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『
文
正
草
子
』
の
「
め
で
た
さ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
や

　
　
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
め
で
た
き
こ
と
を
聞
き
伝
へ
、
中
に
も
、
賎
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
き
者
の
、
こ
と
の
ほ
か
に
成
り
出
で
て
、
初
め
よ
り
終
り
ま
で
、
つ
ひ
に

　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ
た
ち
　
　
　
　
　
し
ほ
う
り

　
　
も
の
憂
き
こ
と
な
く
め
で
た
き
は
、
常
陸
の
国
の
塩
売
文
正
と
申
し
け
る

　
　
者
に
て
ぞ
侍
り
け
る
。
（
『
文
正
草
子
』
一
四
頁
）
．
、
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
ん
し
ょ
う
そ
う
し

　
御
伽
草
子
の
代
表
作
『
文
正
草
子
』
の
冒
頭
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
展
開
す
る

物
語
が
、
庶
民
の
代
表
的
立
身
出
世
諦
で
あ
り
、
古
今
の
「
め
で
た
き
こ
と
」

の
典
型
で
あ
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
作
品
世
界
は
「
め
で
た
さ
」

に
覆
わ
れ
る
。
そ
れ
に
即
応
し
て
、
女
子
の
嫁
入
り
品
や
町
家
の
正
月
の
読
み

始
め
に
多
用
さ
れ
る
な
ど
、
祝
儀
性
・
祝
言
性
を
特
色
と
し
て
普
及
し
た
ら
し

く
、
多
く
の
伝
本
を
残
し
て
い
る
（
、
）
。
ま
た
、
文
正
と
そ
の
家
族
の
生
涯
に

は
、
類
似
の
諸
作
品
と
比
較
し
て
苦
難
・
苦
行
が
著
し
く
少
な
く
「
も
の
憂
き

こ
と
な
く
め
で
た
き
」
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
こ
れ
も
「
め
で
た
さ
」
に
密

接
に
関
係
す
る
と
言
わ
れ
る
（
3
）
。

　
『
文
正
草
子
』
の
「
め
で
た
さ
」
は
、
ま
ず
、
常
陸
国
の
塩
売
り
文
太
（
文

正
）
が
無
一
文
か
ら
精
励
し
て
長
者
に
な
る
経
緯
に
示
さ
れ
る
。
巨
万
の
富
を

　
　
　
あ
け
く
れ

得
て
「
明
暮
、
栄
華
に
誇
り
慰
み
け
り
」
（
二
一
頁
）
と
い
う
境
遇
に
至
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
跡
を
継
ぐ
べ
き
子
供
が
い
な
い
と
い
う
欠
点
を
指
摘
さ

れ
、
「
め
で
た
さ
」
の
不
完
全
さ
が
露
呈
す
る
。
そ
こ
で
、
文
正
は
、
鹿
島
明

神
に
祈
願
し
、
そ
の
霊
験
に
よ
り
二
人
の
光
る
ば
か
り
に
美
し
い
娘
を
得
る
の

で
あ
る
。
文
正
は
男
子
で
な
い
こ
と
に
憤
る
が
、
娘
た
ち
の
美
し
さ
に
期
待
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
げ
　
　
　
は
ち
す

て
大
切
に
養
育
す
る
こ
と
に
な
る
（
姉
妹
は
蓮
華
・
蓮
と
命
名
さ
れ
た
）
。

　
こ
こ
ま
で
で
、
十
分
に
め
で
た
い
生
涯
で
あ
る
。
普
通
の
長
者
諄
で
あ
れ
ば
、

ま
も
な
く
こ
の
娘
た
ち
が
婿
を
取
っ
て
末
永
く
栄
え
た
と
い
う
結
末
を
迎
え
る

で
あ
ろ
う
。
御
伽
草
子
に
も
こ
の
段
階
で
終
わ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
『
一

寸
法
師
』
『
小
男
の
草
子
』
『
瓜
姫
物
語
』
『
物
く
さ
太
郎
』
『
猿
源
氏
草
子
』
『
鉢

か
づ
き
』
『
一
本
菊
』
『
も
ろ
か
ど
物
語
』
な
ど
の
著
名
な
諸
作
品
は
、
主
人

公
が
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
や
災
難
を
克
服
し
て
成
長
し
、
一
家
を
構
え
て
繁
栄

し
た
と
こ
ろ
で
終
結
し
て
い
る
。
『
宇
津
保
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
や
『
源
氏

物
語
』
第
一
部
な
ど
早
期
の
作
り
物
語
も
同
様
に
一
門
の
栄
華
を
も
っ
て
大
団

円
と
な
る
。
し
か
し
、
『
文
正
草
子
』
に
は
長
大
な
第
二
幕
が
用
意
さ
れ
て
い

た
。
『
文
正
草
子
』
は
一
応
の
栄
華
獲
得
の
後
に
本
当
の
物
語
が
展
開
す
る
特
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一
〇
頁

異
な
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
文
正
の
物
語
の
第
二
幕
は
一
種
の
求
婚
諌
と
見
ら
れ
る
。
成
長
し
た
娘
た
ち

の
圧
倒
的
な
美
し
さ
に
関
東
一
円
の
有
力
者
が
競
っ
て
求
婚
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
作
品
の
主
要
部
は
婿
選
び
に
占
め
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
栄
華
確
定
後
に
実
質
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
す
る
物
語
と
言

え
ば
『
竹
取
物
語
』
が
あ
る
。
竹
の
中
か
ら
三
寸
ば
か
り
の
小
さ
子
（
、
）
を
見

つ
け
て
養
育
し
た
竹
取
の
翁
が
長
者
に
な
る
の
は
冒
頭
近
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
お
き
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち

　
　
　
た
け
と
り
の
翁
、
竹
を
取
る
に
、
こ
の
子
（
か
ぐ
や
姫
）
を
見
つ
け
て
後

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
が
ね

　
　
に
竹
取
る
に
、
節
を
へ
だ
て
て
、
よ
ご
と
に
、
黄
金
あ
る
竹
を
見
つ
く
る

　
　
こ
と
か
さ
な
り
ぬ
。
か
く
て
、
翁
や
う
や
う
ゆ
た
か
に
な
り
ゆ
く
。

　
　
　
　
　
ち
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
つ
き

　
　
　
こ
の
児
、
や
し
な
ふ
ほ
ど
に
、
す
く
す
く
と
大
き
に
な
り
ま
さ
る
。
三
月

　
　
ば
か
り
に
な
る
ほ
ど
に
、
よ
き
ほ
ど
な
る
人
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
髪
あ
げ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
き
　
　
　
　
　
ち
や
う
　
う
ち

　
　
ど
と
か
く
し
て
髪
あ
げ
さ
せ
、
裳
着
す
。
帳
の
内
よ
り
も
い
だ
さ
ず
、
い

　
　
つ
き
や
し
な
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
　
　
こ
の
児
の
か
た
ち
の
顕
証
な
る
こ
と
世
に
な
く
、
屋
の
内
は
暗
き
所
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ち
　
あ

　
　
く
光
満
ち
た
り
。
翁
、
心
地
悪
し
く
苦
し
き
時
も
、
こ
の
子
を
見
れ
ば
苦

　
　
し
き
こ
と
も
や
み
ぬ
。
腹
立
た
し
き
こ
と
も
な
ぐ
さ
み
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
ほ
ひ
　
ま
う
　
　
も
の

　
　
　
翁
、
竹
を
取
る
こ
と
、
久
し
く
な
り
ぬ
。
勢
、
猛
の
者
（
勢
威
の
あ
る

　
　
富
豪
）
に
な
り
に
け
り
。
（
『
竹
取
物
語
』
一
八
・
一
九
頁
）
（
，
）

と
、
翁
が
黄
金
を
手
に
入
れ
て
長
者
（
勢
猛
の
者
）
に
な
り
、
さ
ら
に
「
苦
し

き
こ
と
」
も
「
腹
立
た
し
き
こ
と
」
も
な
く
な
り
、
精
神
面
で
も
満
た
さ
れ
て

い
た
様
が
、
き
わ
め
て
簡
潔
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
昔
話
な
ど
の
類
型
的

結
末
部
に
近
似
す
る
が
、
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
は
発
端
部
に

す
ぎ
な
い
。
『
文
正
草
子
』
と
同
様
に
、
夢
の
よ
う
な
幸
福
を
手
中
に
し
て
か

ら
改
め
て
真
の
物
語
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
異
常
出
生
諄
と
致
富
長
者
謂
で

形
成
さ
れ
る
多
く
の
物
語
が
こ
の
段
階
で
完
結
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
作

品
で
は
軌
を
一
に
し
て
そ
の
よ
う
な
結
末
が
本
格
的
な
物
語
世
界
の
端
緒
に
な

る
。
こ
の
共
通
性
は
、
他
の
初
期
物
語
や
御
伽
草
子
に
対
し
て
は
例
外
的
で
あ

る
と
断
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
作
品
の
結
末
は
正
反
対
に
な
る
。

『
竹
取
物
語
』
は
、
愛
娘
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
面
的
な
富
裕
が
そ

の
ま
ま
で
は
幸
福
と
結
び
つ
か
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
（
，
）
。
通
行
し
て
い
た

物
語
や
伝
承
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
に
も
な
る
斬
新
な
構
想
で
あ
る
。
一
方
、

『
文
正
草
子
』
で
は
、
通
例
の
長
者
と
し
て
の
幸
福
に
は
満
足
せ
ず
、
そ
れ
を

は
る
か
に
超
え
た
極
限
的
な
栄
華
が
顕
現
さ
れ
る
。
娘
を
失
う
こ
と
も
な
い
。

そ
こ
に
竹
取
の
翁
の
悲
惨
さ
は
な
い
。
翁
の
悲
劇
が
克
服
さ
れ
た
状
態
の
一
つ

が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
，
、
。
『
文
正
草
子
』
は
究
極

の
「
め
で
た
さ
」
と
幸
福
な
結
末
を
追
求
す
る
の
で
あ
る
。

二
　
『
文
正
草
子
』
の
幸
福
な
結
末

　
さ
て
、
文
正
の
二
人
の
娘
は
、
か
ぐ
や
姫
と
同
じ
よ
う
に
複
数
の
貴
顕
か
ら

求
婚
さ
れ
、
拒
否
し
続
け
る
。
ま
ず
、
関
東
八
ヶ
国
の
大
名
が
わ
れ
も
わ
れ
も

と
名
乗
り
を
上
げ
る
が
、
二
人
は
東
国
生
活
を
忌
避
し
、
都
へ
の
憧
憬
か
ら
意

に
従
わ
な
い
。
「
人
と
な
ら
ば
、
都
に
跡
を
と
ど
め
て
、
し
か
る
べ
き
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ょ
う
ご
　
　
　
き
セ
ロ
き

見
聞
き
た
ら
ば
、
世
に
あ
る
か
ひ
も
あ
ら
め
、
た
だ
女
御
、
后
の
位
を
望
み
給

ふ
」
（
三
二
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
（
8
）
。

　
次
に
求
婚
す
る
の
は
、
文
正
が
か
つ
て
仕
え
て
い
た
鹿
島
神
宮
の
大
宮
司
で

あ
る
。
こ
の
大
宮
司
は
極
限
的
な
「
長
者
」
と
し
て
登
場
す
る
．
，
）
。
そ
の
大

宮
司
が
自
分
の
「
第
一
の
宝
」
で
あ
る
息
子
を
文
正
の
婿
に
す
る
よ
う
申
し
入

れ
る
が
、
娘
た
ち
は
激
し
く
拒
絶
し
て
し
ま
う
。
そ
の
次
に
は
、
都
か
ら
来
た

国
司
が
求
婚
す
る
が
、
や
は
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
最
後
に
娘
た
ち
に
恋
情

を
抱
く
の
は
、
国
司
か
ら
彼
女
た
ち
の
噂
を
聞
か
さ
れ
た
関
白
家
の
十
八
歳
の

若
君
、
二
位
の
中
将
で
あ
っ
た
。
彼
は
恋
慕
す
る
あ
ま
り
に
商
人
に
扮
し
て
都

か
ら
下
っ
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
は
中
将
に
叙
述
の
中
心
が
移
っ
て
、
「
貴
種
流

離
諦
」
様
の
恋
物
語
が
展
開
し
、
最
終
的
に
中
将
は
文
正
の
姉
娘
（
蓮
華
）
と
結

ば
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
「
文
正
が
果
報
、
ま
こ
と
に
い
ふ
も
お
ろ
か
な
り
」
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幸福な結末一福田

（
八
○
頁
）
、
「
み
な
み
な
う
ら
や
み
め
で
た
が
り
あ
へ
り
」
（
八
一
頁
）
と
言

わ
れ
、
文
正
家
の
幸
福
は
極
み
に
近
づ
く
。
姉
娘
に
と
っ
て
、
関
白
の
跡
取
り

息
子
は
婿
と
し
て
満
足
で
き
る
も
の
と
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
文
正
草
子
』
は
次
に
妹
娘
（
蓮
）
の
婚
姻
を
物
語
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
ど

　
　
　
さ
る
ほ
ど
に
、
時
の
帝
、
こ
の
よ
し
（
関
白
の
息
子
が
文
正
の
姉
娘
と
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
き

　
　
嬉
し
た
こ
と
を
）
き
こ
し
め
し
て
、
「
文
正
が
妹
娘
を
后
に
立
て
参
ら
せ
よ
」

　
　
　
　
せ
ん
じ

　
　
と
、
宣
旨
下
り
け
れ
ば
、
文
正
、
喜
び
の
の
し
る
こ
と
は
限
り
な
し
。
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
げ

　
　
れ
ど
も
、
文
正
も
、
母
も
、
こ
の
姫
君
に
離
れ
ん
こ
と
を
歎
き
け
り
。
さ

　
　
　
ま
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
ど

　
　
る
程
に
、
こ
の
よ
し
申
し
け
れ
ば
、
帝
、
重
ね
て
宣
旨
を
な
さ
れ
、
「
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぽ

　
　
ら
ば
、
文
正
も
、
母
も
、
同
じ
く
御
供
し
て
上
る
べ
き
」
よ
し
、
宣
旨
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
づ
き
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ

　
　
り
け
れ
ば
、
喜
ぶ
こ
と
限
り
な
し
。
同
じ
く
四
月
上
旬
の
頃
、
后
に
御
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
っ
ち
ん
ま
ん
ぼ
う
　
　
　
　
　
　
い
だ
　
　
　
し
ろ
づ
が
ね
こ
が
ね

　
　
ち
と
ぞ
き
こ
え
け
る
。
四
方
の
蔵
よ
り
七
珍
万
宝
を
取
り
出
し
、
銀
、
金
に

　
　
　
　
こ
し

　
　
て
御
輿
を
飾
り
給
ふ
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
み
か
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
り
　
　
　
　
　
　
　
く
ぎ
や
．
「
ノ
　
　
て
ん
じ
ゃ
う
び
と

　
　
　
さ
て
、
帝
、
そ
の
目
に
も
な
り
け
れ
ば
、
内
裏
に
は
、
公
卿
、
殿
上
人
、

　
　
わ
れ
も
わ
れ
も
と
出
仕
せ
ら
れ
け
る
。
帝
は
、
か
ね
て
お
ぼ
し
め
し
け
る

　
　
　
　
　
　
あ
り
さ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン

　
　
よ
り
、
姿
有
様
た
ぐ
ひ
な
く
、
う
つ
く
し
く
あ
り
け
れ
ば
、
な
ほ
あ
さ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
と
き

　
　
ら
ず
お
ぼ
し
め
し
、
そ
れ
よ
り
は
、
片
時
も
離
れ
さ
せ
給
は
ず
。
御
仲
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
で
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ゅ
う
な
ご
ん

　
　
で
た
か
り
け
る
。
さ
る
程
に
、
文
正
も
昇
殿
を
許
さ
れ
て
、
中
納
言
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
ま
ぢ

　
　
さ
れ
け
り
。
母
も
、
三
位
に
ぞ
な
り
給
ふ
。
や
が
て
、
后
、
た
だ
な
ら
ず

　
　
な
り
給
ふ
（
身
重
の
身
に
な
ら
れ
た
）
。
幾
程
な
く
て
、
光
る
程
の
皇
子
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち

　
　
御
誕
生
あ
り
け
る
。
帝
、
御
喜
び
限
り
な
し
。
そ
の
後
、
文
正
、
二
位
の

　
　
だ
い
な
　
ご
ん

　
　
大
納
言
に
ぞ
な
り
給
ふ
。
皇
子
七
歳
の
御
年
、
御
位
を
譲
り
給
ふ
。
姉
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
ば
く

　
　
も
、
若
君
、
姫
君
ま
う
け
給
ふ
。
（
そ
の
若
君
が
）
や
が
て
、
関
白
に
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
じ
や
う

　
　
給
ふ
。
姫
君
は
、
后
に
立
ち
給
ふ
。
文
正
程
、
末
繁
昌
、
め
で
た
き
者
あ

　
　
ら
じ
と
、
う
ら
や
ま
ぬ
者
は
な
か
り
け
り
。
め
で
た
か
り
し
こ
と
ど
も
な

　
　
　
　
　
　
さ
う
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
せ
　
あ
ん
を
ん

　
　
り
。
こ
の
草
子
御
覧
ぜ
ん
人
は
、
現
世
安
穏
に
て
、
心
に
思
ふ
こ
と
、
よ

　
　
ろ
づ
か
な
ふ
な
り
。
め
で
た
し
、
め
で
た
し
。
（
『
文
正
草
子
』
八
五
～

　
　
八
九
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
文
正
の
妹
娘
は
時
の
帝
に
入
内
す
る
。
当
初
の
「
た
だ

に
よ
う
ご
　
　
き
さ
き

女
御
、
后
の
位
を
望
み
給
ふ
」
（
三
二
頁
）
と
い
う
願
い
が
叶
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
文
正
と
そ
の
妻
も
上
級
貴
族
に
ま
で
立
身
し
た
。
ま
た
、
二
人
の
娘
の

子
ど
も
た
ち
が
帝
・
后
・
関
白
に
な
っ
た
「
末
繁
昌
」
の
め
で
た
さ
が
記
さ
れ
、

幸
福
な
物
語
は
遂
に
終
幕
す
る
。
子
孫
の
繁
栄
に
よ
っ
て
こ
そ
、
人
生
は
幸
福

で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
か
ら
で
あ
る
（
m
）
。
「
こ
と
の
ほ
か
に
成
り
出
で
て
、
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
ノ

め
よ
り
終
り
ま
で
、
つ
ひ
に
も
の
憂
き
こ
と
な
く
め
で
た
き
」
（
一
四
頁
）
文

正
の
最
終
的
到
達
点
は
、
自
身
は
二
位
大
納
言
、
妻
は
三
位
、
長
女
は
関
白
北

の
方
、
次
女
は
后
、
孫
は
帝
・
関
白
・
后
に
並
び
立
つ
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
図

1
参
照
）
。
地
方
や
東
国
の
長
者
で
は
な
く
、
日
本
国
内
で
望
み
得
る
最
高
の

栄
華
で
は
あ
る
が
、
自
分
自
身
が
帝
王
に
な
る
と
い
う
発
想
は
な
い
。
ま
た
、

日
本
の
枠
を
越
え
た
繁
栄
も
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
文
正
の
栄
華
の

到
達
点
、
栄
華
観
の
限
界
点
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
実
は
、
こ
れ
は
王
朝
物
語
文
学
で
一
般
的
に
志
向
さ
れ
る
地
位
に
一
致
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
王

の
で
あ
る
。
『
文
正
草
子
』

朝
物
語
型
の
栄
華
構
図
を
も
っ
て

物
語
を
終
結
さ
せ
て
い
て
、
王
朝

的
価
値
観
を
受
け
継
い
で
い
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
栄
華
」
の

本
質
が
本
人
が
富
み
栄
え
る
だ
け

で
な
く
、
子
孫
の
繁
栄
を
も
意
味

す
る
と
い
う
王
朝
的
栄
華
観
（
、
）
に

照
ら
し
て
も
齟
齬
は
な
い
。

文
正

関
白

妻

姉
娘

妹
娘

関
白”’”” @

一
丁
帝

帝

『文正草子』の栄華構図図1

三
　
中
世
王
朝
物
語
の
幸
福
な
結
末

　
王
朝
物
語
と
御
伽
草
子
と
の
問
の
文
学
史
上
の
空
白
期
間
は
鎌
倉
時
代
に
成

立
し
た
物
語
文
学
作
品
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
は
、

一
9
自7構

一
一
頁



二
一
頁

こ
れ
ら
鎌
倉
時
代
以
降
に
成
立
し
た
物
語
文
学
は
「
擬
古
物
語
」
ま
た
は
、
「
鎌

倉
（
時
代
）
物
語
」
と
呼
ば
れ
て
、
平
安
時
代
以
前
の
本
格
的
な
王
朝
物
語
と
は

明
確
に
区
分
さ
れ
て
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
u
）
。
と
こ

ろ
が
、
近
年
「
中
世
王
朝
物
語
」
と
い
う
述
語
が
一
般
化
し
、
鎌
倉
時
代
と
平

安
時
代
の
物
語
の
共
通
性
と
連
続
性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
（
B
）
。
九
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
頃
ま
で
続
い
た
こ
と
に
な
る
王
朝
物
語
史
を

継
承
す
る
の
が
御
伽
草
子
で
あ
り
、
『
文
正
草
子
』
の
栄
華
観
は
こ
れ
ら
一
連

の
王
朝
物
語
史
全
体
の
流
れ
を
受
け
、
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
中
世
王
朝
物
語
『
小
夜
衣
』
の
結
末
部
な
ど
が
『
文
正
草
子
』

に
近
似
す
る
。
女
主
人
公
「
山
里
の
姫
君
」
が
苦
難
の
末
に
兵
部
卿
宮
（
後
の

帝
）
と
結
ば
れ
て
中
宮
に
な
っ
た
後
に
、
彼
女
の
子
孫
繁
栄
に
筆
が
及
ん
で
ゆ

く
の
で
あ
る
。

　
　
　
年
月
過
ぎ
ゆ
け
ば
、
（
山
里
の
姫
君
”
中
宮
は
）
若
宮
も
姫
宮
も
、
あ

　
　
ま
た
ま
う
け
給
へ
り
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
を

　
　
　
年
月
過
ぎ
行
き
て
、
姫
宮
、
十
に
な
り
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
春
宮
の
女
御
に

　
　
な
り
給
ひ
ぬ
。
う
つ
く
し
き
御
あ
は
ひ
ど
も
、
め
で
た
し
。
今
は
、
一
の

　
　
　
　
　
　
　
く
ら
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
せ

　
　
宮
を
ぞ
、
御
位
に
も
、
と
お
ぼ
し
め
し
け
る
。
か
か
る
御
宿
世
ど
も
の
、

　
　
め
で
た
く
思
ふ
さ
ま
な
る
事
ど
も
、
な
か
な
か
書
き
尽
く
す
べ
く
も
侍
ら

　
　
ず
。
た
だ
、
見
給
は
ん
人
々
、
お
ぼ
し
や
り
給
へ
。
（
中
略
）

　
　
　
人
の
め
で
た
き
た
め
し
に
は
、
山
里
の
姫
君
に
ま
さ
る
人
あ
ら
じ
、
と

　
　
見
え
た
り
。
見
給
は
ん
人
々
も
、
思
ひ
や
り
給
ふ
べ
き
な
り
。
（
『
小
夜

　
　
衣
』
二
一
〇
二
二
一
頁
）
（
μ
）

と
、
山
里
の
姫
君
の
娘
が
春
宮
の
女
御
に
な
っ
て
将
来
の
立
后
が
約
束
さ
れ
、

長
男
が
春
宮
、
さ
ら
に
は
帝
位
に
即
く
こ
と
が
予
告
さ
れ
、
「
人
の
め
で
た
き

た
め
し
に
は
、
山
里
の
姫
君
に
ま
さ
る
人
あ
ら
じ
」
と
作
品
が
結
ば
れ
て
い
る
。

山
里
姫
君
は
摂
関
家
の
出
身
な
の
で
、
一
族
に
よ
る
摂
関
職
・
帝
・
后
の
独
占

を
も
っ
て
至
上
の
め
で
た
さ
と
見
な
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
同
様
に
一
族
の

独
占
的
栄
華
で
終
結
す
る
王
朝
物
語
は
多
い
（
b
）
。
た
と
え
ば
、
『
住
吉
物
語
』

に
は
、　

　
　
　
　
ゆ
し
や
う
ど
の
　
ゆ
づ
　

す
ゑ

　
　
　
年
月
行
く
程
に
、
大
将
殿
に
は
、
父
、
関
白
譲
り
給
ひ
ぬ
。
い
よ
く
、
末

　
　
　
　
　
た
の
　
　
　
　
　
　
ハ
は
べ
り
レ
　
　
　
　
わ
か
　
　
　
　
げ
ん
ぷ
く
　
　
　
　
　
ハ
た
ま
ひ
レ

　
　
の
世
、
頼
も
し
く
ぞ
侍
け
る
。
若
君
は
元
服
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
三
位
の
中

　
　
じ
ゃ
う
　
　
　
パ
ま
う
し
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
み
り
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
な

　
　
将
と
ぞ
申
け
る
。
姫
君
は
、
十
八
に
て
女
御
に
参
給
ひ
け
る
。
侍
従
は
大
人

　
　
　
　
　
ハ
よ
ろ
づ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
い
し
レ
　
　
ハ
な
り
ロ
　
　
　
　
　
き

　
　
女
に
て
、
万
に
大
事
の
人
に
ぞ
思
は
れ
て
、
内
侍
に
成
ぬ
。
見
聞
く
人
、

　
　
う
ら
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
　
ひ
め
ぎ
み
　
　
す
ゑ
　
　
　
　
は
ん
じ
や
う

　
　
羨
み
あ
へ
り
。
大
将
、
姫
君
、
末
ま
で
繁
昌
し
て
、
め
で
た
く
ぞ
お
は
し

　
　
け
る
。
（
『
住
吉
物
語
』
下
、
三
四
八
・
三
四
九
頁
）
（
婚
）

と
あ
り
、
住
吉
の
姫
君
と
夫
関
白
と
の
間
に
生
ま
れ
た
男
女
が
、
将
来
の
摂
関

と
い
う
べ
き
三
位
中
将
と
后
候
補
の
女
御
に
な
っ
た
こ
と
が
「
末
繁
昌
」
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
家
の
未
来
に
栄
華
独
占
の
光
輝
が
訪
れ
る
の
は
明
白

で
あ
る
（
σ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ま
　
　
　
か
る
も

　
こ
の
ほ
か
の
中
世
王
朝
物
語
で
は
、
『
海
人
の
刈
藻
』
『
我
身
に
た
ど
る
姫

君
』
『
木
幡
の
時
雨
』
『
白
露
』
な
ど
の
結
尾
が
類
同
す
る
。

　
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
場
合
は
、
三
世
代
に
わ
た
る
婚
姻
と
密
通
の
繰

り
返
し
で
、
摂
関
家
系
と
皇
室
系
の
血
統
が
一
体
化
し
、
宮
廷
社
会
を
統
一
す

る
巨
大
な
一
家
が
現
出
す
る
と
い
う
構
図
で
大
尾
に
至
る
（
侶
）
。
こ
れ
は
『
小

夜
衣
』
『
住
吉
物
語
』
『
文
正
草
子
』
型
栄
華
の
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
、
本
質

的
に
は
相
違
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
後
掲
す
る
『
海
人
の
刈
藻
』
も
同
様
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
ほ
か
の
王
朝
物
語
の
主
人
公
た
ち
が
到
達
す
る
栄
華
も
、
帝

・
后
・
摂
関
と
そ
の
縁
戚
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
い
（
珍
）
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
文
正
草
子
』
の
繁
栄
の
構
図
は
、
王
朝
物
語
風
の
貴

族
栄
華
の
図
式
を
踏
襲
し
、
そ
の
中
に
庶
民
文
正
が
入
り
込
ん
だ
も
の
と
言
い

得
る
。
子
孫
で
帝
・
后
・
関
白
を
占
有
す
る
の
は
非
貴
族
の
栄
華
観
で
は
な
い
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
帝
后
摂
関
の
外
戚
は
皇
族
と
貴
族
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い

は
ず
で
あ
る
が
、
『
文
正
草
子
』
で
は
奇
跡
的
に
文
正
夫
妻
が
そ
の
位
置
を
占

め
る
こ
と
に
な
る
。
文
正
の
娘
が
二
人
な
の
は
、
皇
室
と
摂
関
家
の
両
方
の
外

戚
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
文
正
の
栄
華
は
王
朝

物
語
型
の
「
め
で
た
き
」
こ
と
の
典
型
に
ほ
か
な
ら
な
い
つ

一71一



幸福な結末一福田

四
　
幸
福
な
結
末
と
長
寿

　
『
文
正
草
子
』
は
、
最
も
多
く
読
ま
れ
た
御
伽
草
子
で
あ
り
、
数
多
く
の
異

本
を
も
つ
。
右
に
引
用
し
た
の
は
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
蔵
絵
巻
『
文
正
草
子
』

で
あ
る
が
、
流
布
本
系
の
諸
本
と
は
か
な
り
差
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
（
2
。
）
。
た

と
え
ば
、
江
戸
時
代
に
広
く
流
布
し
た
御
伽
草
子
板
本
の
結
末
部
に
は
次
の
よ

う
に
多
大
な
相
違
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
ん
し
ゃ
う
　
　
　
　
　
　
ハ
さ
い
し
や
う
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ひ
き
レ

　
　
よ
き
子
を
も
ち
ぬ
れ
ば
、
文
正
七
十
に
て
宰
相
に
ぞ
な
さ
れ
て
、
引
あ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
め
ぎ
み

　
　
給
へ
ば
（
昇
殿
さ
せ
て
も
み
る
と
）
、
五
十
ば
か
り
に
ぞ
見
え
に
け
る
。
姫
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
ょ
う
ご
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
　
　
　
　
　
　
な
や

　
　
（
文
正
の
妹
娘
）
は
女
御
に
な
り
給
ふ
。
さ
る
ほ
ど
に
例
な
ら
ず
悩
み
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
か
ぎ

　
　
へ
ば
、
み
か
ど
を
は
じ
め
騒
ぎ
給
へ
ば
、
ひ
き
か
へ
御
よ
ろ
こ
び
限
り
な

　
　
　
　
ハ
と
っ
き
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
へ
い
あ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
じ
　
　
　
　
　
う

　
　
し
。
十
月
と
申
（
す
）
に
、
御
産
平
安
し
給
ひ
て
、
皇
子
を
ぞ
生
み
給
ふ
。

　
　
　
め
の
と
　
　
　
　
　
く
は
ん
ば
く
ど
の
ふ
　
　
　
　
　
　
ち
う
ぐ
う
　
　
ま
い
　
　
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
お
う
ぢ
ご
　
　
さ
い

　
　
御
乳
母
に
は
、
関
白
殿
の
姫
君
、
中
宮
に
参
り
給
ひ
ぬ
。
又
祖
父
御
の
宰

　
　
し
ゃ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ご
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ほ
う
り

　
　
相
（
文
正
）
は
、
や
が
て
大
納
言
に
な
さ
れ
け
り
。
い
や
し
き
、
塩
売
の

　
　
ぶ
ん
し
ゃ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ほ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
よ

　
　
文
正
な
れ
ど
も
、
か
や
う
に
め
で
た
き
果
報
共
、
中
く
申
（
す
）
に
及
ば

　
　
　
　
　
は
シ
　
　
　
　
　
ゐ
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
こ
　
　
　
を
こ
な

　
　
れ
ず
。
母
も
二
位
殿
と
ぞ
申
（
し
）
け
る
。
い
か
な
る
過
去
の
行
ひ
に
や
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
じ
や
う
　
　
　
　
　
ゑ
い
ぐ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
　
　
　
　
わ
か
　
　
み

　
　
ん
、
み
な
み
な
繁
昌
し
て
、
栄
花
に
ほ
こ
り
、
年
さ
へ
若
く
見
え
給
ひ
、

　
　
げ
に
ん
わ
か
た
う
お
ほ
　
め
　

つ
か
　
　

ば
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち

　
　
下
人
若
党
多
く
召
し
使
ひ
、
女
房
た
ち
上
下
に
い
た
る
ま
で
人
に
用
ひ
ら

　
　
　
ゑ
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま

　
　
れ
栄
耀
に
ほ
こ
り
給
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ご
ん
　
　
た
か
　
と
こ
ろ
た
う
　
　
　
　
　
　

が
　

ふ
ね

　
　
　
さ
る
ほ
ど
に
大
納
言
は
、
高
き
所
に
塔
を
た
て
、
大
河
に
舟
を
う
か
め
、

　
　
せ
う
が
　
　

は
し
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
ご
ん
か
ず
　
　
　
　
　
　
　

た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
　
　
さ
い

　
　
小
河
に
橋
を
か
け
、
善
根
数
を
つ
く
し
給
ふ
。
い
づ
れ
も
く
御
命
、
百
歳

　
　
　
あ
ま
　
　
　
　
　
　
た
も

　
　
に
余
る
ま
で
保
ち
給
ふ
ぞ
め
で
た
き
。
ま
づ
く
め
で
た
き
こ
と
の
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん

　
　
め
に
は
、
此
さ
う
し
を
御
覧
じ
あ
る
べ
く
候
。
（
御
伽
草
子
板
本
『
文
正

　
　
草
子
』
五
六
・
五
八
頁
）
（
刀
）

　
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
の
は
、
前
掲
の
筑
波
大
学
本
と
比
べ
て
叙
述
が
詳
し
い

点
と
と
も
に
、
年
齢
へ
の
言
及
が
目
立
つ
点
で
あ
る
（
鐙
）
。
そ
こ
で
は
、
文
正

は
実
年
齢
よ
り
か
な
り
若
々
し
く
、
文
正
と
そ
の
関
係
者
が
い
ず
れ
も
百
歳
以

上
の
長
寿
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
傍
線
部
）
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
長

寿
は
栄
華
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
（
お
）
。
こ
の
よ
う
な
長
寿
の
賞

賛
は
他
の
御
伽
草
子
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
物
く
さ
太
郎
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
る
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

の
主
人
公
は
「
百
二
十
年
の
春
秋
を
送
り
、
御
子
あ
ま
た
出
で
来
て
」
（
四
）
栄

華
を
極
め
て
い
る
。

　
ま
た
、
王
朝
物
語
『
住
吉
物
語
』
の
異
本
に
も
同
様
の
記
述
が
見
い
だ
せ
る
。

た
と
え
ば
、
野
坂
家
蔵
本
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ん
ど
こ
ろ
ロ
　
　
　
　
　
を
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
　
　
　
　
　
よ
し
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
と
せ

　
　
か
く
て
、
北
の
政
所
、
今
は
思
ふ
事
な
く
て
、
御
命
は
、
住
吉
の
松
の
千
歳

　
　
　
ゆ
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
で
ロ
　
は
る
　
　
　
　
　
　
さ
か
ハ
え
レ
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
の
ち
ロ
な
が
を

　
　
を
譲
ら
れ
給
ひ
し
か
ば
、
末
く
迄
、
遥
ぐ
と
栄
へ
給
ひ
て
、
命
、
長
尾

　
　
　
み
ね
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
す
が
　
　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し

　
　
の
峰
に
生
ひ
た
る
菅
の
根
よ
り
も
、
長
く
し
き
御
代
に
て
、
御
年
は
、

　
　
　
　
　
（
ま
で
）
　
　
た
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ほ
う
　
　
（
め
　
　
で
）
　
　
　
（
た
め
し
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ひ
く
）

　
　
九
十
九
迄
、
保
ち
給
へ
る
。
御
果
報
、
目
出
た
き
例
に
も
、
こ
れ
を
引
べ

　
　
し
。
（
野
坂
家
蔵
『
住
吉
物
語
』
三
九
三
頁
）
（
箆
）

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
女
主
人
公
の
寿
命
は
九
十
九
ま
で
保
た
れ
た
と
説
か
れ

る
。　

王
朝
物
語
で
も
、
左
に
引
用
す
る
よ
う
に
『
海
人
の
刈
藻
』
（
％
）
の
末
尾
の

栄
華
の
大
団
円
の
場
面
に
長
寿
者
が
登
場
す
る
（
傍
線
部
〉
。

　
　
　
「
一
の
宮
（
女
主
人
公
の
娘
の
夫
）
ね
び
整
ほ
ら
せ
給
ふ
。
春
宮
（
女
主
人

　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
な

　
　
公
の
甥
）
、
は
た
大
人
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
」
と
て
、
今
年
御
国
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

　
　
り
の
こ
と
あ
り
て
、
（
中
略
）
や
が
て
一
の
宮
、
春
宮
に
居
さ
せ
給
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
き

　
　
殿
の
女
御
（
女
主
人
公
の
娘
）
、
后
に
立
ち
給
ふ
。
め
で
た
き
こ
と
限
り
な

　
　
し
。

　
　
　
さ
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
き
だ

　
嵯
峨
の
入
道
殿
、

み
く
る
ま

こ
の
居
立
ち
を
見
給
は
で
は
と
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し

あ
な
が
ち
に

　
　
　
　
つ
ひ

御
車
に
て
出
で
給
ふ
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
そ
の
の
ち
、
御
齢
九
十
一
に
て
、
遂

　
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

に
隠
れ
給
ふ
。
め
で
た
き
例
に
ぞ
人
申
し
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
殿
の
中
納
言
（
女
主
人
公
の
長
男
か
）
、
今
は
大
納
言
と
聞
こ
ゆ
。
左
大
臣
空

　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
ど
　
あ

き
給
へ
る
に
、
右
の
大
臣
上
が
り
給
ひ
て
、
大
将
殿
（
女
主
人
公
の
妹
の
夫
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ん

右
大
臣
と
聞
こ
ゆ
。
大
納
言
を
大
将
と
聞
こ
ゆ
。
権
の
中
将
（
女
主
人
公
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゑ
ず
ゑ

次
男
）
、
中
納
言
と
聞
こ
ゆ
。
こ
の
御
末
々
栄
え
さ
せ
給
ふ
こ
と
、
め
で

一70一
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一
四
頁

嵯
峨
入
道

内
大
臣

太
皇
太
后

皇
太
后

冷
泉
院

関
白

大
君
（
女
主
人
舎

中
の
君

朱
雀
院

あ＝后大
納
言

中
納
言

三
の
君
（
害
）

図2　『海人の刈藻』の栄華構図

た
か
り
し
こ
と
な

り
。

　
つ
ひ

　
遂
に
右
大
将
（
女
主

人
公
の
甥
）
は
、
殿
の

　
む
こ

御
婿
に
て
か
し
づ
き

　
　
　
　
　
　
　
す

給
ふ
。
中
納
言
は
朱

ざ
く
ゐ
ん

雀
院
の
姫
宮
を
預
か

り
奉
り
給
ひ
て
、
と

り
ど
り
の
御
あ
り
さ

　
　
　
　
お
と
ど

ま
を
内
の
大
臣
見
本

　
　
い
の
ち
　
　
　
　
み
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
　
ひ
と

　
　
命
さ
へ
御
心
の
ま
ま
な
り
け
る
」
と
、
世
人
も
申
し
伝
へ
け
る
と
ぞ
。

　
　
（
『
海
人
の
刈
藻
』
巻
四
、
二
〇
八
・
二
〇
九
頁
）
．
”
、

　
こ
の
物
語
も
最
終
的
に
女
主
、
人
公
大
君
（
関
白
の
北
の
方
）
の
一
族
が
帝
．
東

宮
。
后
を
独
占
し
、
廟
堂
の
上
位
に
居
並
ぶ
壮
観
を
描
い
て
幕
を
閉
じ
る
（
図

2
参
照
）
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
繁
栄
描
写
の
問
に
長
寿
者
の
動
向
が
差
し

挟
ま
れ
る
点
で
あ
る
（
傍
線
部
）
。
「
嵯
峨
の
入
道
殿
」
は
、
女
主
人
公
の
夫

の
父
親
で
、
前
関
白
で
も
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ま
で
に
も
少
な
く
と
も
二
人
の
実

娘
の
立
后
に
直
接
関
与
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孫
娘
の
立
后
を

見
る
こ
と
に
執
着
し
た
こ
と
に
な
る
。
子
孫
の
繁
栄
を
見
る
た
め
だ
け
に
生
命

を
保
っ
た
と
い
う
印
象
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
「
内
大
臣
」
は
女
主
人
公
の
実
父

で
あ
る
・
彼
は
『
文
正
草
子
』
の
文
正
に
相
当
し
、
長
寿
に
よ
っ
て
こ
の
物
語

の
す
べ
て
の
栄
華
を
目
撃
し
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
『
海
人
の
刈
藻
』

の
最
後
に
脚
光
を
浴
び
る
二
人
の
老
人
は
、
栄
華
す
な
わ
ち
子
孫
繁
栄
を
「
見

る
」
こ
と
と
長
寿
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
文
正
草
子
』
や
野
坂
家
蔵
本
『
住
吉
物
語
』
結

尾
の
長
寿
者
も
、
栄
華
（
子
孫
繁
栄
）
を
保
障
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
子
孫
の

有
様
を
「
見
る
」
と
い
う
機
能
を
も
有
す
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
給
ひ
け
る
。
「
御

五
　
継
子
物
語
の
結
末
と
長
寿

　
と
こ
ろ
で
・
『
住
吉
物
語
』
は
継
子
虐
め
の
物
語
の
代
表
作
で
あ
る
。
こ
の

作
品
の
影
響
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
継
子
虐
め
の
物
語
の
ほ
と
ん
ど
が
『
住
吉

物
語
』
と
同
じ
よ
う
に
王
朝
物
語
型
の
栄
華
で
物
語
世
界
を
終
結
さ
せ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
落
窪
物
語
』
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
掲
の
『
小
夜
衣
』

も
継
子
物
語
の
系
譜
に
属
し
、
継
子
虐
め
諦
が
王
朝
物
語
か
ら
御
伽
草
子
へ
流

れ
て
ゆ
く
過
程
の
中
間
に
位
置
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
．
箆
、
。
『
木
幡
の
時
雨
』

『
白
露
』
な
ど
に
も
明
ら
か
に
継
子
調
が
潜
在
し
て
い
る
．
四
、
。

　
ま
た
・
継
子
虐
め
の
王
朝
物
語
『
い
は
や
』
（
散
逸
）
の
改
作
と
考
え
ら
れ

る
御
伽
草
子
『
岩
屋
の
草
子
』
．
3
。
、
の
最
末
派
は
、
　
　
　
　
　
　
　
の
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
レ

　　

Q
龍
嬉
醐
韓
羅
巖
耀
離
備
ひ
磐
糖
燦
畿
御

　
　
ひ
け
る
。
（
『
岩
屋
の
草
子
』
二
六
七
頁
）
．
、
、

と
あ
り
・
や
は
り
同
様
に
后
（
女
御
）
と
関
白
と
を
栄
華
の
上
限
と
す
る
王
朝

物
語
型
で
あ
る
．
そ
れ
に
加
え
て
『
岩
屋
の
草
子
』
の
慶
長
士
二
年
写
本
の
末

尾
に
は
主
人
公
・
対
の
屋
姫
が
百
二
十
歳
ま
で
生
き
た
と
記
さ
れ
る
点
が
注
目

に
値
す
る
（
貌
）
。
他
に
も
継
子
虐
め
の
御
伽
草
子
『
秋
月
物
語
』
な
ど
が
同
型

の
栄
華
呈
示
で
終
結
し
て
い
て
．
第
、
、
王
朝
物
語
型
の
栄
華
構
図
に
よ
る
結
末
、

長
寿
者
の
登
場
・
継
子
虐
め
の
構
想
な
ど
を
共
有
す
る
、
作
り
物
語
と
御
伽
草

子
に
ま
た
が
る
作
品
群
の
存
在
を
仮
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
『
文
正
草
子
』
に
継
子
物
の
要
素
は
な
い
が
、
文
正
夫
妻
の
婿
中
将
に
対
す

る
態
度
・
中
将
の
両
親
の
嫁
で
あ
る
姉
娘
へ
の
感
情
に
は
、
継
子
虐
め
に
類
す

る
敵
対
心
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
文
正
の
妻
が
、
商
人
の
正
体
が
二
位

の
中
将
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
娘
の
結
婚
相
手
が
商
人
で
あ
る
こ
と
に
憤
り
ギ

「
弊
葎
簸
る
こ
と
の
．
樺
し
さ
よ
三
娘
を
〉
商
人
に
つ
け
て
追
ひ
出

さ
ん
」
（
七
三
頁
）
と
い
う
態
度
は
手
厳
し
い
。
中
将
の
母
は
文
正
の
姉
娘
に

一69一



幸福な結末一福田

会
っ
て
そ
の
心
身
の
す
ば
ら
し
さ
に
う
ち
解
け
る
が
、
一
歩
間
違
う
と
嫁
虐
め

に
陥
る
可
能
性
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
べ
て
が
友
好
的
に
進
展
し

た
。
そ
の
よ
う
な
敵
対
関
係
が
現
実
の
も
の
と
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
『
文
正
草

子
』
の
「
め
で
た
さ
」
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
継
子
虐
め
の
物
語
と
し
て
は
『
落
窪
物
語
』
が
無
視
で
き
な
い
。

存
す
る
継
子
物
の
中
で
は
最
も
古
く
、
最
も
長
い
の
が
こ
の
作
品
で
あ
る
。

の
栄
華
の
大
団
円
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
　
　
　
お
と
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
き
お
ほ
い
ど
の

　
　
左
の
大
臣
（
主
人
公
の
夫
）
を
太
政
大
臣
に
は
、
な
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

　
　
よ
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
よ
そ
ぢ

　
　
世
人
、
「
ま
だ
四
十
に
な
り
た
ま
は
で
、
位
を
定
め
た
ま
へ
る
こ
と
よ
」

　
　
と
お
ど
ろ
き
あ
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
け

　
　
（
主
人
公
の
異
母
弟
）
を
中
将
に
な
し
て
な
む
、
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。

　
　
ひ
や
う
ゑ
の
す
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
へ
　
　
　
は
か
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
き
お
ほ
い
ど
の

　
　
　
　
き
さ
き

　
　
方
、
后
の
母
〉
と
見
え
た
ま
は
ざ
り
き
（
予
想
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
ご
と
ぞ
、

　
　
な
ほ
む
か
し
の
人
々
（
昔
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
女
房
た
ち
）
は
言
ひ
け
る
に
、

　
　
　
　
　
ご
と

　
　
み
そ
か
言
も
言
ひ
け
る
（
世
間
の
人
々
も
そ
ん
な
噂
話
を
し
た
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
　
ほ
と
け
　
お
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

　
　
　
御
女
の
女
御
（
主
人
公
の
娘
）
、
后
の
み
た
ま
ひ
ぬ
。
宮
の
亮
に
、
少
将

　
　
兵
衛
佐
た
ち
、
皆
よ
ろ
こ
び
し
た
ま
ふ
。
太
郎
の
兵
衛
佐
（
主
人
公
の
長

　
　
男
）
、
左
近
衛
の
少
将
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。
（
中
略
）
大
臣
の
北
の
方
（
主

　
　
人
公
）
御
さ
い
は
ひ
を
、
「
め
で
た
し
」
と
は
古
め
か
し
や
（
陳
腐
な
言
い
方

　
　
で
す
よ
）
。
「
落
窪
に
単
の
御
袴
の
ほ
ど
は
、
〈
か
く
太
政
大
臣
の
御
北
の

（
中
略
）
（
主
人
公
が
）
か
く
栄
え
た
ま
ふ
を
〈
よ
く
見
よ
〉
と
や
神
、
仏
も
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

し
け
む
、
（
主
人
公
の
継
母
は
）
と
み
に
も
死
な
で
、
七
十
余
ま
で
な
む
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
し

し
け
る
。
（
中
略
）
衛
門
（
主
人
公
の
侍
女
あ
こ
ぎ
）
は
宮
の
内
侍
に
な
り
に

け
り
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
き
ん
だ
ち

　
こ
の
少
将
の
君
達
（
主
人
公
の
長
男
と
次
男
）
、
一
よ
ろ
ひ
に
な
む
な
り
あ

が
り
た
ま
ひ
け
る
。
（
中
略
）
左
大
将
、
右
大
将
に
て
ぞ
、
つ
づ
き
て
な

り
あ
が
り
た
ま
ひ
け
る
。
母
北
の
方
（
主
人
公
）
、
御
さ
い
は
ひ
言
は
ず
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
　
　
　
　
と
く

も
、
〈
げ
に
〉
と
見
え
た
り
。
帥
（
主
人
公
の
異
母
妹
の
夫
）
は
こ
の
殿
の
御
徳

に
（
主
人
公
の
夫
の
お
か
げ
で
）
、
大
納
言
に
な
り
た
ま
へ
り
。
（
中
略
）
か
の

で
ん
や
く
の
す
け
　
け

典
薬
助
は
蹴
ら
れ
た
り
し
を
病
に
て
死
に
け
り
。
「
こ
れ
か
く
て
お
は
す

る
も
見
ず
な
り
ぬ
る
ぞ
口
惜
し
き
。
な
ど
て
あ
ま
り
蹴
さ
せ
け
む
。
し
ば

　
いし

生
け
て
お
い
た
べ
か
り
け
る
（
も
う
し
ば
ら
く
生
か
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
か

　
　
　
　
　
　
　
を
と
こ
ぎ
み

っ
た
な
あ
ご
と
ぞ
男
君
（
主
人
公
の
夫
）
の
た
ま
ひ
け
る
。
女
御
の
君
（
主
人

　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
し
　
　
　
い
づ
み
の
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く

公
の
夫
の
姉
か
）
の
御
家
司
に
和
泉
守
（
あ
こ
ぎ
の
夫
）
な
り
て
、
御
徳
（
主
人

公
夫
妻
の
恩
顧
）
い
み
じ
う
見
け
れ
ば
、
む
か
し
の
あ
こ
ぎ
、
今
は
内
侍
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
け

　
　
す
け
に
な
る
べ
し
。
「
典
侍
は
二
百
ま
で
生
け
る
」
と
か
や
。
（
三
四
〇

　
　
～
三
四
三
頁
）
（
翼
）

　
『
落
窪
物
語
』
の
主
人
公
「
落
窪
の
君
」
は
、
太
政
大
臣
家
の
御
曹
子
道
頼

と
結
ば
れ
て
継
母
の
虐
め
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
成
功
し
、
一
家
が
隆
盛
す
る
中

で
物
語
の
終
幕
に
至
る
。
そ
こ
で
は
、
夫
が
太
政
大
臣
に
昇
進
し
て
最
高
の
地

位
に
就
き
、
長
男
と
次
男
が
左
右
の
近
衛
大
将
を
独
占
し
、
姻
族
．
血
族
が
朝

廷
の
要
職
に
居
並
び
、
長

女
は
后
（
中
宮
）
に
な
っ

て
次
代
の
繁
栄
も
約
束
さ

れ
る
、
と
い
う
幸
福
な
結

末
が
語
ら
れ
る
（
図
3
参

照
〉
。
こ
の
作
品
の
成
立

は
十
世
紀
末
頃
と
考
え
ら

れ
る
が
、
摂
関
政
治
体
制

の
完
成
・
成
熟
を
知
ら
な

い
段
階
の
著
作
で
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
極
限
に

近
い
栄
華
構
図
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
栄
華
構
図

の
間
隙
を
ぬ
う
よ
う
に
、

長
寿
に
関
す
る
叙
述
が
散

北
の
方
（
継
母
）

大
納
言

弁法
師

中
宮
亮

大
君

中
の
君

三
の
君

四
の
君

コ
サ
セ
署
し
ロ
じ
ヨ
コ

一
　
　
一
内

ド
ヨ
ロ
ロ
コ
ヨ
ぐ
し
し

は
道
頼
家

一
工
、
剤
窺
a
者
，
：
，
，
…
，
，
、
，
，
、
，
…
」

……………”…一” P故

北太1　＿　・女の．政：
　　1王方大1　　む　臣1　　1　　：　　：

7）．政
E　　大

@臣
　
　
　
　
　
　
左
大
将
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
右
大
将
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
　
后
　
　
…

道
頼

（
太
政
大
臣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
褥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

宰
相
中
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

后　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

一
丁
講
－
膚
：
」

帝

『落窪物語函の栄華構図図3
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一
六
頁

在
し
て
い
る
（
傍
線
部
）
。
特
に
、
継
母
の
長
命
を
、
か
つ
て
虐
待
し
た
主
人

公
の
栄
え
る
さ
ま
を
「
よ
く
見
よ
」
と
い
う
神
仏
の
意
志
に
よ
る
も
の
と
見
な

す
箇
所
が
注
目
さ
れ
る
。
栄
華
の
当
事
者
側
と
敵
対
者
側
の
相
違
は
あ
る
が
、

『
海
人
の
刈
藻
』
と
同
様
に
栄
華
”
幸
福
を
「
見
る
」
た
め
の
長
寿
な
の
で
あ

る
。
男
君
が
典
薬
助
を
も
う
少
し
生
か
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
も
、
主
人
公
の

幸
福
を
見
せ
た
か
っ
た
た
め
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
栄
華
の
本
質
で
あ
る
子
孫

の
繁
栄
は
、
そ
の
性
格
上
、
長
寿
で
な
け
れ
ば
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
し
の
す
け

　
さ
ら
に
『
落
窪
物
語
』
は
主
人
公
を
援
助
し
た
功
労
者
あ
こ
ぎ
が
典
侍
に

立
身
し
て
、
二
百
歳
と
い
う
驚
異
的
な
寿
命
を
得
た
と
い
う
風
聞
を
も
っ
て
全

編
の
結
末
と
し
て
い
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。
あ
こ
ぎ
は
な
ぜ
二
百
年
も
生
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
た
だ
し
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
「
典
侍
（
内
侍
の
す
け
）
」

は
「
典
薬
助
」
で
あ
る
べ
き
可
能
性
や
こ
の
部
分
が
後
代
の
加
筆
で
あ
る
可
能

性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．
酪
）
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
い
ず
れ
も
確
定
的

と
は
言
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
近
世
以
来
の
通
説
と
も
言
う
べ
き
「
典
侍
」

説
に
従
っ
て
お
く
。
そ
こ
で
、
引
用
本
文
の
よ
う
に
、
あ
こ
ぎ
が
二
百
歳
ま
で

生
き
た
こ
と
を
も
っ
て
一
作
品
の
掉
尾
を
飾
る
形
態
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ

も
主
人
公
一
家
の
栄
華
を
「
見
る
」
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
あ
こ
ぎ
の
長
寿
と
役
割
は
『
大
鏡
』
の
夏
山
繁
樹
の
長
寿
の
意

味
と
符
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
夏
山
繁
樹
が
百

四
十
歳
（
あ
る
い
は
百
八
十
歳
）
の
超
人
間
的
な
長
寿
を
保
っ
た
の
は
、
尊
崇

す
る
主
君
藤
原
忠
平
の
栄
華
（
子
孫
の
繁
栄
）
の
永
続
を
見
守
り
、
祝
福
す
る

た
め
で
あ
っ
た
＾
芭
。
忠
平
の
子
々
孫
々
が
「
い
よ
い
よ
ひ
ろ
ご
り
栄
え
お
は

し
ま
す
」
の
を
見
届
け
、
「
よ
ろ
こ
び
申
さ
せ
む
」
（
『
大
鏡
』
「
藤
原
氏
物
語
」

三
六
五
頁
）
（
算
）
た
め
に
異
界
的
な
時
間
の
中
を
生
き
続
け
た
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
落
窪
の
君
の
幸
福
の
た
め
に
献
身
的
に
尽
く
し
た
あ
こ

ぎ
の
超
人
間
的
な
長
命
は
、
落
窪
の
君
の
栄
華
（
子
孫
繁
栄
）
を
「
見
る
」
た

め
で
あ
り
、
祝
福
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
継
子
虐
め
物
語
の
結
末
に
定
型
的
に
描
か
れ
る
王
朝
的
栄
華
と
は
、
帝
居
摂

関
の
血
縁
上
の
鼻
祖
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
「
い
じ
め
」
と
い
う
あ
る
意
味
で

は
最
悪
の
事
態
か
ら
究
極
的
な
栄
華
へ
の
移
行
が
こ
の
種
の
物
語
の
基
幹
を
形

成
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
栄
華
の
永
続
を
「
見
る
」
者
の
存
在

が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
も
軽
視
で
き
な
い
。

　
栄
華
が
永
続
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
「
見
る
」
者
は
常
識
を
超
え
た

長
寿
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
栄
華
の
鼻
祖
も
長
寿
で
な
け
れ
ば
栄
華
を
確

立
し
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
言
え
る
。
継
子
虐
め
型
の
御
伽
草
子
に

も
同
様
の
栄
華
を
追
求
し
、
同
様
の
長
寿
者
を
設
定
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
個
人
よ
り
も
家
系
を
重
視
す
る
王
朝
的
物
語
世
界
の
幸
福
な
結
末

な
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
辟
月
頭
に
取
り
上
げ
た
『
文
正
草
子
』
に
は
、
継
子
虐
め
の
要
因
は
な

い
。
こ
れ
は
「
め
で
た
さ
」
の
み
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
た
め
に
栄
華
の
対
極

に
あ
る
「
い
じ
め
」
を
忌
避
し
た
た
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
栄
華
を
相
対

的
に
際
だ
た
せ
る
苦
難
は
こ
の
物
語
に
は
必
要
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
流

布
本
系
の
諸
本
に
、
七
十
歳
の
文
正
が
五
十
歳
ば
か
り
に
し
か
見
え
な
か
っ
た

こ
と
や
一
家
の
者
が
百
歳
以
上
の
長
命
に
恵
ま
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
点
で

は
、
如
上
の
作
品
群
に
属
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
〔
注
〕

（
1
）
『
文
正
草
子
』
本
文
の
引
用
は
、
大
島
建
彦
校
注
・
訳
「
文
正
草
子
」

　
　
（
『
室
町
物
語
草
子
集
』
新
編
目
本
古
典
文
学
全
集
6
3
、
平
成
十
四
年
、

　
小
学
館
刊
）
に
よ
り
、
（
　
）
内
に
適
宜
説
明
を
補
う
。
以
下
同
じ
。

（
2
）
市
古
貞
次
「
文
正
草
子
」
（
同
他
編
『
御
伽
草
子
・
仮
名
草
子
』
鑑
賞

　
日
本
古
典
文
学
第
2
6
巻
、
昭
和
五
十
一
年
、
角
川
書
店
刊
）
、
佐
竹
昭
広

　
　
「
文
正
草
子
」
（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
五
巻
、
昭
和
五
十
九
年
、
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岩
波
書
店
刊
）
、
伊
藤
慎
吾
「
文
正
草
子
」
（
西
沢
正
史
他
編
『
中
世
王

　
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
平
成
十
四
年
、
勉
誠
出
版
刊
）
な
ど
参
照
。

（
3
）
浅
見
和
彦
「
文
正
さ
う
し
一
嫁
入
本
の
構
造
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材

　
の
研
究
』
第
二
十
二
巻
第
十
六
号
、
昭
和
五
十
二
年
十
六
月
）
。

（
4
）
三
寸
は
約
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
こ
の
設
定
は
御
伽
草
子
『
一
寸
法
師
』
・

　
　
『
小
男
の
草
子
』
な
ど
と
と
も
に
、
小
さ
子
諦
・
申
し
子
謂
と
捉
え
ら
れ
、

　
世
界
的
に
流
布
す
る
親
指
小
僧
型
の
説
話
に
も
属
す
る
。

（
5
）
『
竹
取
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
片
桐
洋
一
校
注
・
訳
「
竹
取
物
語
」

　
　
（
『
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
大
和
物
語
平
中
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文

　
学
全
集
1
2
、
平
成
六
年
、
小
学
館
刊
）
に
よ
り
、
（
　
）
内
に
適
宜
補
足

　
説
明
す
る
。
以
下
同
じ
。

（
6
）
拙
稿
「
不
老
長
寿
の
意
義
と
物
語
の
世
界
一
竹
取
の
翁
と
夏
山
繁
樹

　
一
」
（
『
福
祉
文
化
』
創
刊
号
、
平
成
十
三
年
三
月
）
参
照
。

（
7
）
『
竹
取
物
語
』
が
『
文
正
草
子
』
の
よ
う
な
単
純
な
幸
福
を
志
向
す
る

　
も
の
で
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
『
文
正
草
子
』
型
の
「
栄

　
華
”
幸
福
」
観
の
定
着
に
対
す
る
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で

　
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
竹
取
物
語
』
の
竹
取
の
翁
と
姐
を
幸
福
に
導
く
と
い

　
う
か
ぐ
や
姫
の
役
割
が
こ
の
段
階
で
ほ
ぼ
完
全
な
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る

　
　
の
に
対
し
て
、
『
文
正
草
子
』
の
文
正
夫
妻
の
娘
の
存
在
に
基
づ
く
幸
福

　
は
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
点
な
ど
の
相
違
点
は
あ
る

　
が
、
本
稿
で
は
通
常
の
長
者
諦
の
結
末
部
に
類
似
す
る
点
の
み
に
注
目
し

　
て
い
る
。

（
8
）
こ
の
よ
う
な
娘
の
深
意
を
父
母
が
ま
っ
た
く
理
解
し
な
い
で
、
そ
れ
ぞ

　
れ
の
求
婚
を
喜
ぶ
と
い
う
構
図
も
『
竹
取
物
語
』
と
一
致
す
る
。
こ
こ
ま

　
で
の
展
開
に
限
る
と
両
作
品
の
影
響
関
係
を
予
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

　
る
が
、
本
稿
で
は
言
及
し
な
い
。
ま
た
、
文
正
の
二
娘
は
最
後
に
思
い
通

　
り
の
相
手
と
結
婚
す
る
が
、
こ
れ
は
遂
に
誰
と
も
結
ば
れ
な
い
か
ぐ
や
姫

　
　
の
運
命
と
大
き
く
異
な
る
。

（
9
）
四
方
に
蔵
を
建
て
て
内
外
の
財
宝
で
満
た
し
、
広
大
な
土
地
を
領
有
し
、

　
数
千
人
を
召
し
使
う
壮
観
が
明
示
さ
れ
、
「
第
一
の
宝
に
は
、
若
君
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
う
ど
う
　
　
か
く
ご

　
お
は
し
け
る
。
」
（
一
四
頁
）
と
記
さ
れ
る
。
特
に
奉
公
人
の
「
郎
等
、
恪
勤
、

　
ざ
ふ
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

げ
す
を
ん
な
　
　
　
　
く
さ
か
り

　
雑
色
の
中
、
上
中
下
の
女
八
百
五
十
人
、
下
衆
女
三
百
人
、
草
刈
千
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
う
ど
う
　
　
か
く
ご
　
　
　
ざ
ふ
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
か
り

　
　
（
同
）
は
、
文
正
の
「
家
の
子
、
郎
等
、
恪
勤
、
雑
色
に
三
百
人
、
草
刈

　
　
　
　
　
　
　
に
ょ
う
ば
う
　
　
　
　
　
　
し
も
を
ん
な
　
　
　
　
　
　
う
し
ろ
み

　
百
人
、
上
下
の
女
房
百
人
、
下
女
百
人
、
後
見
三
十
人
」
（
二
〇
頁
）

　
を
は
る
か
に
凌
ぐ
。

（
1
0
）
拙
稿
「
長
寿
と
幸
福
一
『
大
鏡
』
世
界
の
栄
華
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
福

　
祉
文
化
』
第
二
号
、
平
成
十
五
年
二
月
）
な
ど
参
照
。

（
H
）
芳
賀
矢
一
「
歴
史
物
語
」
（
『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
昭
和
三
年
、
冨
山
房

　
刊
）
、
松
村
博
司
著
『
栄
花
物
語
全
注
釈
（
三
）
』
（
昭
和
四
十
七
年
、
角

　
川
書
店
刊
。
一
九
九
～
二
〇
一
頁
）
、
同
他
著
『
栄
花
物
語
・
紫
式
部
日

　
記
』
（
昭
和
五
十
一
年
、
角
川
書
店
刊
。
　
一
〇
五
・
一
〇
六
頁
）
な
ど
参

　
照
。

（
1
2
）
昭
和
五
十
八
年
刊
行
の
『
物
語
文
学
』
（
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
1
、

　
明
治
書
院
）
や
同
五
十
九
年
刊
行
の
『
目
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
一
巻

　
　
（
岩
波
書
店
）
で
も
依
然
と
し
て
「
擬
古
物
語
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
昭
和
五
十
七
年
か
ら
刊
行
の
「
体
系
物
語
文
学
史
」
全
五
巻
（
有

　
精
堂
）
で
は
第
四
・
五
巻
が
「
鎌
倉
物
語
」
に
充
て
ら
れ
（
こ
の
二
巻
は

　
平
成
元
年
刊
）
、
「
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
」
全
八
巻
（
笠
間
書
院
）
の
刊

　
行
が
昭
和
六
十
三
年
に
開
始
さ
れ
て
こ
の
期
の
物
語
に
新
し
い
評
価
の
機

　
会
が
与
え
ら
れ
た
が
、
平
安
時
代
の
物
語
と
は
一
線
を
画
さ
れ
て
い
た
。

（
1
3
）
平
成
七
年
に
「
中
世
王
朝
物
語
全
集
」
全
二
十
二
巻
（
笠
間
書
院
）
の

　
刊
行
が
始
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
本
文
に
接
す
る
機
会
さ
え
な
か
っ
た
鎌
倉
期

　
以
降
の
作
り
物
語
が
、
現
代
語
訳
を
伴
っ
て
読
み
や
す
い
形
態
で
一
般
に

　
公
開
さ
れ
た
の
を
画
期
と
す
る
。
並
行
し
て
、
大
槻
修
著
『
中
世
王
朝
物

　
語
の
研
究
』
（
平
成
五
年
、
世
界
思
想
社
刊
）
、
大
槻
修
・
神
野
藤
昭
夫

　
編
『
中
世
王
朝
物
語
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
（
平
成
九
年
、
世
界
思
想
社
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刊
）
、
田
淵
福
子
著
『
中
世
王
朝
物
語
の
表
現
』
（
平
成
十
一
年
、
世
界

　
思
想
社
刊
）
、
辛
島
正
雄
著
『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
上
・
下
（
平
成
十

　
三
年
、
笠
間
書
院
刊
）
、
神
田
龍
身
・
西
沢
正
史
編
『
中
世
王
朝
物
語
・

　
御
伽
草
子
事
典
』
（
平
成
十
四
年
、
勉
誠
出
版
刊
）
な
ど
が
上
梓
さ
れ
、

　
　
「
中
世
王
朝
物
語
」
の
概
念
が
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
井
源
衛
・

　
稲
賀
敬
二
・
大
槻
修
・
鈴
木
一
雄
・
樋
n
［
芳
麻
呂
・
三
角
洋
一
に
よ
る
座

　
談
会
「
変
貌
す
る
中
世
王
朝
物
語
群
像
」
（
『
リ
ポ
ー
ト
笠
間
』
翫
3
8
、

　
平
成
九
年
十
月
）
参
照
。
な
お
、
平
安
と
鎌
倉
の
物
語
の
連
続
性
へ
の
言

　
及
は
、
今
井
源
衛
「
王
朝
文
学
の
特
質
一
そ
の
広
さ
」
（
『
国
文
学
解
釈
と

　
教
材
の
研
究
』
第
二
十
六
巻
第
十
二
号
、
昭
和
五
十
六
年
九
月
）
な
ど
が

　
早
い
例
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
1
4
）
『
小
夜
衣
』
本
文
の
引
用
は
、
辛
島
正
雄
校
訂
・
訳
注
『
小
夜
衣
』
（
中

　
世
王
朝
物
語
全
集
9
、
平
成
九
年
、
笠
間
書
院
刊
）
に
よ
り
、
（
　
）
内

　
に
適
宜
補
足
説
明
す
る
。

（
1
5
）
『
住
吉
物
語
』
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
（
第
一
部
）

　
　
『
今
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
『
夜
寝
覚
物
語
』
『
海
人
の
刈
藻
』
『
木
幡
の

　
時
雨
』
『
白
露
』
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
な
ど
が
確
実
に
該
当
す
る
。

（
1
6
）
『
住
吉
物
語
』
の
本
文
は
、
稲
賀
敬
二
校
注
「
住
吉
物
語
」
（
『
落
窪
物

　
語
・
住
吉
物
語
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
1
8
、
平
成
元
年
、
岩
波
書
店
刊
）

　
に
よ
る
。
底
本
は
慶
長
古
活
字
十
行
本
。
な
お
、
『
住
吉
物
語
』
に
は
異

　
本
が
多
く
、
諸
本
間
に
大
差
が
あ
る
。
現
在
入
手
し
や
す
い
三
角
洋
一
校

　
注
・
訳
「
住
吉
物
語
」
（
『
住
吉
物
語
・
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
新
編
目

　
本
古
典
文
学
全
集
3
9
、
平
成
十
四
年
、
小
学
館
刊
。
大
東
急
記
念
文
庫
蔵

　
一
位
局
筆
本
）
は
引
用
し
た
本
文
に
比
較
的
近
い
方
だ
が
、
次
の
よ
う
に

　
　
「
末
繁
昌
」
「
め
で
た
さ
」
へ
の
言
及
が
な
い
な
ど
異
同
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
が

　
　
か
く
て
過
ぎ
ゆ
く
ほ
ど
に
、
大
将
殿
は
殿
下
譲
ら
れ
た
ま
ひ
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
ぷ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
む
み

　
　
勢
ひ
並
び
な
し
。
若
君
も
元
服
し
た
ま
ひ
て
、
三
位
の
中
将
と
ぞ
申
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
ス
ノ
ご

　
　
け
る
。
姫
君
十
七
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
年
、
女
御
に
参
り
た
ま
ひ
け
り
。

　
　
じ
じ
ゅ
う
　
　
な
い
し

　
　
侍
従
は
内
侍
に
な
り
、
世
に
人
に
聞
き
し
の
ば
れ
て
ぞ
あ
り
け
る
。
住

　
　
吉
の
姫
君
を
ば
、
北
の
政
所
と
ぞ
申
し
け
る
。
（
二
二
五
頁
）

（
1
7
）
『
住
吉
物
語
』
の
原
作
本
（
古
本
）
の
成
立
は
円
融
朝
（
九
六
九
先
八
四
）
頃
と

　
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
散
逸
し
て
い
る
。
現
存
す
る
の
は
改
作
本
で
、
改

　
作
時
期
は
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
半
頃
ま
で
の
広
い
範
囲
に
諸
説
が
分

　
散
し
て
い
る
（
三
角
洋
一
「
解
説
」
〈
『
住
吉
物
語
・
と
り
か
へ
ば
や
物

　
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
3
9
、
平
成
十
四
年
、
小
学
館
刊
〉
な
ど
参

　
照
）
。
平
安
的
要
素
と
鎌
倉
的
要
素
が
併
存
す
る
王
朝
物
語
で
あ
る
。
ま

　
た
、
原
作
本
と
現
存
本
と
の
差
違
を
微
少
な
も
の
と
す
る
見
解
が
少
な
く

　
な
い
（
上
坂
信
男
著
『
物
語
序
説
』
〈
昭
和
四
十
二
年
、
有
精
堂
刊
〉
な

　
ど
）
。
し
た
が
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
古
い
物
語
の
構
想
と
中
世

　
王
朝
物
語
の
構
想
と
が
混
在
し
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

（
1
8
）
平
林
文
雄
「
我
身
に
た
ど
る
姫
君
の
主
題
」
（
同
著
『
我
身
に
た
ど
る

　
姫
君
（
全
）
』
昭
和
五
十
九
年
、
笠
間
書
院
刊
）
な
ど
参
照
。

（
1
9
）
拙
著
『
歴
史
物
語
と
物
語
文
学
の
相
関
に
関
す
る
研
究
』
（
平
成
六
～

　
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
〈
基
盤
研
究
C
〉
研
究
成
果
報
告
書
、
平
成

　
九
年
三
月
）
参
照
。

（
2
0
）
大
島
建
彦
「
作
品
解
題
」
（
前
掲
書
〈
1
〉
）
。

（
2
1
）
『
文
正
草
子
』
御
伽
草
子
板
本
の
引
用
は
、
市
古
貞
次
校
注
『
御
伽
草

　
子
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
5
8
、
昭
和
三
十
三
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ

　
り
、
（
　
）
内
に
補
足
説
明
を
加
え
、
適
宜
傍
線
を
施
す
。

（
2
2
）
『
竹
取
物
語
』
の
竹
取
の
翁
は
、
物
語
の
初
め
の
方
で
は
自
ら
の
年
齢

　
に
つ
い
て
七
十
歳
を
超
え
て
い
る
と
明
言
す
る
が
、
終
わ
り
の
方
で
は
五

　
十
歳
ば
か
り
と
言
っ
て
い
て
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
竹
取
』
の
瑕
疵

　
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
七
十
歳
の
文
正
が
五
十
歳
程
度
に
見
え
た
と
い

　
う
記
述
と
数
値
が
一
致
す
る
点
が
無
視
で
き
な
い
。
両
作
品
の
影
響
関
係

　
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
論
究
し
な
い
。

（
2
3
）
前
掲
拙
稿
（
1
0
）
。
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（
2
4
）
大
島
建
彦
校
注
・
訳
「
も
の
く
さ
太
郎
」
（
前
掲
書
〈
1
〉
）
一
七
二
頁
。

（
2
5
）
野
坂
家
蔵
『
住
吉
物
語
』
は
、
稲
賀
敬
二
校
注
「
住
吉
物
語
」
（
『
落

　
窪
物
語
・
住
吉
物
語
』
新
目
本
古
典
文
学
大
系
1
8
、
平
成
元
年
、
岩
波
書

　
店
刊
）
よ
り
引
用
し
、
傍
線
を
付
す
。

（
2
6
）
こ
の
作
品
は
現
存
す
る
が
、
平
安
時
代
末
期
頃
の
原
作
本
（
散
逸
）
を

　
鎌
倉
時
代
後
半
以
降
に
改
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
三
角
洋
一

　
　
「
海
人
の
刈
藻
」
（
『
物
語
文
学
』
前
掲
〈
1
2
〉
）
、
阿
部
好
臣
「
あ
ま
の

　
か
る
も
」
（
藤
井
貞
和
編
『
王
朝
物
語
必
携
』
別
冊
国
文
学
第
3
2
号
、
学

　
燈
社
、
昭
6
2
・
9
）
、
室
城
秀
之
「
あ
ま
の
か
る
も
物
語
」
（
三
谷
栄
一

　
編
『
物
語
文
学
の
系
譜
H
鎌
倉
物
語
1
』
体
系
物
語
文
学
史
第
4
巻
、

　
平
成
元
年
、
有
精
堂
刊
）
な
ど
参
照
。

（
2
7
）
『
海
人
の
刈
藻
』
の
引
用
は
、
妹
尾
好
信
校
訂
．
訳
『
海
人
の
刈
藻
』

　
　
（
中
世
王
朝
物
語
全
集
2
、
平
成
七
年
、
笠
間
書
院
刊
）
に
よ
り
、
（
　
）

　
内
に
補
足
説
明
を
加
え
、
適
宜
傍
線
を
施
す
。

（
2
8
）
辛
島
正
雄
「
解
題
」
（
前
掲
書
〈
1
4
〉
）
、
斎
藤
菜
穂
子
「
小
夜
衣
」
（
『
中

　
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
前
掲
〈
2
〉
）
な
ど
参
照
。

（
2
9
）
『
海
人
の
刈
藻
』
に
も
、
継
父
母
と
継
子
の
関
係
が
描
か
れ
る
が
、
こ

　
れ
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
す
る
。

（
3
0
）
三
角
洋
一
「
岩
屋
の
草
子
」
（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
一
巻
、

　
昭
和
五
十
八
年
、
岩
波
書
店
刊
）
、
濱
中
修
「
室
町
時
代
物
語
（
御
伽
草

　
子
）
」
（
『
日
本
古
典
文
学
研
究
史
大
事
典
』
平
成
九
年
、
勉
誠
社
刊
）
な

　
ど
参
照
。

（
3
1
）
『
岩
屋
の
草
子
』
の
引
用
は
、
秋
谷
治
校
注
「
岩
屋
の
草
子
」
（
『
室
町

　
物
語
集
上
』
新
目
本
古
典
文
学
大
系
5
4
、
平
成
元
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に

　
よ
る
。

（
3
2
）
伊
藤
慎
吾
「
岩
屋
の
草
子
」
（
『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』

　
前
掲
〈
2
〉
）
参
照
。

（
3
3
）
徳
田
和
夫
「
秋
月
物
語
」
（
『
物
語
文
学
』
前
掲
〈
1
2
〉
）
な
ど
参
照
。

（
3
4
）
『
落
窪
物
語
』
の
引
用
は
、
三
谷
栄
一
・
三
谷
邦
明
校
注
．
訳
「
落
窪

　
物
語
」
（
『
落
窪
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
7
、

　
平
成
十
二
年
、
小
学
館
刊
）
に
よ
り
、
（
　
）
内
に
補
足
説
明
を
加
え
、

　
適
宜
傍
線
を
施
す
。

（
％
）
本
稿
で
引
用
し
た
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
三
谷
栄
一
．
三
谷
邦
明

　
校
訂
）
の
底
本
（
実
践
女
子
大
学
図
書
館
常
磐
松
文
庫
所
蔵
旧
安
田
文
庫

　
　
　
　
　
　
す
　
け

　
本
）
に
は
「
典
侍
は
」
の
と
こ
ろ
「
て
ん
や
く
の
す
け
は
」
と
あ
る
が
、

　
校
訂
者
が
改
め
て
い
る
。
松
尾
聰
校
注
「
落
窪
物
語
」
（
『
落
窪
物
語
．

　
堤
中
納
言
物
語
』
日
本
古
典
文
学
大
系
1
3
、
昭
和
三
十
二
年
、
岩
波
書
店

　
刊
。
底
本
は
寛
政
六
年
刊
記
の
木
活
字
本
）
で
は
「
内
侍
の
す
け
は
」
と

　
し
な
が
ら
、
前
文
の
「
今
は
内
侍
の
す
け
な
る
べ
し
」
と
そ
の
後
「
二
百

　
ま
で
生
け
る
」
と
の
「
時
」
が
矛
盾
す
る
点
な
ど
か
ら
こ
の
部
分
を
後
人

　
の
補
筆
と
推
定
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
諸
注
は
二
百
歳
の
長
寿
者

　
は
あ
こ
ぎ
で
あ
り
、
「
典
薬
助
」
は
誤
写
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
一
方
、
藤
井
貞
和
「
落
窪
物
語
解
説
」
（
『
落
窪
物
語
・
住
吉
物
語
』
前

　
掲
〈
器
〉
）
に
は
、
典
薬
助
が
没
し
た
と
い
う
の
が
「
死
に
け
り
」
不
確

　
か
な
伝
承
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
本
当
は
典
薬
助
は

　
生
き
て
い
て
、
な
ん
と
二
百
ま
で
生
き
て
い
る
と
か
言
う
こ
と
だ
」
と
い

　
う
終
わ
り
方
を
し
て
い
る
可
能
性
が
重
視
さ
れ
、
新
目
本
古
典
文
学
大
系

　
　
〈
2
5
〉
の
本
文
も
「
典
薬
助
」
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

　
こ
の
結
末
の
一
文
は
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場

　
合
で
も
栄
華
を
「
見
る
」
者
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
本
稿

　
の
論
旨
に
矛
盾
し
な
い
。

（
3
6
）
前
掲
拙
稿
（
1
0
）
。

（
3
7
）
『
大
鏡
』
の
引
用
は
、
橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
・
訳
『
大
鏡
』
（
新

　
編
目
本
古
典
文
学
全
集
3
4
、
平
成
八
年
、
小
学
館
刊
）
に
よ
る
。

一
九
頁
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