛
さ
の
心
象
風
景
と
結
び
付
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

松
は
、
確
か
に
明
石
母
子
に
関
わ
る
景
物
で
は
あ
る
が
、
歌
を
よ
く

見
て
み
る
と
、
松
は
明
石
姫
君
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
石
御
方
自
身
と
結
び
付
い
た
景
物
で
は

な
い
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
秋
山
虔
氏
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
る
（
注
29
）。

　
　

 

明
石
の
君
に
「
冬
の
御
方
」（
梅
枝
）
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
彼
女
が
こ
の
冬
の
町
の
人
だ
か
ら
と
い
う
以

上
に
、
こ
の
呼
称
そ
の
も
の
が
そ
の
人
生
を
象
徴
す
る
よ
う
で

あ
る
。（
中
略
）
幸
運
と
ひ
き
か
え
に
、
自
分
に
強
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
女
と
し
て
母
と
し
て
の
自
然
な
感
情

を
封
印
す
る
不
断
の
努
力
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
わ
が
娘
を
后
が

ね
と
し
て
育
成
し
よ
う
と
す
る
源
氏
の
要
請
に
従
っ
て
手
放
す

ほ
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
母
子
生
別
の
悲
愁
の
語
ら
れ
る
「
薄

雲
」
巻
、
こ
こ
に
身
も
心
も
凍
る
山
の
雪
景
色
が
か
た
ど
ら
れ

た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
か
き
く
ら
し
降
り
つ
む
雪
の
朝
、
汀
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の
氷
に
見
入
る
彼
女
の
感
情
は
一
色
の
白
銀
の
世
界
の
な
か
で

凍
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

娘
の
た
め
に
耐
え
忍
ぶ
明
石
御
方
自
身
の
性
格
、
薄
雲
巻
の
母
子
別

離
の
場
面
か
ら
、
明
石
御
方
は
冬
の
町
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
母
子
別
離
が
語
ら
れ
る
薄
雲
巻
に
は
「
冬

に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
」
と
あ
り
、
明
石
御
方
に
と
っ
て
印
象
的
な
場

面
が
冬
の
季
節
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
か
ろ
う
し
、
彼
女
の
寂

寥
た
る
心
象
が
冬
の
風
景
を
想
起
さ
せ
よ
う
こ
と
に
も
頷
け
る
。
し

か
し
、
前
者
に
つ
い
て
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
冬
の
別
離
が
描
か
れ

る
の
は
明
石
御
方
ば
か
り
で
は
な
い
し
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
、
裏

を
返
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
具
体
性
を
欠
い
た
心
象
風
景
の
み
で
し
か

明
石
御
方
と
冬
の
結
び
付
き
を
想
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。

　

既
に
見
た
と
お
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
明
石
御
方
は
冬
と

の
関
わ
り
を
持
た
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
て
六
条
院
の
冬
の
町
は
彼
女

に
相
応
し
い
町
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、

六
条
院
入
り
す
る
紫
の
上
、
花
散
里
と
玉
鬘
、
秋
好
中
宮
は
、
そ
こ

へ
入
る
前
か
ら
当
該
の
季
節
と
多
く
関
わ
り
を
持
ち
、
そ
の
季
節
の

町
の
女
主
人
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
引
き
替
え
、
六
条
院
入
り
す

る
前
の
登
場
の
ほ
と
ん
ど
が
秋
の
季
節
で
あ
り
、
冬
に
は
一
度
し
か

登
場
し
な
い
明
石
御
方
を
、
冬
と
の
関
わ
り
を
持
つ
女
君
だ
と
断
ず

る
御
見
解
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

　

や
は
り
、
明
石
御
方
は
、
本
来
は
六
条
院
入
り
す
る
べ
き
人
物
で

は
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
海
幸
山
幸

説
話
の
話
型
同
様
に
、
明
石
御
方
が
元
々
い
た
場
所
に
帰
り
、
冬
の

町
が
主
人
不
在
で
あ
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
六
条
院
を
造
営
す
る
際
、

も
し
も
冬
に
相
応
し
い
女
君
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
冬
の

町
自
体
を
造
ら
な
い
選
択
肢
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
冬
の
町
を
造
ら
ず
に
一
町
欠
け
た
形
で
六
条
院
を

造
る
の
も
不
自
然
で
あ
る
し
、
ま
た
、
野
村
精
一
氏
が
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
、「
六
条
院
が
四
方
四
季
の
館
の
信
仰
」
と
も
結
び
付
い
て

い
る
（
注
30
）
な
ら
ば
、
や
は
り
、
六
条
院
は
、
最
初
か
ら
冬
が
存
在

す
る
邸
と
し
て
造
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、六
条
院
に
入
る
前
か
ら
冬
に
多
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
な
、

冬
の
町
に
相
応
し
い
女
君
は
六
条
院
造
営
に
近
い
時
期
に
は
他
に
見

ら
れ
な
い
。
明
石
御
方
が
い
な
い
状
態
で
六
条
院
を
四
方
四
季
の
町

と
し
て
造
営
し
て
も
、
冬
の
町
は
ど
の
女
君
に
も
割
り
当
て
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
と
す
る
と
、
後
に
登
場
す
る
で
あ
ろ

う
、
そ
れ
に
相
応
し
い
女
君
に
冬
の
町
を
割
り
当
て
れ
ば
良
い
は
ず

だ
。
そ
こ
で
、
後
に
登
場
し
、
六
条
院
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
女
君
、

女
三
の
宮
を
想
起
し
た
い
。
六
条
院
造
営
の
五
年
後
に
女
三
の
宮
が

六
条
院
に
降
嫁
す
る
際
、
春
の
町
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
春
の
町
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性

が
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
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女
三
の
宮
が
、
人
々
の
話
の
上
で
な
く
、
実
体
を
伴
っ
て
初
め
て

登
場
す
る
の
は
、
彼
女
の
裳
着
の
儀
の
場
面
で
あ
る
。

　
　

 
年
も
暮
れ
ぬ
。
朱
雀
院
に
は
、
御
心
地
な
ほ
お
こ
た
る
さ
ま
に

も
お
は
し
ま
さ
ね
ば
、
よ
ろ
づ
あ
わ
た
た
し
く
思
し
立
ち
て
、

御
裳
着
の
こ
と
思
し
い
そ
ぐ
さ
ま
、
来
し
方
行
く
先
あ
り
が
た

げ
な
る
ま
で
い
つ
く
し
く
の
の
し
る
。

（
若
菜
上
、
四
一
〜
四
二
頁
）

　
「
年
も
暮
れ
ぬ
」か
ら
、季
節
が
冬
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

こ
の
三
日
後
に
朱
雀
院
は
出
家
し
、
見
舞
い
に
来
た
源
氏
に
娘
で
あ

る
女
三
の
宮
の
後
見
を
再
度
依
頼
す
る
。
源
氏
は
そ
れ
を
受
諾
し
、

翌
朝
、
紫
の
上
に
女
三
の
宮
の
降
嫁
の
件
を
伝
え
る
。
そ
の
場
面
は

「
雪
う
ち
降
」
る
、
冬
を
意
識
し
た
叙
述
か
ら
始
ま
る
（
注
31
）。
女
三

の
宮
自
身
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、
そ
の
降
嫁
が
決
定
し
、
源
氏
が

紫
の
上
か
ら
許
し
を
得
た
の
も
初
登
場
と
同
じ
く
季
節
は
冬
。
女
三

の
宮
の
人
生
に
お
け
る
大
事
な
決
定
は
、
冬
に
集
中
し
て
行
わ
れ
て

い
る
。

　

ま
た
、
女
三
の
宮
が
降
嫁
し
た
後
、
源
氏
が
彼
女
の
元
へ
と
通
っ

た
夜
、
夢
に
紫
の
上
を
見
た
源
氏
が
急
ぎ
帰
る
場
面
が
あ
る
。
春
の

場
面
で
は
あ
る
も
の
の
、
背
景
で
「
雪
の
光
み
え
て
」
い
る
こ
と
が

描
か
れ
て
い
る
（
注
32
）。
本
来
な
ら
ば
そ
の
季
節
に
馴
染
ま
な
い
景

物
を
敢
え
て
描
写
す
る
こ
と
で
、「
雪
」
な
ど
そ
れ
ら
の
景
物
が
印

象
深
く
強
調
さ
れ
て
こ
よ
う
。
こ
の
春
の
場
面
に
雪
を
描
く
こ
と
で

女
三
の
宮
は
冬
の
象
徴
で
あ
る
雪
と
結
び
付
け
ら
れ
、
冬
と
の
結
び

付
き
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い

か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
石
御
方
を
除
く
他
の
女
君
達
と
同
様
に
、
女
三

の
宮
は
、
六
条
院
入
り
す
る
前
か
ら
冬
の
季
節
と
関
わ
り
を
持
ち
、

冬
を
象
徴
す
る
雪
と
も
結
び
付
い
て
い
た
。
女
三
の
宮
は
、
春
で
は

な
く
、
む
し
ろ
冬
と
の
結
び
付
き
を
強
く
持
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
う

あ
っ
て
み
れ
ば
、源
氏
の
妻
と
し
て
六
条
院
入
り
す
る
立
場
や
身
分
、

冬
と
の
結
び
付
き
か
ら
見
て
も
、
冬
の
町
に
入
る
に
相
応
し
い
女
君

は
、
実
は
女
三
の
宮
そ
の
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
女
三
の
宮
が
他
の
町
に
い
る
女
君

の
代
わ
り
と
し
て
そ
こ
に
住
む
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
、
残
り
の

夏
の
町
と
秋
の
町
に
つ
い
て
も
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
夏
の
町
に

は
花
散
里
が
住
む
。源
氏
の
実
子
で
あ
る
夕
霧
の
母
代
わ
り
と
な
り
、

源
氏
は
自
身
の
元
で
世
話
を
し
よ
う
と
考
え
た
玉
鬘
の
後
見
も
彼
女

に
頼
む
の
だ
っ
た
。
花
散
里
は
、
源
氏
の
実
子
夕
霧
と
玉
鬘
の
養
母

で
あ
り
教
育
係
で
も
あ
る
。
源
氏
は
当
然
、
花
散
里
を
別
の
場
所
に

移
す
こ
と
は
し
に
く
い
だ
ろ
う
。
ま
た
源
氏
は
、
自
身
が
花
散
里
に

対
し
て
あ
ま
り
に
虫
の
よ
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て

も
い
る
（
注
33
）。
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
を
持
つ
源
氏
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
花
散
里
か
ら
夏
の
町
を
奪
い
、
代
わ
り
に
女
三
の
宮
を
住
ま
わ

せ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
夏
の
町
に
住
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ん
で
い
た
玉
鬘
に
つ
い
て
は
、
源
氏
が
、
花
散
里
と
で
あ
れ
ば
「
あ

ひ
住
み
」
を
す
る
に
し
て
も
「
忍
び
や
か
に
心
よ
く
も
の
し
た
ま
ふ

御
方
」
で
あ
る
た
め
、「
う
ち
語
ら
ひ
て
」
く
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え

て
い
た
。
夕
霧
の
時
と
同
様
に
、
玉
鬘
の
世
話
を
す
る
の
も
花
散
里

が
相
応
し
い
と
感
じ
た
源
氏
は
、
彼
女
に
後
見
を
依
頼
し
た
の
だ
。

玉
鬘
の
後
見
と
し
て
花
散
里
に
目
を
付
け
た
の
だ
か
ら
、
花
散
里
が

夏
の
町
に
い
る
限
り
玉
鬘
が
夏
の
町
か
ら
出
て
行
く
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
後
に
玉
鬘
は
鬚
黒
と
結
婚
し
、
六
条
院
を
出
る
こ
と
と
な
る

が
、
玉
鬘
が
夏
の
町
か
ら
出
て
行
っ
た
と
し
て
も
花
散
里
は
そ
こ
に

住
み
続
け
る
の
だ
か
ら
、
他
の
女
君
が
夏
の
町
に
住
ま
う
こ
と
は
、

ど
ち
ら
に
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
。

　

次
に
、「
未
申
の
町
は
、
中
宮
の
御
旧
宮
な
れ
ば
、
や
が
て
お
は

し
ま
す
べ
し
」（
少
女
、
七
八
頁
）
と
本
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
秋

の
町
は
秋
好
中
宮
に
割
り
当
て
ら
れ
た
。
六
条
院
の
秋
の
町
が
あ
っ

た
場
所
に
は
彼
女
の
亡
き
母
で
あ
る
六
条
御
息
所
の
邸
が
あ
り
、
娘

で
あ
る
秋
好
中
宮
が
こ
れ
を
伝
領
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の

場
所
を
中
宮
の
里
邸
と
し
て
使
用
し
て
い
る
今
、
秋
の
町
か
ら
秋
好

中
宮
を
追
い
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
花
散
里
と
玉
鬘
に
も
秋
好
中
宮
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
町
に
住
む
べ
き
季
節
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
立
場
上
か

ら
も
自
分
の
町
を
追
わ
れ
て
も
最
も
支
障
が
な
い
の
は
、
や
は
り
、

明
石
御
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
明
石
御
方
が
冬
の
町
に
入

ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
女
三
の
宮
が
冬
の
町
に
入
る
こ
と
が
、
最
も

自
然
な
六
条
院
の
あ
り
方
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
明
石
御
方

が
冬
の
町
か
ら
出
る
こ
と
が
一
番
、
物
語
の
進
行
に
影
響
が
な
か
っ

た
は
ず
な
の
だ
。

　

玉
上
琢
彌
氏
は
、
紫
の
上
を
東
の
対
に
移
し
、
正
室
扱
い
で
あ
っ

た
紫
の
上
を
側
室
の
地
位
に
下
げ
て
、
皇
女
を
正
室
と
し
て
六
条

院
に
迎
え
入
れ
る
準
備
を
始
め
た
後
、
秩
序
が
保
た
れ
て
い
た
六

条
院
は
一
転
し
て
崩
壊
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
、
と
さ
れ

た
（
注
34
）。
ま
た
、
森
一
郎
氏
が
「
女
三
の
宮
降
嫁
の
事
件
は
第
一

部
と
は
打
っ
て
か
わ
っ
た
第
二
部
の
暗
い
世
界
を
導
く
大
き
な
失
敗

の
事
件
で
、
こ
の
事
件
の
た
め
に
紫
の
上
の
病
気
、
宮
の
不
祥
事
、

宮
の
出
家
、
柏
木
の
死
、
紫
の
上
の
死
と
不
幸
が
相
次
い
で
起
こ
る

こ
と
に
な
っ
た
」（
注
35
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
三
の
宮

の
降
嫁
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
六
条
院
の
秩
序
が
崩
壊
し
た
こ
と

は
疑
い
な
い
。
そ
こ
で
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
よ
っ
て
六
条
院
の
秩

序
が
崩
壊
し
た
と
す
る
時
に
重
要
な
出
来
事
と
な
る
①
柏
木
と
女
三

の
宮
と
の
密
通
、
②
気
苦
労
に
よ
る
紫
の
上
の
重
病
、
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
き
た
い
。

①　

柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通

　

若
菜
上
巻
の
六
条
院
に
お
け
る
蹴
鞠
は
、
元
々
丑
寅
の
町
、
即
ち

夏
の
町
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、源
氏
の
招
き
に
よ
っ
て
場
所
を
変
え
、

春
の
町
の
東
面
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、
柏
木
が
偶
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然
女
三
の
宮
を
垣
間
見
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
柏
木
は

女
三
の
宮
へ
の
気
持
ち
を
募
ら
せ
、
密
通
し
て
し
ま
う
。
女
三
の
宮

の
住
む
町
が
六
条
院
の
春
の
町
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
柏
木
が
女
三

の
宮
を
偶
然
垣
間
見
る
こ
と
も
、
密
通
が
起
こ
る
こ
と
も
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

②　

気
苦
労
に
よ
る
紫
の
上
の
重
病

　

清
水
婦
久
子
氏
は
紫
の
上
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら

れ
る
（
注
36
）。

　
　

 

紫
の
上
は
、「
胡
蝶
」「
常
夏
」「
真
木
柱
」
の
巻
で
「
春
の
上
」

と
呼
ば
れ
、
春
の
町
に
お
け
る
、
春
の
物
語
の
主
人
公
で
あ
っ

た
。（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、「
梅
枝
」
の
巻
に
な
る
と
、
彼
女
は

「
対
の
上
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。こ
の
呼
称
は
、

彼
女
の
居
場
所
に
よ
る
。

　
「
対
の
上
」
の
呼
称
は
、
彼
女
が
東
の
対
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
清
水
氏
は
、
春
の
町
の
主
人
公
で
あ
っ
た
紫

の
上
の
寝
殿
か
ら
の
移
動
に
つ
い
て
、「
紫
の
上
が
正
妻
と
し
て
寝

殿
に
構
え
て
い
る
こ
と
が
不
都
合
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
作
者

は
紫
の
上
以
外
の
、
寝
殿
に
住
む
べ
き
人
を
構
想
し
て
い
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
」
と
の
玉
上
氏
の
御
見
解
（
注
37
）
を
引
用
し
た
上
で
、

　
　

 

紫
の
上
が
寝
殿
に
住
ん
で
い
た
頃
（「
初
音
」
〜
「
野
分
」
の
巻
）

の
春
の
町
の
物
語
は
、紫
の
上
を
主
役
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
梅
枝
」
の
巻
で
は
、
東
の
対
に
居
る
紫
の
上
は
ほ
と
ん
ど
登

場
せ
ず
、
明
石
姫
君
入
内
の
準
備
を
す
る
光
源
氏
が
中
心
に
描

か
れ
た
。
姫
君
入
内
後
、
寝
殿
に
入
っ
た
女
三
宮
は
、
そ
の
後
、

六
条
院
春
の
町
の
物
語
の
主
人
公
と
な
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「
春
の
上
」「
北
の
方
」
と
呼
ば
れ
、
春
の
町

の
女
主
人
と
し
て
、
か
つ
六
条
院
の
正
妻
格
と
し
て
あ
っ
た
紫
の
上

は
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
よ
り
そ
の
座
を
奪
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

居
場
所
を
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
も
女
三
の
宮
か
ら
そ

の
地
位
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
も
し
そ
れ
ら
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

紫
の
上
の
気
苦
労
も
少
し
は
緩
和
さ
れ
、
重
病
を
得
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
確
か
に
女
三
の
宮
が
降
嫁
し
た
こ
と
も
問
題
な
の

だ
が
、
そ
れ
以
前
に
、
六
条
院
の
春
の
町
が
女
三
の
宮
の
居
場
所
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
六

条
院
秩
序
の
崩
壊
の
、
そ
も
そ
も
の
契
機
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の
原
因
は
、
本
来
は
元
々
の
居
場

所
に
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
明
石
御
方
が
、
六
条
院
の
冬
の

町
に
居
続
け
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
な
い
か
。
明
石
御
方
が
六
条
院

に
迎
え
入
れ
ら
れ
ず
、
女
三
の
宮
が
冬
の
町
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て

い
れ
ば
、
六
条
院
内
の
秩
序
は
保
っ
た
ま
ま
で
い
ら
れ
た
は
ず
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
源
氏
の
元
を
去
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
明
石
御
方
が
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
で
、
彼
女
の
住
む
冬

の
町
を
火
種
と
し
て
源
氏
の
栄
華
の
象
徴
で
あ
る
六
条
院
秩
序
は
崩
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壊
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
六
条
院
秩
序
の
崩
壊
は
、
明
石

御
方
を
「
異
界
性
」
の
女
君
と
し
て
六
条
院
繁
栄
の
象
徴
と
し
続
け

た
源
氏
の
、
繰
り
返
さ
れ
る
「
押
し
付
け
」
を
端
緒
と
し
て
お
り
、

ま
た
、
明
石
御
方
が
冬
の
町
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と

に
あ
る
の
だ
。
六
条
院
崩
壊
の
要
因
と
な
る
の
は
、
女
三
の
宮
で
は

な
い
。
そ
の
秩
序
崩
壊
の
本
当
の
原
因
と
な
っ
た
女
君
は
、
実
は
明

石
御
方
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

明
石
御
方
は
「
琵
琶
」
を
始
め
と
し
て
、天
界
と
結
び
付
い
た
「
異

界
性
」
を
伴
う
女
君
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
異
界
性
」
は
、
源
氏
の
栄

華
を
支
え
る
一
つ
の
力
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
明
石
御
方
の

演
奏
す
る
「
琵
琶
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
そ
の
性
格
は
演
奏
者

で
あ
る
御
方
と
同
様
に
、
天
界
と
結
び
つ
い
た
「
異
界
性
」
を
担
う

も
の
で
あ
っ
た
。
竹
内
正
彦
氏
が
「
光
源
氏
は
明
石
君
の
〈
け
は
ひ
〉

の
背
後
に
そ
う
し
た
神
の
存
在
を
か
ぎ
わ
け
た
」（
注
38
）
と
指
摘
さ

れ
る
が
、源
氏
は
明
石
御
方
に
「
異
界
性
」
を
見
出
し
、自
分
に
と
っ

て
プ
ラ
ス
の
効
果
を
期
待
し
つ
つ
、
彼
女
を
自
身
の
栄
華
の
象
徴
で

あ
る
六
条
院
に
据
え
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
海
幸
山
幸
説

話
の
話
型
に
則
っ
て
進
行
し
て
い
た
物
語
の
流
れ
に
背
く
禁
忌
で
も

あ
っ
た
。

　

本
来
、
源
氏
の
明
石
・
須
磨
へ
の
流
離
〜
明
石
御
方
と
姫
君
の
離

別
の
物
語
は
「
海
幸
山
幸
説
話
の
話
型
」
と
対
応
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
豊
玉
姫
に
重
ね
ら
れ
た
明
石
御
方
が
元
の
居
場
所
へ
帰
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
六
条
院
の
繁
栄
と
安
定
は
果
た
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の

だ
。
源
氏
は
そ
の
流
れ
を
無
視
し
て
彼
女
に
六
条
院
と
い
う
居
場
所

を
与
え
、
本
来
い
る
べ
き
場
所
に
帰
ら
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
つ

ま
り
、
源
氏
が
明
石
御
方
に
「
異
界
性
」
と
い
う
役
割
を
押
し
付
け

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
六
条
院
秩
序
の
崩
壊
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
要
因
と
な
る
女
君
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
明
石
御
方
そ
の
人
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

注1　

 　

引
用
の
源
氏
物
語
本
文
及
び
頁
数
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

に
拠
る
。
底
本
は
大
島
本
（
但
し
、
桐
壺
・
帚
木
・
花
宴
は
伝
明
融
筆

臨
模
本
、
花
散
里
・
野
分
・
柏
木
・
早
蕨
は
伝
定
家
筆
本
、
初
音
・
夢

浮
橋
は
池
田
本
、
若
菜
上
・
下
・
橋
姫
・
浮
舟
は
明
融
本
）
で
あ
る
。

2　

 　

マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
描
か
れ
る
琵
琶
を
演
奏
す
る
女
性
に

つ
い
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』の『
う
つ
ほ
物
語
』の
頭
注
に
は
、

「
琵
琶
の
弾
奏
の
姿
は
、
下
に
置
い
て
前
傾
姿
勢
で
演
奏
す
る
箏
や
和

琴
に
比
べ
る
と
、
上
半
身
が
よ
り
直
立
に
近
く
な
り
、
女
性
の
す
わ
っ

た
姿
と
し
て
は
異
様
で
あ
る
」
と
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。

3　

 　

引
用
の
う
つ
ほ
物
語
及
び
頁
数
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に

拠
る
。
底
本
は
尊
経
閣
文
庫
蔵
四
家
各
筆
本
で
あ
る
。
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4　
 　

例
え
ば
、「
琴
の
琴
（
七
弦
琴
）」
と
「
箏
の
琴
」
に
つ
い
て
は
、

岩
坪
健
氏
が
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
弦
楽
器
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー 

―
男

性
性
の
楽
器
と
女
性
性
の
楽
器
―
」（『
社
会
科
学
43
』 

同
志
社
大
学  

2
0
1
4
.
2
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

・ 
七
弦
琴
は
、中
国
で
は
君
子
が
嗜
む
も
の
と
し
て
尊
ば
れ
、（
中
略
）

貴
人
に
ふ
さ
わ
し
い
名
器
で
あ
る
の
で
、
弾
き
手
は
皇
統
の
人
々

に
限
ら
れ
、（
中
略
）
諸
楽
器
の
中
で
も
最
上
位
に
位
置
付
け
ら

れ
た
。

　
　
　

・ 

箏
は
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
来
し
た
が
、
王
朝
人
は
女
性
向
き

の
楽
器
と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）「
こ
れ
は
、
女
の

な
つ
か
し
き
さ
ま
に
て
、
し
ど
け
な
う
弾
き
た
る
こ
そ
、
を
か
し

け
れ
」
と
お
ほ
か
た
に
の
た
ま
ふ
を
（
明
石
、
二
四
一
頁
）
と
源

氏
が
述
べ
た
よ
う
に
、
箏
は
女
性
が
気
楽
に
弾
く
に
相
応
し
い
楽

器
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

5　
　

岩
坪
健
氏　

注
4
の
御
論
文
に
同
じ
。

6　

 　
「
な
に
が
し
の
皇
子
」
が
天
人
か
ら
琵
琶
の
秘
曲
を
伝
授
し
た
と
い

う
説
話
を
匂
宮
が
語
っ
て
い
る
条
に
関
し
て
、
森
野
正
弘
氏
は
「
明

石
入
道
と
琵
琶
法
師
」（『
源
氏
物
語
の
音
楽
と
時
間
』
新
典
社　

2
0
1
4
）
で
「
こ
れ
に
類
す
る
説
話
が
、
徐
々
に
そ
の
人
物
を
変

奏
し
な
が
ら
他
の
文
献
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
。『
河
海
抄
』
で
は
、
西
宮
左
大
臣
（
源
高
明
）
が
霊
と
い
う
異
界

の
も
の
か
ら
「
琵
琶
」
の
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
類
す
る
説
話
は
『
吉
野
吉
水
院
楽
書
』『
古
事
談
』『
十
訓

抄
』『
江
談
抄
』
等
に
も
登
場
し
て
い
る
と
い
う
。
源
高
明
（
九
一
四

〜
九
八
三
）
は
源
氏
物
語
成
立
以
前
に
生
き
た
人
物
で
あ
り
、
こ
の
説

話
が
多
く
の
文
献
に
も
登
場
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、「
琵
琶
」

と
異
界
と
の
繋
が
り
は
当
時
、
多
く
の
人
に
周
知
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

7　
　
　

 

近
き
几
帳
の
紐
に
、
箏
の
琴
の
ひ
き
鳴
ら
さ
れ
た
る
も
、
け
は
ひ

し
ど
け
な
く
、
う
ち
と
け
な
が
ら
搔
き
ま
さ
ぐ
り
け
る
ほ
ど
見
え

て
を
か
し
け
れ
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
石
、
二
五
七
頁
）

8　

 　

柳
井
滋
氏
は
「
宿
世
と
霊
験
」（『
柳
井
滋
の
源
氏
学　

平
安
文
学
の

思
想
』
武
蔵
野
書
院　

2
0
1
9
）
に
お
い
て
、「
さ
ま
こ
と
な
る
物
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　

 　
　

 

源
氏
の
夢
に
現
れ
た
の
も
、
入
道
の
夢
に
現
れ
た
も
の
と
同
じ
住

吉
の
神
な
い
し
使
者
（
阿
部
『
物
語
史
の
研
究
』
昭
42
）、
あ
る

い
は
使
者
の
塩
土
の
老
翁
（
石
川
徹
「
光
源
氏
須
磨
流
謫
の
構
想

の
源
泉
に
つ
い
て
―
日
本
紀
の
御
局
新
考
」『
国
語
国
文
学
報
』

昭
35
．
11
）
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

9　

 　

明
石
御
方
の
「
身
の
ほ
ど
」
意
識
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
禎
子
氏
・
正

道
寺
康
子
氏
・
八
島
由
香
氏
「
人
物
フ
ァ
イ
ル
―
明
石
の
君
」（『
人

物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
十
二
巻 

明
石
の
君
』　

勉
誠
出
版　

2
0
0
6
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。

10　

 　

明
石
の
御
方
の
性
格
に
つ
い
て
、
秋
山
虔
氏
「
明
石
の
君
」 （『
源
氏

物
語
の
女
性
た
ち
』
小
学
館　

1
9
8
7
）
で
は
「
思
え
ば
文
字
ど
お

り
忍
従
と
卑
下
の
一
語
に
尽
き
る
長
い
年
月
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
東

宮
の
も
と
に
入
内
し
た
姫
君
は
、
や
が
て
懐
妊
し
、
若
君
が
誕
生
し
た

が
、
そ
う
し
た
際
に
も
、
明
石
の
君
は
け
っ
し
て
驕
り
高
ぶ
る
こ
と
な

く
、
女
房
並
み
に
へ
り
く
だ
っ
た
立
ち
居
ふ
る
ま
い
に
終
始
し
た
。」

と
さ
れ
て
い
る
。
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11　
 　

伊
藤
禎
子
氏
・
正
道
寺
康
子
氏
・
八
島
由
香
氏　

注
9
の
御
解
説
に

同
じ
。

12　

 　

吉
海
直
人
氏
は
「『
上
衆
め
く
』」
と
明
石
の
君
（「『
源
氏
物
語
』
の

特
殊
表
現
」
新
典
社　

2
0
1
7
）
に
お
い
て
、
桐
壺
更
衣
と
明
石
の

君
の
関
係
を
「
こ
の
二
人
は
血
縁
関
係
に
あ
り
、
ま
た
総
体
的
に
身
分

が
や
や
低
い
と
い
う
共
通
性
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
二
人
が
少
な
い
な

が
ら
全
用
例
を
分
け
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
桐

壺
更
衣
の
立
場
を
明
石
の
君
が
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
） 

。

二
人
は
相
似
形
で
あ
り
、
紫
の
ゆ
か
り
と
は
別
の
も
う
一
つ
の
ゆ
か
り

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。」
と
考
察
さ
れ
る
。

13　

 　

武
原
弘
氏「
明
石
の
君
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
第
一
部
を
中
心
に
―
」

（『
日
本
文
学
研
究
19
』
1
9
8
3
．
11
）

14　
　

柳
井
滋
氏　

注
8
の
御
論
文
に
同
じ
。

15　

 　

森
田
直
美
氏「
夕
顔
・
明
石
君
・
浮
舟
の
象
徴
色『
白
』に
関
す
る
試
論
」

（『
平
安
文
学
に
お
け
る
色
彩
表
現
の
研
究
』
風
間
書
房　

2
0
1
1
） 

16　
　

森
田
直
美
氏　

注
15
の
御
論
文
に
同
じ
。

17　
　

岩
坪
健
氏　

注
4
の
御
論
文
に
同
じ
。

18　

 　

玉
上
琢
彌
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
四
巻　

角
川
書
店　

1
9
6
5

19　

 　

清
水
婦
久
子
氏
「
源
氏
物
語
『
六
条
院
』
の
変
容
」

　
　
（『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
和
泉
書
院　

1
9
9
7
）

20　

 　
　

山
が
つ
の
垣
ほ
荒
る
と
も
折
々
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
撫
子
の
露

　
　
（
帚
木
、
八
二
頁
）

21　

 　
　

 

冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、桂
の
住
ま
ひ
い
と
ど
心
細
さ
ま
さ
り
て
、

（
中
略
）
う
ち
泣
き
つ
つ
過
ぐ
す
ほ
ど
に
、
十
二
月
に
も
な
り
ぬ
。

雪
、
霰
が
ち
に
心
細
さ
ま
さ
り
て
、
あ
や
し
く
さ
ま
ざ
ま
に
も
の

思
ふ
べ
か
り
け
る
身
か
な
、
と
う
ち
嘆
き
て
、
常
よ
り
も
こ
の
君

を
撫
で
つ
く
ろ
ひ
つ
つ
ゐ
た
り
。雪
か
き
く
ら
し
降
り
つ
も
る
朝
、

来
し
方
行
く
末
の
こ
と
、
残
ら
ず
思
ひ
つ
づ
け
て

（
薄
雲
、
四
二
六
〜
四
三
一
頁
）

22　

 　

鈴
木
加
緒
里
氏
「
明
石
の
君
の
存
在
意
義 

―
『
源
氏
物
語
』
の
主

題
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」（『
埼
玉
大
学
国
語
教
育
論
叢
』
13　

埼
玉
大

学
国
語
教
育
学
会　

2
0
1
0
）

23　

 　

冬
の
別
離
と
関
わ
っ
て
描
か
れ
る
人
物
の
記
述
に
つ
い
て
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

　
　

 

桐
壺
帝
の
逝
去
（
賢
木
、
九
七
頁
）、
藤
壺
の
出
家
（
賢
木
、
一
三
〇

〜
一
三
一
頁
）、
朱
雀
院
の
出
家
（
若
菜
上
、
四
四
頁
）

24　

 　

三
谷
栄
一
氏
「
源
氏
物
語
と
そ
の
基
盤
」（『
物
語
史
の
研
究
』
有
精

堂 

1
9
6
7
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。

　
　
　

 　

 

寝
殿
を
中
心
に
四
方
に
各
池
が
あ
り
、
水
に
映
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の

眺
望
が
趣
を
異
に
し
た
美
景
で
あ
っ
て
、
ま
る
で
四
季
の
眺
を
同

時
に
賞
で
る
と
い
う
竜
宮
城
と
同
様
だ
と
い
う
意
で
、
源
氏
物
語

の
四
方
四
季
の
表
現
も
、
全
く
こ
の
意
味
に
お
い
て
解
す
べ
き
で

あ
っ
た
。

25　

 『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
に
描
か
れ
る
海
幸
山
幸
説
話
の
あ
ら
す
じ

は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、引
用
の
『
日
本
書
紀
』
及
び
頁
数
は
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。

　
　
　
　

 
兄
（
海
幸
）
と
弟
（
山
幸
）
と
が
釣
針
と
弓
矢
を
交
換
し
、
弟
は

兄
の
釣
針
を
失
う
。
返
却
を
迫
ら
れ
て
困
惑
し
て
い
る
時
に
塩
土

老
翁
に
会
い
、
海
宮
に
案
内
さ
れ
て
そ
の
釣
針
を
取
り
戻
す
。
尊

（
山
幸
）
が
本
土
に
帰
る
に
際
し
、
海
神
か
ら
満
珠
・
干
珠
の
二
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玉
を
も
ら
い
、
姫
の
妊
娠
を
告
げ
ら
れ
、
産
屋
を
作
っ
て
待
つ
。

本
国
に
帰
っ
た
尊
（
山
幸
）
が
兄
を
服
従
さ
せ
、兄
は
俳
優
と
な
っ

て
仕
え
る
。
姫
は
海
辺
で
出
産
す
る
が
禁
を
破
っ
て
夫
が
の
ぞ
き

見
し
た
の
を
怒
り
、
海
中
に
去
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
（『
日
本
書
紀
』
神
代
上
、
一
五
五
〜
一
六
二
頁　

一
部
改
）

26　

 　

木
船
重
昭
氏
「
母
子
別
離
」（『
講
座　

源
氏
物
語
の
世
界
』
第
四
集

　

有
斐
閣 

1
9
8
0
．
11
）

27　

 　

伊
藤
禎
子
氏
・
正
道
寺
康
子
氏
・
八
島
由
香
氏
「
人
物
フ
ァ
イ
ル
―

明
石
の
君
」（『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
十
二
巻 

明
石
の
君
』　

勉
誠
出
版　

2
0
0
6
．
5
）

28　

 　

伊
藤
禎
子
氏
・
正
道
寺
康
子
氏
・
八
島
由
香
氏　

注
15
御
論
文
に
同

じ
。

29　

 　

秋
山
虔
氏
「
雪
景
色
」（『
源
氏
物
語
の
女
性
た
ち
』
小
学
館 

1
9
8
7
）

30　

 　

野
村
精
一
氏
「
六
条
院
の
四
季
の
町
」（『
講
座　

源
氏
物
語
の
世
界

　

第
五
集
』
有
斐
閣　

1
9
8
1
）
以
下
抜
粋
部
を
参
考
と
す
る
。

　
　
　
　

 

四
季
四
方
の
館
の
信
仰
は
、
物
語
作
品
で
は
、『
宇
津
保
物
語
』

と
『
栄
華
物
語
』
に
あ
ら
わ
れ
た
に
と
ど
ま
る
が
、
広
く
縁
起
物

や
歌
謡
ま
で
含
め
れ
ば
、
竜
宮
信
仰
と
結
び
付
い
て
、
中
・
近
世

期
に
は
多
様
に
存
在
し
た
と
い
う
。
い
ま
の
と
こ
ろ
『
宇
津
保
物

語
』
以
外
は
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
徴
証
た
り
え

な
い
が
、
蓋
然
性
は
指
摘
し
う
る
だ
ろ
う
。

31　
　
　

 

ま
た
の
日
、
雪
う
ち
降
り
、
空
の
け
し
き
も
も
の
あ
は
れ
に
、
過

ぎ
に
し
方
行
く
先
の
御
物
語
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
。

（
若
菜
上
、
五
一
頁
）

32　
　
　

 

妻
戸
押
し
開
け
て
出
で
た
ま
ふ
を
、
見
た
て
ま
つ
り
送
る
。
明
け

ぐ
れ
の
空
に
、
雪
の
光
み
え
て
お
ぼ
つ
か
な
し
。　

（
若
菜
上
、
六
八
九
頁
）

33　

 　

源
氏
の
花
散
里
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』
で
は
「
源
氏
は
花
散
里
を
愛
妾
と
し
て
見
向
き
も
し
な
い
で
、

子
供
の
世
話
を
の
み
依
頼
す
る
。
源
氏
の
言
葉
が
丁
寧
で
花
散
里
を
し

き
り
に
も
ち
あ
げ
る
の
は
、
そ
の
虫
の
よ
さ
に
気
が
さ
す
の
で
あ
ろ
う

か
。」（
玉
鬘
、
一
二
九
頁
）
と
の
頭
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。

34　

 　

玉
上
琢
彌
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻　

角
川
書
店　

1
9
6
6

以
下
抜
粋
部
を
参
考
と
す
る
。

　
　
　
　

 

源
氏
の
栄
華
を
表
わ
す
六
条
の
院
の
生
活
は
、
完
璧
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
紫
の
上
を
頂
点
に
置
い
て
、
六

条
の
院
の
秩
序
が
保
た
れ
た
が
、
紫
の
上
の
実
力
だ
け
に
よ
る
統

制
で
は
、
形
の
上
で
は
完
璧
と
は
言
え
な
い
。（
中
略
）
六
条
の

院
の
頂
点
に
立
ち
得
る
実
力
を
持
つ
紫
の
上
に
、
正
妻
の
地
位
が

与
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
源
氏
の
家
庭
生
活
は
完
璧
で
あ
る
と
言

え
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
そ
の
こ
と
を
計
算
に
入
れ
て
、
六
条
の

院
に
移
っ
て
か
ら
の
紫
の
上
を
頂
点
に
引
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、「
真
木
柱
」
の
巻
を
書
き
上
げ
た
後
に
、
作

者
は
皇
女
の
六
条
院
降
嫁
を
構
想
し
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
に
「
梅
枝
」
の
巻
に
、
紫
の
上
を
東
の
対
に
移
し
、
ふ
た

た
び
側
室
の
地
位
に
下
げ
て
、
皇
女
を
正
室
と
し
て
六
条
の
院
に

迎
え
入
れ
る
準
備
を
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

35　

 　

森
一
郎
氏
「
女
三
の
宮
事
件
の
主
題
性
に
つ
い
て
―
柏
木
と
の
事
件

に
関
す
る
一
考
察
―
」（『
源
氏
物
語
の
方
法
』
桜
楓
社　

1
9
6
9
）
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36　
　

清
水
婦
久
子
氏　

注
19
の
御
論
文
に
同
じ
。

37　
　

玉
上
琢
彌
氏　

注
18
に
同
じ
。

38　

 　

竹
内
正
彦
氏
「
明
石
君
の
〈
け
は
ひ
〉
―
『
伊
勢
の
御
息
所
に
い
と

よ
う
お
ぼ
え
た
り
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要
』

26　

群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要
委
員
会　

2
0
0
5
．
2
）

〈
謝
辞
〉

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
提
出
の
卒
業
論
文
が
も
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
当
時
と
同
じ
く
中
井
賢
一
先
生

の
ご
指
導
を
仰
ぎ
ま
し
た
。

　

卒
業
以
来
、
銀
行
の
業
務
に
勤
し
ん
で
お
り
ま
す
が
、
昨
春
、
中

井
ゼ
ミ
で
の
厳
し
く
も
楽
し
か
っ
た
日
々
を
思
い
出
し
、
か
つ
て
の

研
究
内
容
を
公
に
し
て
み
た
い
旨
を
先
生
に
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
と
こ
ろ
、
本
誌
へ
の
投
稿
を
勧
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以

降
、
何
度
も
読
み
合
わ
せ
を
し
て
下
さ
り
、
熊
本
県
立
大
学
ご
転
出

後
ま
で
も
、
細
や
か
に
ご
指
導
下
さ
っ
た
中
井
先
生
に
、
改
め
て
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
先
生
の
ご
転
出
は
、
大
学
に
と
っ
て
も
学

生
た
ち
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

お
教
え
い
た
だ
い
た
こ
と
が
様
々
に
思
い
出
さ
れ
、
悲
し
み
は
尽
き

ま
せ
ん
が
、
先
生
の
新
天
地
で
の
ご
活
躍
と
ご
健
康
を
心
よ
り
お
祈

り
し
、
謝
辞
と
致
し
ま
す
。




