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職
能
と
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の
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一
、
嫌
悪
さ
れ
る
作
者
、
嫌
悪
さ
れ
る
作
品

　

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
『
枕
草
子
』
月
報
に
︑
作
家
の
田
辺
聖
子

氏
が
興
味
深
い
文
章
を
寄
せ
て
い
る
︒「
魅
惑
の
女
・
清
少
納
言
」
と
題
す
る
そ

れ
は
︑
い
か
に
も
田
辺
氏
ら
し
い
筆
で
︑『
枕
草
子
』
の
魅
力
を
紹
介
す
る
内
容
︒

『
枕
』
の
み
な
ら
ず
︑『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
多
く
の
古
典
作
品
に
も
精
通
し
︑

な
お
か
つ
洒
脱
な
眼
を
も
っ
て
世
相
を
描
く
こ
と
を
身
上
と
し
た
小
説
家
な
ら
で

は
の
︑
鋭
い
感
性
が
感
じ
ら
れ
て
︑
短
い
な
が
ら
味
わ
い
の
あ
る
作
品
論
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
︑そ
の
冒
頭
近
く
で
︑氏
は
昭
和
五
〇
年
代
以
前
の『
枕
草
子
』

論
の
あ
り
方
に
対
し
て
︑
な
か
な
か
手
厳
し
い
評
を
下
し
て
い
る
︒

　

氏
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
小
説『
む
か
し
・
あ
け
ぼ
の
』
執
筆
に
あ
た
り
︑

資
料
と
し
て
目
を
通
し
た
研
究
書
は
︑
注
釈
書
・
評
論
を
問
わ
ず
︑「
信
じ
ら
れ
な

い
よ
う
な
清
少
納
言
へ
の
冷
評
が
多
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
︒

　
　
　

中
に
は
男
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
い
い
た
い
ほ
ど
の
感
情
的
な
文
章
で
︑
清
少

納
言
を
罵
倒
す
る
評
論
家
も
あ
っ
た
︒
当
時
は
ま
だ
女
流
文
筆
家
の
数
も
少

な
く
︑
古
典
エ
ッ
セ
ー
や
︑
大
衆
啓
蒙
的
古
典
案
内
の
筆
を
と
る
の
は
︑
男

性
文
筆
家
が
断
然
︑
多
か
っ
た
︒

　
　
　

さ
て
清
女
が
男
性
か
ら
嫌
忌
さ
れ
る
理
由
の
第
一
は
︑
お
し
な
べ
て
彼
女

の
自
己
顕
示
欲
に
あ
る
ら
し
い
︒
ス
タ
イ
リ
ス
ト
で
切
れ
者
の
高
官
︑
藤
原

斉
信
や
︑
当
代
一
流
の
文
化
人
藤
原
公
任
と
互
角
に
渡
り
合
っ
て
︑
彼
ら
に

︿
や
ら
れ
た
！
﹀
と
叫
ば
せ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
︑︿
得
々
と
書
い
て
自
慢
し

て
い
る
浅
は
か
さ
が
見
る
に
堪
え
な
い
﹀
と
い
う
の
だ
︒
少
々
の
学
問
素
養

が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
ひ
け
ら
か
す
の
は
生
意
気
だ
︑
と
い
う
口
吻

で
あ
っ
た
︒

　

実
際
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
を
︑「
清
少
納
言
」
と
い
う
作
者
の
人
と
な
り
に

収
斂
さ
せ
た
上
で
︑
そ
の
作
品
と
し
て
の
価
値
を
否
定
す
る
よ
う
な
論
が
圧
倒
的

な
多
数
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
か
つ
て『
枕
草
子
大
事
典
』
に
お
い
て「
研
究
・
評

論
史
」
を
概
観
し
た
折
に
︑
筆
者
自
身
が
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は

昭
和
五
二
年
一
一
月
刊
行
の『
解
釈
と
鑑
賞
』
に
収
め
ら
れ
た
中
野
孝
次
氏
の「
平

安
朝
の
メ
エ
ト
レ
ス
た
ち
」
と
い
う
文
章
を
採
り
上
げ
︑
当
時
の
『
枕
草
子
』
研

究
の
置
か
れ
た
状
況
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
︒

　

氏
は
︑『
紫
式
部
日
記
』
の
清
少
納
言
評
と
し
て
知
ら
れ
る
︑
次
の
ご
と
き
一
節

を
踏
ま
え
︑
少
納
言
の
こ
と
を
「
一
言
で
い
っ
て
実
に
い
や
な
女
」
と
切
っ
て
捨

て
る
︒

　
　
　

「
清
少
納
言
こ
そ
︑
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
︒
さ
ば
か
り
賢さ

か

し
だ
ち
真
名
書
き
ち
ら
し
て
侍
る
ほ
ど
も
︑
よ
く
見
れ
ば
︑
ま
だ
い
と
堪
へ

ぬ
こ
と
お
ほ
か
り
︒
か
く
人
に
異
な
ら
む
と
思
ひ
こ
の
め
る
人
は
︑
必
ず
見

お
と
り
し
︑
行
末
う
た
て
の
み
は
べ
れ
ば
」︵
校
注
日
本
文
学
大
系
︑
昭
和
十
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二
年
本
に
よ
る
⎠
1
⎝

︶

そ
の
上
で
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
を
︑「
あ
さ
は
か
な
古
典
」
と
言
い
落
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒

　
　
　

さ
て
︑
そ
ん
な
わ
け
で
私
は
『
枕
草
子
』
な
ど
今
後
二
度
と
読
む
こ
と
も

な
か
ろ
う
し
︑
今
回
こ
の
文
章
を
ひ
き
う
け
た
の
も
︑
こ
ん
な
も
の
が
古
典

の
名
で
何
度
で
も
「
時
を
得
顔
」
に
復
活
し
て
く
る
︑
そ
れ
が
ど
ん
な
く
だ

ら
ぬ
こ
と
か
を
確
か
め
る
た
め
以
外
の
目
的
が
あ
っ
て
で
は
な
か
っ
た
︱
︱

後
略

　

こ
こ
ま
で
の
激
烈
な
罵
倒
で
は
な
い
に
し
て
も
︑「
清
少
納
言
に
は
人
格
的
な
欠

陥
が
あ
る
︑そ
れ
ゆ
え『
枕
草
子
』
も
作
品
と
し
て
低
級
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
は
︑

多
か
れ
少
な
か
れ
︑『
枕
草
子
』
に
否
定
的
な
論
の
ほ
と
ん
ど
に
︑
共
通
し
て
見
出

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
中
野
氏
個
人
が
自
ら
の
価
値
観
に
照
ら
し
て
︑
作
品
の

好
悪
を
論
じ
る
の
は
︑
は
っ
き
り
言
っ
て
論
者
の
勝
手
で
あ
ろ
う
︒
む
し
ろ
問
題

は
︑『
枕
草
子
』
の
特
集
号
と
し
て
編
ま
れ
た
こ
の
雑
誌
が
︑
対
象
の
作
品
を
「
こ

ん
な
も
の
」
呼
ば
わ
り
す
る
︑
こ
の
よ
う
な
文
章
を
組
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
事

実
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
︑
読
む
に
値
し
な
い
古
典
と
し
て
こ
の
作
品
を

位
置
付
け
よ
う
と
す
る
︑
五
〇
年
代
ま
で
の
研
究
の
姿
勢
が
︑
さ
な
が
ら
透
か
し

模
様
の
ご
と
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
こ
う
し
た
『
枕
草
子
』
誹
謗
論
の
源
流
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
は
︑
中
野
氏
の
文
章
に
お
い
て
も
引
用
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
︑
藤
岡
作
太
郎

氏『
国
文
学
全
史　

平
安
朝
篇
』
の
中
の『
枕
草
子
』
論
で
あ
ろ
う
︒

　
　
　

多
く
の
記
事
は
自
讃
に
充
ち
て
︑
清
少
納
言
が
驕
慢
の
性
を
表
せ
り
︒
そ

の
自
讃
は
概
ね
己
が
学
識
に
関
し
︑そ
の
艶
容
麗
色
に
誇
る
が
如
き
こ
と
は
︑

殆
ど
見
る
べ
か
ら
ず
︒
思
う
に
清
少
納
言
は
蛾
眉
朱
唇
︑
花
の
姿
あ
る
に
あ

ら
ず
︑
も
と
よ
り
和
泉
式
部
が
大お

お
ぬ
さ幣
の
引
く
手
数あ

ま

た多
な
る
類
に
も
あ
ら
ず
︑

御
堂
殿
に
音
な
わ
る
ゝ
紫
式
部
に
も
及
ば
ず
︑
鏡
中
の
影
に
山
鳥
な
ら
ぬ

木ず

く菟
の
︑己
が
姿
を
喜
ぶ
能
わ
ざ
り
し
な
る
べ
し
︒
そ
の
契
り
か
わ
し
し
人
︑

さ
き
に
は
修す

り

の理
介す
け
の
り
み
つ

則
光
あ
れ
ど
も
︑
愚
直
に
し
て
文
才
な
き
を
以
て
︑
こ
れ

を
斥
け
て
わ
が
耦ぐ

う

と
せ
ず
︒
藤
原
斉
信
︑
同
行
成
は
才
貌
抜
群
の
殿
上
人
︑

ま
た
た
だ
な
る
中
に
も
あ
ら
ね
ど
︑
か
れ
ら
が
少
納
言
を
愛
す
る
は
︑
そ
の

学
識
を
め
ず
る
も
の
に
し
て
︑
そ
の
容
貌
を
愛
す
る
に
あ
ら
ず
︒
少
納
言
が

斉
信
に
並
ん
で
は
︑
わ
れ
な
が
ら
疎
ま
し
き
ほ
ど
︑
齢
過
ぎ
︑
姿
揚
ら
ざ
る

由
は
︑己
が
筆
に
こ
れ
を
言
え
り
︒
さ
れ
ば
女
性
に
通
有
な
る
虚
飾
の
念
に
︑

少
納
言
が
深
く
み
ず
か
ら
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
は
︑
そ
の
才
識
に
あ
り
︒
詩

文
に
明
ら
か
に
︑
名
句
を
暗
ん
じ
︑
穎
才
表
に
顕
わ
れ
︑
傲
慢
人
を
凌
ぐ
性

は
︑
篇
中
至
る
と
こ
ろ
に
見
ゆ
︒
さ
れ
ば
こ
そ
紫
式
部
日
記
に
評
し
て
︑「
清

少
納
言
こ
そ
し
た
り
顔
に
︑
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
︑
さ
ば
か
り
さ
か
し
だ

ち
︑
真
名
書
き
ち
ら
し
て
侍
る
程
も
︑
よ
く
見
れ
ば
ま
だ
い
と
堪
へ
ぬ
こ
と

多
か
り
」
と
い
い
︑
ま
た
栄
華
物
語
に
も
「
清
少
納
言
な
ど
い
で
あ
ひ
て
︑

せ
う
〳
〵
の
若
き
人
な
ど
に
も
ま
さ
り
て
︑
を
か
し
う
ほ
こ
り
か
な
る
け
は

ひ
」
と
い
え
る
な
れ
︒

 

︿
藤
岡
作
太
郎　

『
国
文
学
全
史
２　

平
安
朝
篇
』　

第
三
期　

第
七
章
枕
草
紙
﹀

　

氏
の
言
う
と
こ
ろ
︑『
枕
草
子
』
に
は
「
自
讃
」
の
記
事
が
あ
ふ
れ
て
い
る
が
︑

そ
の
自
讃
は
「
己
が
学
識
に
関
」
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
作
品
に
充
ち
る
そ
の
よ
う

な
衒
学
的
記
述
は
︑「
清
少
納
言
が
驕
慢
の
性
」「
傲
慢
人
を
凌
ぐ
性
」
を
あ
ら
わ
す

も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
指
摘
は
先
述
し
た
ご
と
く
︑
そ
の
後
の
緒
論
に
異
口
同
音
に
く
り
返
さ
れ

て
い
く
感
が
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
藤
岡
氏
の
論
そ
の
も
の
は
︑
以
下
の
ご
と
く
清

少
納
言
の
文
才
や
作
品
の
価
値
全
体
を
否
定
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
︑

田
辺
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
男
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
」
的
評
論
に
比
べ
れ
ば
︑
は
る
か
に
理

性
的
で
あ
っ
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
　
　

さ
ば
れ
清
少
納
言
は
平
安
朝
第
一
流
の
大
家
た
る
に
耻
じ
ず
︒
そ
の
折
に

ふ
れ
て
書
き
捨
て
た
る
枕
草
紙
は
︑
紫
式
部
が
苦
心
惨
憺
た
る
源
氏
物
語
と

対
比
す
べ
く
︑
長
短
相
反
し
た
る
と
こ
ろ
︑
ま
た
頗
る
見
る
べ
し
︒
少
納
言

は
趣
味
に
富
み
︑
よ
く
物
の
雅
俗
美
醜
を
弁
ず
︒
そ
の
山
川
草
木
を
品
し
︑
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世
の
有
象
無
象
を
を
評
し
た
る
︑
所
言
肯こ
う
け
い綮
に
中あ
た

り
︑
案
を
拍う

っ
て
歎
称
せ

ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
あ
り
︒

二
、
日
記
的
章
段
に
お
け
る
漢
文
引
用

　

清
少
納
言
が
「
艶
容
麗
色
」
な
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
︑
才
識
を
誇
る
し
か
な
か
っ

た
と
い
う
藤
岡
氏
の
論
理
は
さ
て
お
き
︑「
藤
原
斉
信
︑
同
行
成
」
と
い
っ
た
「
才

貌
抜
群
の
殿
上
人
」
た
ち
が
︑
彼
女
の
「
学
識
」
を
愛
し
た
と
い
う
こ
と
は
︑
確

か
に
作
中
の
︑
い
わ
ゆ
る
日
記
的
章
段
の
う
ち
に
い
く
つ
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
︒

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
︑
平
安
時
代
の
作
品
を
対
象
に
「
学
識
」
と
言

い
「
才
識
」
と
言
う
時
︑
そ
れ
は
具
体
的
に
は
漢
文
学
の
知
識
の
こ
と
を
指
す
と

い
う
の
が
常
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑「
学
識
に
関
」
す
る
「
自
讃
」
と
い
う
藤
岡

氏
の
指
摘
に
相
当
す
る
箇
所
は
︑
い
わ
ゆ
る
日
記
的
章
段
に
お
い
て
︑
中
宮
定
子

や
主
家
の
人
々
︑
殿
上
人
た
ち
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
漢
籍
を
踏
ま
え
た
や
り
と

り
の
こ
と
を
︑
主
と
し
て
指
し
て
い
よ
う
︒
そ
れ
ら
の
記
事
に
お
い
て
は
︑
清
少

納
言
と
相
手
と
の
や
り
取
り
の
中
で
適
宜
に
引
用
さ
れ
る
漢
詩
文
の
一
節
が
︑

人
々
の
賞
讃
を
浴
び
る
と
い
う
展
開
が
一
般
的
で
あ
る
︒

　

ち
な
み
に
日
記
的
章
段
の
中
に
︑
清
少
納
言
が
漢
詩
文
を
引
い
た
発
言
を
し
て

い
る
章
段
は
一
四
あ
る
︒
う
ち
一
段
中
に
二
例
の
発
言
を
含
ん
で
い
る
場
合
が
二

段
あ
る
の
で
︑
全
部
で
一
六
の
用
例
を
数
え
る
わ
け
で
あ
る
︒

　

そ
の
一
六
例
中
︑
平
生
昌
邸
の
門
の
小
さ
さ
を
難
じ
︑『
漢
書
』
于
定
国
の
故
事

を
引
い
て
︑
行
啓
供
奉
の
女
房
車
が
入
ら
な
い
と
文
句
を
言
い
掛
け
た
「
大
進
生

昌
が
家
に
」
の
段
や
︑琵
琶
を
立
て
て
顔
を
隠
し
た
中
宮
の
仕
草
を
︑『
白
氏
文
集
』

「
琵
琶
行
」
を
引
き
合
い
に
褒
め
た
た
え
た「
上
の
御
局
の
御
簾
の
前
に
て
」
の
段

な
ど
︑少
納
言
の
方
か
ら
漢
詩
文
を
踏
ま
え
て
発
言
し
て
い
る
場
合
は
三
例
の
み
︒

　

他
の
一
三
例
は
︑
い
ず
れ
も
会
話
の
相
手
側
か
ら
言
葉
を
か
け
ら
れ
て
︑
返
答

し
た
例
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
相
手
か
ら
の
発
信

を
受
け
て
の
漢
文
引
用
が
特
徴
で
あ
っ
て
︑「
清
少
納
言
が
驕
慢
の
性
」「
傲
慢
人
を

凌
ぐ
性
」
と
い
う
評
言
が
も
た
ら
す
︑
自
ら
進
ん
で
才
学
を
見
せ
び
ら
か
す
よ
う

な
︑
強
烈
な
衒
学
的
姿
勢
の
印
象
と
は
相
容
れ
な
い
実
態
な
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
中
に
は
名
高
い
香
炉
峰
の
雪
の
風
流
譚
︵「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」

段
︶
の
よ
う
に
︑
漢
詩
文
引
用
に
よ
る
表
現
︵
発
言
な
り
︑
手
紙
な
り
︶
を
相
手

の
方
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
漢
詩
文
以
外
の
形
で
言
い
掛
け
ら

れ
た
返
答
と
し
て
︑
漢
詩
文
の
引
用
で
切
り
返
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
前
者
の

場
合
が
八
例
︒
後
者
は
五
例
で
あ
り
︑
こ
れ
に
は
︑
た
と
え
ば
殿
上
人
が
落
花
し

た
梅
の
枝
を
送
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
︑
紀
長
谷
雄
の
詩
句
を
も
っ
て
「
早
く
落

ち
に
け
り
」
と
返
答
し
た
「
殿
上
よ
り
︑
梅
の
」
の
段
︑
藤
原
行
成
か
ら
の
後
朝

め
か
し
た
手
紙
に
︑『
史
記
』「
孟
嘗
君
列
伝
」
を
踏
ま
え
て
返
事
を
し
た
「
頭

と
う
の

弁べ
ん

の

職し
き

に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
」
の
段
︑
職
し
き
の

御み

ぞ

う

し

曹
司
の
御
簾
の
下
か
ら
呉
竹
を
差
し
入
れ

て
き
た
殿
上
人
に
︑『
晋
書
』「
王
徽
之
伝
」
の
故
事
に
よ
っ
て
「
此
の
君
」
と
応
じ

た「
五
月
ば
か
り
︑
月
も
な
う
」
の
段
な
ど
が
あ
る
︒

　

い
ず
れ
の
場
合
も
︑
当
意
即
妙
の
呼
吸
の
良
さ
が
う
か
が
え
る
返
答
ぶ
り
に
眼

目
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
踏
ま
え
ら
れ
た
漢
籍
の
難
解
さ
や
︑
他
人
の
知
り
得
ぬ

所
に
ま
で
及
ぶ
知
識
の
豊
富
さ
な
ど
を
誇
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
︒
い
た
ず
ら

に
自
ら
の
学
識
を
振
り
か
ざ
し
て
相
手
を
沈
黙
さ
せ
︑
場
を
し
ら
け
さ
せ
る
よ
う

な
性
格
の
も
の
で
は
な
く
︑
会
話
の
中
で
相
互
に
共
有
し
︑
楽
し
む
こ
と
を
目
的

と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑「
清
少
納
言
が
驕
慢
の

性
」「
傲
慢
人
を
凌
ぐ
性
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
類
の
言
動
で
は
︑
決
し
て
な
い
の

で
あ
る
︒

　

定
子
中
宮
に
伺
候
す
る
女
房
と
し
て
︑
主
家
の
人
々
と
対
話
す
る
こ
と
や
︑
後

宮
を
訪
れ
る
客
人
と
の
応
対
に
あ
た
る
こ
と
は
重
要
な
職
務
で
あ
っ
た
︒
時
に
は

話
題
が
風
流
韻
事
に
わ
た
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
し
く
︑
和
歌
で
あ
ろ
う
と
漢
籍

で
あ
ろ
う
と
︑
必
要
に
応
じ
て
自
在
に
使
い
こ
な
せ
る
だ
け
の
教
養
が
︑
女
房
に

は
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

　

視
点
を
換
え
れ
ば
︑
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
︑
知
識
の
「
広
さ
」
と
そ
の
臨
機

職能としての漢才
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応
変
な
応
用
力
な
の
で
あ
っ
て
︑「
深
さ
」
で
は
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
︒
社
交
の

場
に
お
い
て
必
要
と
せ
ら
れ
た
も
の
は
︑沈
思
熟
考
型
の
哲
学
的
思
考
で
は
な
い
︒

一
座
を
盛
り
上
げ
︑
和
ま
せ
る
︑
い
わ
ゆ
る「
座
持
ち
」
の
能
力
な
の
で
あ
っ
た
︒

　

つ
ま
り
女
房
と
い
う
職
種
に
と
っ
て
︑「
学
識
」
の
提
示
は
社
交
上
の
手
段
な
の

で
あ
っ
て
︑
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
︒『
枕
草
子
』
日
記
的
章

段
の
中
の
漢
文
引
用
は
︑
か
よ
う
な
特
質
を
持
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
注
目

し
た
い
の
で
あ
る
︒

　

本
稿
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
︑「
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
」
の
段
を
採

り
上
げ
て
︑
殿
上
人
ら
が
愛
し
た
と
い
う
清
少
納
言
の
「
学
識
」
の
特
質
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
︒

三
、
斉
信
か
ら
の
試
問

　

清
少
納
言
と
頭
中
将
藤
原
斉
信
と
の
仲
た
が
い
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
段
は
書
き

起
こ
さ
れ
て
い
る
︒

　
　
　

頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
︑
い
み
じ
う
言
ひ
落
と
し
︑「
な

に
し
に
人
と
思
ひ
ほ
め
け
む
」
な
ど
︑
殿
上
に
て
い
み
じ
う
な
む
の
た
ま
ふ

と
聞
く
に
も
︑
は
づ
か
し
け
れ
ど
︑「
ま
こ
と
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
︑
お
の
づ

か
ら
聞
き
な
ほ
し
た
ま
ひ
て
む
」
と
笑
ひ
て
あ
る
︙
︙

　

斉
信
が
清
少
納
言
に
関
す
る
根
も
葉
も
な
い
陰
口
を
真
に
受
け
︑
殿
上
で
も
︑

彼
女
の
こ
と
を
散
々
悪
し
ざ
ま
に
言
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒「
な
に
し
に

人
と
思
ひ
ほ
め
け
む
」
と
は
︑あ
ん
な
者
を
︑何
ゆ
え
に
ひ
と
か
ど
の
人
間
と
思
っ

て
︑
今
ま
で
ほ
め
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
意
味
︒
具
体
的
な
こ
と
に
は
全

く
触
れ
ら
れ
な
い
の
だ
が
︑
く
だ
ん
の
「
そ
ら
言
」
は
︑
相
当
に
斉
信
を
立
腹
さ

せ
た
内
容
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

そ
ん
な
噂
を
聞
い
て
︑
清
少
納
言
も
き
ま
り
悪
い
思
い
だ
っ
た
が
︑
だ
か
ら
と

言
っ
て
︑
事
実
な
ら
ば
こ
そ
弁
明
で
も
謝
罪
で
も
し
よ
う
が
︑
い
わ
れ
も
な
い
の

に
こ
ち
ら
か
ら
詫
び
る
と
い
う
の
も
お
か
し
な
話
だ
︒
ま
あ
︑
そ
の
う
ち
に
は
彼

も
自
然
と
思
い
直
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
︑
そ
れ
ま
で
は
静
観
し
て
い
よ
う
と
腹
を

決
め
て
︑
笑
っ
て
過
ご
し
て
い
た
の
だ
っ
た
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
斉
信
の
機
嫌
は
な
か
な
か
直
ら
な
い
︒
清
涼
殿
上う

え

の
御み
つ
ぼ
ね局
の
近
く

を
通
る
時
に
も
︑
中
宮
御
前
に
少
納
言
の
声
な
ど
が
す
る
と
︑
袖
で
顔
を
隠
し
て

こ
ち
ら
を
見
よ
う
と
も
し
な
い
と
い
う
極
端
な
拒
絶
︒
そ
う
な
る
と
少
納
言
の
方

で
も
意
地
に
な
っ
て
︑
言
い
訳
め
い
た
こ
と
は
何
一
つ
口
に
出
さ
な
い
︒
露
骨
に

不
快
感
を
表
す
斉
信
の
態
度
を
も
︑
見
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
︒

　

ど
れ
く
ら
い
か
そ
ん
な
状
況
が
続
い
た
後
で
︑
二
月
の
末
ご
ろ
︱
︱
と
言
っ
て

も
︑
旧
暦
で
あ
る
か
ら
︑
今
で
言
え
ば
三
月
の
末
ご
ろ
︑
花
の
季
節
で
あ
る
が
︑

ひ
ど
く
雨
の
降
る
夜
の
こ
と
︑
清
少
納
言
が
自
室
か
ら
中
宮
御
前
へ
上
が
っ
て
み

る
と
︑
思
い
が
け
な
く
︑
主と

の

殿も
り
づ
か
さ

司
を
遣
わ
し
て
斉
信
か
ら
手
紙
が
届
け
ら
れ
る
︒

　
　
　

見
れ
ば
青
き
薄
様
に
︑
い
と
清
げ
に
書
き
た
ま
へ
り
︒
心
と
き
め
き
し
つ

る
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
︒「
蘭
省
花
時
錦
帳
下
」
と
書
き
て
︑「
末
は
い

か
に
︑
末
は
い
か
に
」
と
あ
る
を
︑「
い
か
に
か
は
す
べ
か
ら
む
︒
御ご

ぜ

ん前
お
は

し
ま
さ
ば
︑
御
覧
ぜ
さ
す
べ
き
を
︑
こ
れ
が
末
を
知
り
顔
に
︑
た
ど
た
ど
し

き
真ま

ん

な名
書
き
た
ら
む
も
い
と
見
苦
し
」
と
思
ひ
ま
は
す
ほ
ど
も
な
く
︑
責
め

ま
ど
は
せ
ば
︑
た
だ
そ
の
奥
に
︑
炭す

櫃び
つ

に
︑
消
え
炭
の
あ
る
し
て
︑「
草
の
庵

を
誰
か
た
づ
ね
む
」
と
書
き
つ
け
て
取
ら
せ
つ
れ
ど
︑
ま
た
返
り
事
も
言
は

ず
︒

　

手
紙
は「
青
き
薄
様
に
︑い
と
清
げ
に
書
き
」
つ
け
ら
れ
て
い
た
︒「
青
き
」
は
︑

こ
の
場
合
︑
緑
色
を
指
そ
う
︒「
草
庵
」
か
ら
の
連
想
と
思
し
い
︒「
薄
様
」
と
い

う
の
は
︑
ご
く
薄
手
に
漉
い
た
鳥
の
子
紙
で
︑
恋
文
や
親
し
い
人
と
の
趣
味
的
な

や
り
と
り
な
ど
に
用
い
る
高
級
紙
で
あ
る
︒
二
枚
重
ね
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多

く
︑
装
束
の
襲
の
色
目
同
様
に
︑
季
節
の
草
花
の
彩
り
に
見
立
て
ら
れ
る
︒
ま
た

こ
の
紙
は
薄
い
割
に
丈
夫
で
︑
手
紙
の
料
紙
と
さ
れ
る
場
合
︑
で
き
る
だ
け
細
く

巻
く
の
が
風
流
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
斉
信
か
ら
の
手
紙
の
料
紙
が
重
ね
ら
れ

て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
し
ろ
細
く
巻
い
た
う
え
で
︑

結
ん
で
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
︒

藤　本　宗　利
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し
た
が
っ
て
外
観
か
ら
し
て
︑
手
紙
が
公
的
な
内
容
で
あ
る
は
ず
も
な
く
︑
受

け
取
っ
た
側
か
ら
す
れ
ば
︑
彼
か
ら
の
私
的
な
消
息
文
で
あ
る
こ
と
は
た
だ
ち
に

了
解
で
き
た
は
ず
で
あ
る
︒こ
の
と
こ
ろ
の
彼
と
の
気
ま
ず
い
状
況
か
ら
考
え
て
︑

わ
ざ
わ
ざ
手
紙
を
し
た
た
め
て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
︑
今
以
上
に
関
係
が
悪
化
す

る
よ
う
な
内
容
︱
︱
た
と
え
ば
絶
交
宣
言
の
ご
と
き
︱
︱
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
︒

と
な
れ
ば
︑
仲
た
が
い
の
原
因
と
な
っ
た
誤
解
が
解
け
た
と
い
う
よ
う
な
経
緯
を

述
べ
て
︑
そ
れ
と
な
く
仲
直
り
を
求
め
る
よ
う
な
内
容
を
推
量
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
︒

　

だ
か
ら
こ
そ
そ
の
よ
う
な
込
み
入
っ
た
個
人
的
な
内
容
の
文
を
︑
朋
輩
女
房
た

ち
の
前
で
開
け
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
︑
彼
女
は
い
っ
た
ん
手
紙
を
懐
に
入
れ
て
︑

使
い
は
帰
し
た
と
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
主
殿
司
は
す
ぐ
に
戻
っ
て
来
て
︑
た
だ
ち
に

返
事
を
よ
こ
す
か
︑
さ
も
な
く
ば
最
前
の
手
紙
を
返
し
て
く
れ
と
い
う
口
上
を
伝

え
る
︒
し
か
た
な
く
開
い
て
み
た
ら
︑書
い
て
あ
っ
た
の
は
く
だ
ん
の
詩
句
の
み
︒

予
想
さ
れ
た
よ
う
な
仲
直
り
に
関
す
る
内
容
は
一
言
も
な
い
︒「
心
と
き
め
き
し

つ
る
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
」
と
い
う
の
は
︑
そ
う
い
う
事
情
を
踏
ま
え
て
い

よ
う
︒

　

「
蘭
省
花
時
錦
帳
下
」
と
は
︑『
白
氏
文
集
』
の「
廬
山
夜
雨
独
宿　

寄
牛
二
・
李

七
・
庾
三
十
二
員
外
」
と
題
す
る
詩
の
一
節
︒「
廬
山
雨
夜
草
庵
中
」
と
対
句
と

な
っ
て
い
る
︒「
蘭
省
」
と
は
尚
書
省
の
こ
と
︒
詩
句
の
意
味
は「
牛
二
・
李
七
・

庾
三
十
二
な
ど
と
い
っ
た
旧
友
た
ち
は
︑
尚
書
省
の
役
人
と
し
て
︑
今
こ
の
時
に

天
子
の
錦
の
帳

と
ば
り

の
も
と
に
侍
し
︑
華
や
い
だ
生
活
を
送
っ
て
い
よ
う
が
︑
自
分
は

都
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
の
廬
山
の
麓
に
庵
を
結
ん
で
︑
独
り
寂
し
く
夜
の
雨
に
降

り
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
よ
」
と
い
う
と
こ
ろ
︒
自
ら
の
境
涯
の
転
変
を
嘆
い
た

内
容
で
あ
る
︒

　

こ
の
や
り
と
り
は「
二
月
つ
ご
も
り
方
︑
い
み
じ
う
雨
降
り
て
つ
れ
づ
れ
な
る
」

夜
の
こ
と
と
あ
る
︒
二
月
末
ご
ろ
と
い
う
時
期
が
︑
詩
句
の
「
蘭
省
花
時
」
に
呼

応
し
て
お
り
︑「
廬
山
雨
夜
」
の
句
が
当
日
の
天
候
・
時
刻
と
ま
さ
に
重
な
っ
て
い

る
点
は
注
意
し
た
い
︒
つ
ま
り
こ
の
詩
句
は
︑
こ
の
夜
の
問
答
に
用
い
ら
れ
る
の

に
︑
見
事
な
ほ
ど
に
ふ
さ
わ
し
い
趣
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

　

こ
の
手
紙
︑
文
言
の
み
を
見
れ
ば
︑
対
句
の
一
方
を
掲
げ
て
「
末
は
い
か
に
」

と
記
す
の
で
あ
る
か
ら
︑
い
か
に
も
露
骨
な
試
問
で
あ
る
︒
漢
詩
文
を
必
修
と
さ

れ
て
い
た
男
性
官
吏
た
ち
が
︑
そ
う
で
は
な
い
立
場
な
が
ら
︑
世
間
か
ら
は
一
応

ひ
と
と
お
り
の
漢
文
の
知
識
が
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
る
女
性
に
対
し
て
︑「
そ
れ

じ
ゃ
訊
く
け
ど
︑
こ
れ
知
っ
て
い
る
？
」
と
い
う
姿
勢
で
︑
そ
の
知
識
を
試
し
て

い
る
体
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
清
少
納
言
が
正
答
を
出
し
た
ら
︑
そ
れ
を
契
機
と
し

て
︑
再
び
交
際
を
し
よ
う
と
い
う
腹
積
も
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　

思
う
に
斉
信
に
し
て
も
︑
い
っ
た
ん
は
立
腹
し
た
も
の
の
︑
清
少
納
言
と
の
絶

交
状
態
が
こ
ん
な
に
も
長
び
く
こ
と
に
な
る
こ
と
は
不
本
意
だ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
︒
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
︑
後
日
談
の
形
で
も
た
ら
さ
れ
る
︒
事
の
成
り

行
き
を
少
納
言
の
も
と
に
報
告
に
来
た
源
宣
方
の
口
か
ら
︑
こ
の
時
の
試
問
に
及

ん
だ
経
緯
が
明
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
︑「
な
ほ
︑
こ
の
者
︑
む
げ
に
絶
え
果
て
て

の
ち
こ
そ
さ
す
が
に
え
あ
ら
ね
」
と
︑
絶
交
後
の
所
在
な
さ
を
斉
信
が
後
悔
し
て

い
る
様
子
や
︑「
も
し
言
ひ
出
づ
る
こ
と
も
や
と
待
て
ど
︑
い
さ
さ
か
何
と
も
思
ひ

た
ら
ず
︑
つ
れ
な
き
も
い
と
ね
た
き
」
と
︑
彼
が
少
納
言
と
の
関
係
回
復
を
望
ん

で
先
方
か
ら
何
か
言
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒

　

と
こ
ろ
が
相
手
は
ま
る
き
り
意
に
介
さ
ぬ
風
に
振
る
舞
っ
て
い
る
の
で
︑
致
し

方
な
く
こ
ち
ら
か
ら
働
き
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
︒
し
た

が
っ
て
試
問
と
言
っ
て
も
︑
決
し
て
相
手
を
や
り
込
め
る
の
を
本
義
と
は
し
て
い

ま
い
︒
む
し
ろ
正
答
を
期
待
し
て
の
出
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

　

と
は
言
え
︑
相
手
が
相
手
だ
け
に
︑
あ
ま
り
に
手
応
え
の
な
い
よ
う
な
初
歩
的

な
出
題
で
は
︑
か
え
っ
て
こ
ち
ら
が
軽
く
見
ら
れ
よ
う
︒
出
題
者
側
も
ず
い
ぶ
ん

と
知
恵
を
絞
っ
て
︑
清
少
納
言
の
知
的
レ
ベ
ル
を
考
慮
し
た
う
え
で
︑
な
お
か
つ

こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
詩
文
の
問
い
か
け
を
工
夫
し
た
結
果
︑
案
出
さ
れ
た
の

が
こ
の
一
句
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒

職能としての漢才
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四
、
漢
詩
句
引
用
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き

　

も
ち
ろ
ん
清
少
納
言
に
は
︑
問
わ
れ
て
い
る
詩
句
な
ど
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
︒

　

そ
れ
ば
か
り
か
︑
そ
の
あ
ま
り
に
直
截
的
な
問
い
か
け
に
込
め
ら
れ
た
︑
斉
信

の
交
際
再
開
の
意
図
も
読
み
取
れ
た
と
思
し
い
︒
実
を
言
え
ば
︑
彼
と
の
仲
直
り

自
体
は
︑
清
少
納
言
の
方
で
も
待
ち
望
ん
で
い
た
こ
と
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
︒

　

少
し
く
溯
っ
て
︑
手
紙
の
届
け
ら
れ
た
状
況
に
つ
い
て
本
文
を
見
よ
う
︒

　
　
　

い
み
じ
う
に
く
み
た
ま
へ
ば
︑
と
も
か
う
も
言
は
ず
︑
見
も
入
れ
で
過
ぐ

す
に
︑
二
月
つ
ご
も
り
方
︑
い
み
じ
う
雨
降
り
て
つ
れ
づ
れ
な
る
に
︑
御
物

忌
に
籠
り
て
︑「
さ
す
が
に
さ
う
ざ
う
し
く
こ
そ
あ
れ
︒物
や
言
ひ
や
ら
ま
し
」

と
な
む
の
た
ま
ふ
︑
と
人
々
語
れ
ど
︑「
世
に
あ
ら
じ
」
な
ど
い
ら
へ
て
あ
る

に
︑
日ひ

一ひ
と
ひ
し
も

日
下
に
ゐ
暮
ら
し
て
ま
ゐ
り
た
れ
ば
︑
夜
の
お
と
ど
に
入
ら
せ
た

ま
ひ
に
け
り
︒
長な

げ

し押
の
下し
も

に
火
近
く
取
り
寄
せ
て
︑
扁へ
ん

を
ぞ
つ
く
︒「
あ
な

う
れ
し
︒
と
く
お
は
せ
よ
」
な
ど
︑
見
つ
け
て
言
へ
ど
︑
す
さ
ま
じ
き
心
地

し
て
︑
何
し
に
の
ぼ
り
つ
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
︒
炭す

櫃び
つ

の
も
と
に
ゐ
た
れ
ば
︑
そ

こ
に
ま
た
︑
あ
ま
た
ゐ
て
物
な
ど
言
ふ
に
︑「
な
に
が
し
候
ふ
」
と
い
と
は
な

や
か
に
言
ふ
︒「
あ
や
し
︒
い
つ
の
ま
に
何
事
の
あ
る
ぞ
」
と
問
は
す
れ
ば
︑

主
殿
司
な
り
け
り
︒「
た
だ
こ
こ
も
と
に
人
づ
て
な
ら
で
申
す
べ
き
事
な
む
」

と
言
へ
ば
︑
さ
し
出
で
て
︑
言
ふ
事
︑「
こ
れ
頭と

う

の
殿と
の

の
奉
ら
せ
た
ま
ふ
︒
御

返か
へ
り
ご
と

事
と
く
」
と
言
ふ
︒
い
み
じ
く
に
く
み
た
ま
ふ
に
︑
い
か
な
る
文
な
ら
む

と
思
へ
ど
︑
た
だ
い
ま
い
そ
ぎ
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば
︑「
い
ね
︒
い
ま
聞

こ
え
む
」
と
て
︑
懐
に
引
き
入
れ
て
︑
な
ほ
な
ほ
人
の
物
言
ふ
︑
聞
き
な
ど

す
る
︑
す
な
は
ち
帰
り
来
て
︑「『
さ
ら
ば
︑
そ
の
あ
り
つ
る
御
文
を
給
は
り

て
来
』
と
な
む
仰
せ
ら
る
る
︒
と
く
と
く
」
と
言
ふ
︙
︙

　

先
方
が
自
分
の
こ
と
を
悪
く
言
う
の
で
︑
こ
ち
ら
の
方
で
も
「
見
も
入
れ
で
過

ぐ
す
」︑
す
な
わ
ち
な
る
べ
く
見
な
い
よ
う
に
し
て
過
ご
し
て
い
た
︑
と
い
う
の

も
い
か
に
も
負
け
ず
嫌
い
の
意
地
っ
張
り
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
て
お
も
し
ろ
い
が
︑

そ
ん
な
二
人
の
い
が
み
合
い
に
︑
周
囲
は
気
を
揉
ん
で
い
た
ら
し
い
︒
帝
の
「
御

物
忌
」
の
日
︑
諸
臣
宮
中
に
籠
っ
て
︑
手
持
無
沙
汰
を
か
こ
っ
て
い
る
時
︑
斉
信

が
無
聊
を
慰
め
る
べ
く
手
紙
を
よ
こ
そ
う
と
し
て
い
る
︑
と
少
納
言
に
告
げ
る
人

が
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
殿
上
人
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
殿
方
の
情
報
を
取

り
付
け
た
朋
輩
女
房
の
誰
か
れ
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
ん
な
噂
を
聞
い

て
︑
少
納
言
は
「
嘘
で
し
ょ
」
と
言
い
つ
つ
︑
ま
と
も
に
取
り
合
わ
な
か
っ
た
と

い
う
の
だ
︒

　

だ
が
口
で
は
そ
う
言
い
な
が
ら
︑
内
心
で
は
先
方
が
折
れ
て
く
る
の
を
待
っ
て

い
た
と
思
し
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
彼
女
は
︑「
日
一
日
下
に
ゐ
暮
ら
し
」
て
い
た
の
に

違
い
な
い
︒
斉
信
が
仲
直
り
の
手
紙
を
よ
こ
す
と
す
れ
ば
︑
か
な
り
込
み
入
っ
た

内
容
に
な
ろ
う
し
︑
そ
う
い
う
手
紙
な
ら
︑
中
宮
御
前
よ
り
も
自
分
の
局
で
受
け

取
る
方
が
気
楽
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
夜
に
な
る
ま
で
待
っ
て
か
ら
︑
や
っ

ぱ
り
来
な
い
と
見
切
り
を
つ
け
て
︑
御
前
に
参
上
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
だ
か
ら
こ

そ
普
段
な
ら
喜
ん
で
参
戦
し
た
で
あ
ろ
う
「
扁
継
ぎ
」
の
遊
び
に
も
︑
気
乗
り
が

し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
︒

　

そ
ん
な
所
へ
届
け
ら
れ
た
斉
信
か
ら
の
手
紙
で
あ
る
︒
内
容
こ
そ
︑
期
待
し
て

い
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
仲
直
り
の
き
っ
か
け
作
り
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
︒
返
事
を
︱
︱
こ
の
場
合
︑
む
し
ろ
試
問
に
対
す
る
解
答
を
出

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

　

先
述
の
ご
と
く
こ
の
詩
句
︑
時
機
に
か
な
っ
て
い
る
点
で
は
見
事
な
選
択
で

あ
っ
た
︒

　

一
方
で
︑
主
殿
司
を
使
い
に
立
て
て
︑
わ
ざ
わ
ざ
御
前
に
届
け
ら
れ
た
と
い
う

状
況
か
ら
推
し
て
︑
斉
信
か
ら
の
手
紙
な
が
ら
︑
個
人
的
な
立
場
で
の
消
息
文
と

い
う
よ
り
は
︑
殿
上
人
の
合
議
に
よ
る
半
ば
公
的
な
立
場
か
ら
の
手
紙
で
あ
ろ
う

こ
と
は
︑
推
量
に
難
く
な
い
︒
お
そ
ら
く
帝
の
「
御
物
忌
」
に
籠
っ
た
人
々
の
う

ち
か
ら
︑
風
流
好
き
が
斉
信
の
周
り
に
集
ま
っ
て
仕
掛
け
て
き
た
試
問
に
相
違
な

か
ろ
う
︒

　

そ
う
な
る
と
こ
の
詩
句
は
︑
ま
た
異
な
っ
た
意
味
を
持
っ
て
く
る
︒「
蘭
省
花

藤　本　宗　利
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時
錦
帳
下
」
は「
わ
れ
ら
は
こ
の
宮
中
で
︑
仲
間
と
共
に
帝
の
そ
ば
近
く
に
仕
え
︑

今
こ
の
栄
え
あ
る
春
を
迎
え
て
い
る
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
来
る
し
︑
対
句
の

「
廬
山
雨
夜
草
庵
中
」
の
方
は
︑「
そ
れ
に
ひ
き
か
え
︑
私
か
ら
絶
縁
さ
れ
て
付
き

合
っ
て
も
ら
え
な
い
あ
な
た
は
︑
こ
の
雨
の
夜
を
独
り
ぼ
っ
ち
で
︑
ど
ん
な
に
か

つ
ま
ら
ぬ
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
来
る
の
で
あ

る
︒

　

し
か
も
こ
の
当
て
こ
す
り
︑
皮
肉
な
こ
と
に
現
在
の
清
少
納
言
の
「
す
さ
ま
じ

き
心
地
」
と
︑
ま
さ
に
重
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
癪
に
さ
わ
る
︒
加
え
て
相

手
の
問
い
か
け
の
︑あ
た
か
も
高
み
か
ら
見
下
す
よ
う
な
姿
勢
が
気
に
食
わ
な
い
︒

ま
る
で
︑
こ
の
問
題
に
正
答
し
た
ら
︑
一
定
水
準
を
超
え
た
と
見
な
し
て
も
良
い

と
で
も
言
い
た
げ
な
趣
で
な
い
か
︒
清
少
納
言
と
し
て
は
︑
何
と
し
て
も
相
手
に

一
矢
報
い
た
く
な
る
︒
漢
詩
句
の
代
わ
り
に
和
歌
の
下
の
句
を
書
い
た
と
い
う
彼

女
の
返
答
は
︑
そ
う
い
う
思
わ
く
の
上
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

し
た
が
っ
て
相
手
の
送
っ
て
来
た
紙
に
︑消
し
炭
で
書
き
付
け
た
と
い
う
の
も
︑

返
事
を
催
促
さ
れ
た
の
に
対
す
る
当
座
的
対
処
な
ど
で
は
な
く
︑
練
り
に
練
っ
た

演
出
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒「
御
前
お
は
し
ま
さ
ば
︑
御
覧
ぜ
さ
す
べ
き
を
」

と
困
惑
し
た
こ
と
を
言
い
︑「
こ
れ
が
末
を
知
り
顔
に
︑
た
ど
た
ど
し
き
真
名
書
き

た
ら
む
も
い
と
見
苦
し
」
と
︑
一
人
思
案
に
余
っ
た
な
ど
と
殊
勝
ら
し
い
こ
と
を

言
っ
て
︑
自
信
な
さ
そ
う
な
風
を
装
っ
て
は
い
る
が
︑
そ
れ
は
言
葉
の
上
だ
け
の

こ
と
︒
斉
信
の
あ
ま
り
に
も
直
截
的
な
問
い
掛
け
に
対
し
て
︑
相
手
の
要
求
し
た

と
お
り
の
解
答
を
︑
そ
の
ま
ま
す
ん
な
り
と
書
い
て
や
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
芸
が
な
い
︒
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
意
思
の
現
れ
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
く
ら
い
の
詩
句
な
ら
︑
よ
く
知
っ
て
い
る
し
︑
も
ち
ろ
ん

漢
字
で
書
く
こ
と
な
ど
造
作
も
な
い
こ
と
︒
で
も
そ
れ
を
書
い
た
く
ら
い
の
こ
と

で
︑
男
性
た
ち
か
ら
適
当
に
持
ち
上
げ
ら
れ
て
︑
そ
れ
で
い
い
気
に
な
っ
て
い
る

と
は
思
わ
れ
た
く
な
い
︒
そ
も
そ
も
そ
の
程
度
の
詩
句
を
答
え
ら
れ
た
か
ら
と

言
っ
て
︑
褒
め
ら
れ
た
り
す
る
の
は
︑
か
え
っ
て
こ
ち
ら
の
こ
と
を
見
く
び
っ
て

い
る
と
い
う
も
の
︒
そ
れ
な
ら
こ
ち
ら
の
方
で
も
︑
相
手
の
思
わ
く
を
ひ
っ
く
り

返
す
よ
う
な
︑
挑
発
的
な
答
え
を
突
き
つ
け
た
い
︒
そ
ん
な
考
え
か
ら
︑
こ
の
よ

う
な
返
事
を
し
た
の
だ
と
思
し
い
︒

　

そ
う
い
う
視
点
に
立
っ
て
見
る
と
︑
こ
の
解
答
が
い
か
に
見
事
で
あ
っ
た
か
と

い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る)2

(

︒

　

第
一
に
︑
和
歌
に
置
き
換
え
た
こ
と
で
︑「
女
だ
て
ら
に
利
口
ぶ
っ
て
漢
字
な
ど

書
い
て
」
と
い
う
︑
保
守
論
者
か
ら
の
批
判
を
か
わ
せ
る
利
点
が
あ
る
︒
世
間
に

は
ま
だ
︑
女
性
が
漢
文
を
読
み
書
き
す
る
の
を
快
か
ら
ず
感
じ
て
い
る
よ
う
な
︑

旧
弊
な
考
え
の
者
も
た
く
さ
ん
い
る
︒
そ
う
い
う
人
の
拒
否
反
応
を
考
慮
し
て
︑

少
々
へ
り
く
だ
っ
た
よ
う
な
︑
既
成
の
「
女
ら
し
さ
」
の
演
出
と
い
う
の
は
︑
そ

れ
な
り
に
賢
い
身
の
処
し
方
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
う
え
︑
漢
字
の
字
づ
ら
の
持
つ

ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
し
た
い
か
め
し
さ
か
ら
脱
し
得
て
︑
や
わ
や
わ
し
た
印
象
を
相
手
に

与
え
る
と
い
う
う
ま
味
も
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
が
一
見
女
性
ら
し
く
遠
慮
深
い
姿
勢
と
見
せ
か
け
て
︑
そ
の
実
な
か
な

か
し
た
た
か
な
や
り
口
だ
っ
た
︒
原
詩
の
「
夜
雨
」
は
︑
当
夜
の
天
候
に
そ
っ
く

り
譲
っ
て
︑
代
わ
り
に「
誰
か
た
づ
ね
む
」
と
加
え
て
見
せ
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑

殿
上
人
た
ち
に
対
し
て
︑「
ど
う
せ
こ
の
私
の
住
ま
う
粗
末
な
草
の
庵
な
ど
︑
ど
な

た
も
訪
ね
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
」
と
︑
拗
ね
て
見
せ
る
趣
を
演
出
し
た

の
で
あ
る
︒

　

若
い
娘
の
し
た
こ
と
な
ら
︑
多
分
に
鼻
に
つ
く
ど
ぎ
つ
さ
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
︒
し
か
し
︑
さ
だ
過
ぎ
た
中
年
女
性
が
や
っ
て
み
せ
る
と
︑
あ
け
す
け
な
分
だ

け
︑
か
え
っ
て
嫌
味
が
な
く
て
︑
陽
気
で
お
お
ら
か
な
媚
態
が
匂
い
立
っ
て
来
る

と
い
う
も
の
︒

　

さ
ら
に
︑
自
ら
に
見
立
て
た
「
草
の
庵
」
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
を
︑
い
っ
そ
う
強

調
す
る
の
が
︑
消
し
炭
で
か
す
れ
か
す
れ
に
書
く
と
い
う
表
現
で
あ
る
の
は
︑
言

う
ま
で
も
な
い
︒
こ
れ
ほ
ど
み
じ
め
な
私
を
︑
こ
ん
な
さ
み
し
い
雨
の
夜
に
︑
独

り
ぼ
っ
ち
で
置
い
て
お
く
な
ん
て
︙
︙
と
い
う
甘
え
が
︑
行
間
に
色
濃
く
漂
っ
て

く
る
︒
早
く
以
前
の
よ
う
に
お
訪
ね
下
さ
い
と
︑
我
を
折
っ
て
訴
え
る
風
情
︒
漢

職能としての漢才
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詩
文
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
︑
詩
句
を
和
歌
的
に
表
現
す
る
と
い
う
︑
女
性
な
ら
で

は
の
演
出
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

五
、
連
歌
の
挑
発
性

　

と
こ
ろ
が
い
っ
た
ん
は
相
手
に
譲
歩
し
て
︑
そ
う
い
う
甘
え
を
演
ず
る
と
見
せ

て
︑こ
の
句
は
い
っ
そ
う
挑
発
的
な
面
を
露
わ
に
し
て
く
る
︒
な
ぜ
な
ら
こ
の「
末

︵
＝
下
の
句
︶」
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
︑受
け
取
っ
た
相
手
に
対
し
て「
本
︵
＝

上
の
句
︶」
の
詠
出
を
要
求
す
る
︑
い
わ
ゆ
る「
連
歌
」
の
挑
み
か
け
に
な
る
か
ら

で
あ
る
︒

　

す
な
わ
ち
斉
信
の
立
場
か
ら
言
え
ば
︑
も
と
も
と
自
分
の
方
か
ら
出
題
し
た
試

問
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
︑
気
づ
い
た
ら
い
つ
の
間
に
か
自
分
の
方
が
連
歌
を
試

さ
れ
る
立
場
に
転
換
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
見
事
な
切
り
返
し
と
も
言
え

る
︒
こ
う
な
る
と
逆
に
︑
答
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
︑
斉
信
と
し
て
は
焦
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

　

ち
な
み
に
連
歌
と
い
う
の
は
︑
必
然
的
に
返
歌
す
る
こ
と
を
相
手
に
要
求
す
る

言
語
遊
戯
で
あ
る
︒「
本
」
に
し
ろ「
末
」
に
し
ろ
︑
先
に
相
手
か
ら
詠
み
か
け
ら

れ
て
し
ま
え
ば
︑
必
ず
付
句
を
返
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
決
ま
り
事
︒

し
か
も
そ
の
際
︑
前
の
句
と
後
の
句
は
何
ら
か
の
連
関
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
が

必
須
条
件
と
さ
れ
︑
な
お
か
つ
仕
掛
け
ら
れ
た
ら
︑
素
早
く
応
え
る
こ
と
を
持
っ

て
良
し
と
さ
れ
て
い
る
︒

　

『
枕
草
子
』
に
は
こ
の
よ
う
な
連
歌
の
や
り
と
り
を
め
ぐ
る
話
題
が
散
見
さ
れ
︑

定
子
中
宮
の
周
辺
で
は
当
意
即
妙
を
持
っ
て
賞
さ
れ
る
こ
う
し
た
応
酬
が
︑
頻
り

に
実
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
中
で
も「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」

の
段
は
︑
当
段
の
「
草
の
庵
を
︙
︙
」
の
や
り
と
り
を
考
え
る
上
で
︑
興
味
深
い

話
題
で
あ
る
︒

　
　
　

二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
︑
風
い
た
う
吹
き
て
︑
空
い
み
じ
う
黒
き
に
︑
雪

す
こ
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
︑
黒
戸
に
主
殿
司
来
て
︑「
か
う
て
候
ふ
」
と
言

へ
ば
︑
寄
り
た
る
に
︑「
こ
れ
公
任
の
宰
相
殿
の
」
と
て
あ
る
を
見
れ
ば
︑

懐ふ
と
こ
ろ
が
み

紙
に
︑

　
　
　
　

す
こ
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ

　
　
　

と
あ
る
は
︑
げ
に
今
日
の
け
し
き
に
︑
い
と
よ
う
あ
ひ
た
る
︑
こ
れ
が
本

は
い
か
で
か
つ
く
べ
か
ら
む
と
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
ぬ
︒「
誰
々
か
」
と
問
へ
ば
︑

「
そ
れ
そ
れ
」と
言
ふ
︒
み
な
い
と
は
づ
か
し
き
中
に
︑宰
相
の
御
い
ら
へ
を
︑

い
か
で
か
事
な
し
び
に
言
ひ
出
で
む
と
︑
心
一
つ
に
苦
し
き
を
︑
御お

ま

へ前
に
御

覧
ぜ
さ
せ
む
と
す
れ
ど
︑
上
の
お
は
し
ま
し
て
︑
御
と
の
ご
も
り
た
り
︒
主

殿
司
は
︑「
と
く
と
く
」
と
言
ふ
︒
げ
に
お
そ
う
さ
へ
あ
ら
む
は
︑
い
と
取
り

所
な
け
れ
ば
︑「
さ
は
れ
」
と
て
︑

　
　
　
　

空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に

　
　
　

と
︑
わ
な
な
く
わ
な
な
く
書
き
て
取
ら
せ
て
︑
い
か
に
思
ふ
ら
む
と
︑
わ

び
し
︒
こ
れ
が
事
を
聞
か
ば
や
と
思
ふ
に
︑
そ
し
ら
れ
た
ら
ば
聞
か
じ
と
お

ぼ
ゆ
る
を
︑「
俊と

し

賢か
た

の
宰
相
な
ど
︑『
な
ほ
内
侍
に
︑
奏
し
て
な
さ
む
』
と
な
む

定
め
た
ま
ひ
し
」
と
ば
か
り
ぞ
︑
左さ

ひ
や
う
ゑ
の
か
み

兵
衛
督
の
中
将
に
お
は
せ
し
︑
語
り
た

ま
ひ
し
︒

　

陰
暦
二
月
も
末
に
も
な
っ
て
︑
寒
風
激
し
く
雪
さ
え
ち
ら
つ
く
と
い
っ
た
︑
あ

い
に
く
の
荒
天
の
日
︑
清
涼
殿
上
の
御
局
に
上
っ
た
中
宮
に
侍
し
て
い
た
清
少
納

言
の
も
と
に
︑
藤
原
公
任
か
ら
手
紙
が
届
け
ら
れ
る
︒
お
そ
ら
く
は
殿
上
の
間
で

思
い
つ
い
た
座
興
と
思
し
く
︑
懐
紙
に
さ
ら
り
と
書
き
流
し
た
当
座
的
な
手
紙
︒

見
る
と
歌
の
末
句
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
︒「
す
こ
し
春
あ
る
」
と
い
う
の
は
︑

い
か
に
も
不
自
然
な
日
本
語
で
あ
る
︒
と
て
も
歌
の
名
手
と
し
て
聞
こ
え
た
公
任

の
言
と
は
思
え
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
少
納
言
に
は
︑
一
目
で
こ
れ
が
漢
詩
文
を
踏
ま

え
た
も
の
言
い
だ
と
察
せ
ら
れ
た
︒

　

く
だ
ん
の
表
現
は
︑『
白
氏
文
集
』「
南
秦
雪
」
と
い
う
七
言
律
詩
の
第
四
句
︑「
二

月
山
寒
少
有
春
」
の
後
半
部
分
を
和
歌
の
韻
律
に
の
せ
た
も
の
言
い
で
あ
り
︑
仲

春
二
月
も
末
の
時
な
ら
ぬ
寒
さ
と
い
う
こ
の
日
の
空
模
様
に
︑
見
事
に
合
っ
て
い

る
︒
清
少
納
言
に
は
こ
の
詩
句
が
た
だ
ち
に
想
起
で
き
た
︒
だ
か
ら
こ
そ「
二
月
」

藤　本　宗　利
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や
「
寒
」
の
文
言
を
受
け
て
︑「
げ
に
今
日
の
け
し
き
に
︑
い
と
よ
う
あ
ひ
た
る
」

と
評
し
得
た
の
だ
か
ら
︑
言
う
な
ら
ば
第
一
関
門
突
破
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　

た
だ
し
こ
の
場
合
︑『
文
集
』の
知
識
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒

相
手
か
ら
連
歌
を
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
原
詩
を
知
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
基
礎
基
本
に
過
ぎ
な
い
︒
問
題
は
︑
そ
の
知
識
を
応
用
し

て
︑
ど
れ
だ
け
適
切
な
付
句
が
返
せ
る
か
で
あ
る
︒

　

そ
う
な
る
と
先
述
の
ご
と
く
︑
同
じ
く
「
南
秦
雪
」
中
の
文
言
で
付
句
を
す
る

の
が
当
時
の
常
套
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
「
二
月
山
寒
少
有
春
」
の
句
に
先
立
つ
第

三
句
は
︑「
三
時
雲
冷
多
飛
雪
」
で
︑
両
者
は
対
句
を
成
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て

こ
の
対
句
を
用
い
て
返
歌
を
す
る
の
が
︑最
も
気
の
利
い
た
や
り
か
た
で
あ
ろ
う
︒

　

少
納
言
の
返
歌
を
見
て
み
よ
う
︒「
空
寒
み
」
は「
雲
冷
」
と
︑「
散
る
雪
」
は「
飛

雪
」
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
応
し
て
お
り
︑
こ
の
本
句
が
く
だ
ん
の
対
句
を
踏
ま
え
て
詠

ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
で
及
第
点
の
解
答
で
あ
る
が
︑

そ
こ
に
和
歌
の
伝
統
的
表
現
で
あ
る
「
落
花
を
雪
と
見
立
て
る
」「
降
雪
を
花
と
見

立
て
る
」
と
い
う
趣
向
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
漢
詩
句
の
和
歌
的
応
用

と
い
う
点
で
︑
き
わ
め
て
見
事
な
付
句
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　

こ
の
返
答
は
殿
上
人
の
賞
讃
を
浴
び
た
︒
才
人
源
俊
賢
が
︑「
な
ほ
内
侍
に
︑
奏

し
て
な
さ
む
︵
＝
天
皇
に
申
し
上
げ
て
彼
女
を
内
侍
の
地
位
に
つ
け
て
や
ろ
う
︶」

と
評
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

　

「
内
侍
」
と
い
う
の
は
︑
一
般
に「
掌

な
い
し
の

侍じ
ょ
う」
を
指
し
︑
従
五
位
相
当
と
さ
れ
る
︒

天
皇
の
そ
ば
近
く
に
侍
し
︑
雑
務
全
般
を
司
る
職
柄
で
あ
る
か
ら
︑
有
能
な
者
で

な
け
れ
ば
務
ま
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
た
だ
有
能
と
い
う
だ
け
で
は

不
足
で
︑
も
の
言
い
や
立
ち
居
振
る
舞
い
︑
容
貌
︑
着
こ
な
し
に
至
る
ま
で
︑
劣

り
が
あ
っ
て
は
務
ま
る
ま
い
︒
上
流
貴
族
の
令
嬢
は
措
い
て
︑
宮
仕
え
を
す
る
よ

う
な
家
柄
の
出
身
者
︑
つ
ま
り
は
清
少
納
言
の
ご
と
き
立
場
の
女
性
で
あ
れ
ば
︑

憧
れ
の
地
位
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
現
に『
枕
草
子
』
中「
女
は
」
と

い
う
段
の
冒
頭
に
︑「
女
は
︑
典

な
い
し
の

侍す
け

︑
内
侍
」
と
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
︒
さ
ら

に
定
子
中
宮
の
実
母
高
階
貴
子
は
︑︵
当
時
と
し
て
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
が
︶

「
高
内
侍
」
と
い
う
名
で
宮
仕
え
を
経
験
し
た
女
性
で
あ
り
︑
本
格
的
な
漢
文
の

学
識
を
具
え
た
才
媛
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
か
つ
色
好
み
の
藤
原
道
隆
の
心
を

射
止
め
た
こ
と
を
思
え
ば
︑
相
当
な
美
貌
で
も
あ
っ
た
と
思
し
い
︒

　

当
時
に
あ
っ
て
︑「
内
侍
に
推
挙
し
よ
う
」
と
い
う
も
の
言
い
は
︑し
た
が
っ
て
︑

「
才
色
兼
備
の
女
性
だ
」
と
い
う
賞
讃
と
︑
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

最
高
の
讃
辞
と
言
っ
て
良
い
︒

　

さ
て
こ
の
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
と
い
う
段
︑
時
期
の
点
で
も
︑
荒
天
と

い
う
点
で
も
︑主
殿
司
を
遣
わ
し
て
御
前
に
手
紙
が
届
け
ら
れ
る
と
い
う
状
況
も
︑

「
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
︙
︙
」
の
段
と
よ
く
似
て
い
る
︒
ま
た
︑
か
た
や
斉
信
︑

か
た
や
公
任
と
い
う
︑
抜
群
の
英
才
た
ち
か
ら
の
試
問
で
あ
る
点
︑
そ
の
試
問
が

二
つ
な
が
ら
『
文
集
』
を
踏
ま
え
た
内
容
で
あ
る
点
で
も
両
段
は
共
通
し
︑
さ
ら

に
清
少
納
言
が
思
案
に
余
っ
て
︑
定
子
中
宮
に
相
談
し
た
い
と
思
っ
た
と
あ
る
点

で
も
︑
そ
の
頼
り
の
中
宮
が
寝
所
に
入
っ
て
い
た
た
め)3

(

に
︑
苦
し
み
な
が
ら
も
独

り
で
対
応
し
た
と
あ
る
点
で
も
︑
相
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
︑
両
者
の
相
違
点
が
鮮
や
か
に
見
て
取
れ
よ
う
︒

　

殿
上
人
た
ち
か
ら
の
漢
詩
文
を
踏
ま
え
た
言
葉
掛
け
に
対
し
て
︑
当
意
即
妙
に

切
り
返
す
少
納
言
︒
そ
の
点
で
は
両
段
と
も
共
通
し
て
い
る
︒
そ
の
応
答
は
男
性

た
ち
の
賞
讃
を
浴
び
て
︑
め
で
た
く
幕
引
き
と
な
る
と
い
う
展
開
が
予
想
さ
れ
た

の
に
︑「
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
︙
︙
」
の
段
で
は
そ
う
す
ん
な
り
と
は
運
ん
で
い

か
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
斉
信
は
漢
詩
句
で
の
解
答
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ

た
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
問
い
か
け
に
対
し
︑
少
納
言
が
敢
え
て
和
歌
の
下
の
句
で
返

し
た
た
め
に
︑結
果
的
に
連
歌
を
挑
む
形
に
な
っ
て
︑逆
に
本
来
の
出
題
者
で
あ
っ

た
斉
信
を
や
り
こ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
さ
し
く
田
辺
聖
子
氏
が
指

摘
す
る
と
こ
ろ
の
︑「
彼
ら
に
︿
や
ら
れ
た
！
﹀
と
叫
ば
せ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
い

う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
例
だ
と
言
え
よ
う
︒

職能としての漢才
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六
、
会
話
に
お
け
る
学
識
の
効
能

　

清
少
納
言
の
返
事
を
受
け
取
っ
た
斉
信
た
ち
の
反
応
ぶ
り
を
︑
先
に
も
触
れ
た

源
中
将
宣
方
の
後
日
譚
に
よ
っ
て
見
て
お
こ
う
︒

　
　
　

頭
中
将
の
宿
直
所
に
す
こ
し
人
々
し
き
限
り
︑
六
位
ま
で
あ
つ
ま
り
て
︑

よ
ろ
づ
の
人
の
上
︑昔
今
と
語
り
出
で
て
言
ひ
し
つ
い
で
に
︑「
な
ほ
こ
の
者
︑

む
げ
に
絶
え
果
て
て
の
ち
こ
そ
さ
す
が
に
え
あ
ら
ね
︒
も
し
言
ひ
出
づ
る
事

も
や
と
待
て
ど
︑
い
さ
さ
か
何
と
も
思
ひ
た
ら
ず
︑
つ
れ
な
き
も
い
と
ね
た

き
を
︑
今
宵
あ
し
と
も
よ
し
と
も
定
め
き
り
て
や
み
な
む
か
し
」
と
て
︑
み

な
言
ひ
合
は
せ
た
り
し
事
を
︑「『
た
だ
今
は
見
る
ま
じ
』
と
て
入
り
ぬ
」
と
︑

主
殿
司
が
言
ひ
し
か
ば
︑
ま
た
追
ひ
返
し
て
︑「
た
だ
手
を
と
ら
へ
て
︑
東
西

せ
さ
せ
ず
乞
ひ
取
り
て
︑
持
て
来
ず
は
︑
文
を
返
し
取
れ
」
と
い
ま
し
め
て
︑

さ
ば
か
り
降
る
雨
の
さ
か
り
に
や
り
た
る
に
︑
い
と
と
く
帰
り
来
︑「
こ
れ
」

と
て
︑
さ
し
出
で
た
る
が
︑
あ
り
つ
る
文
な
れ
ば
︑
返
し
て
け
る
か
と
て
う

ち
見
た
る
に
︑
あ
は
せ
て
を
め
け
ば
︑「
あ
や
し
︑
い
か
な
る
事
ぞ
」
と
︑
み

な
寄
り
て
見
る
に
︑「
い
み
じ
き
盗
人
を
︒な
ほ
え
こ
そ
思
ひ
捨
つ
ま
じ
け
れ
」

と
て
︑
見
さ
わ
ぎ
て
︑「
こ
れ
が
本
つ
け
て
や
ら
む
︑
源
中
将
つ
け
よ
」
な
ど
︑

夜
ふ
く
る
ま
で
つ
け
わ
づ
ら
ひ
て
や
み
に
し
事
は
︑
行
く
先
も
︑
語
り
つ
た

ふ
べ
き
事
な
り
な
ど
な
む
み
な
定
め
し
︒

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
相
手
の
よ
こ
し
た
手
紙
の
料
紙
に
書
き
付
け
て
送
る
と
い
う

清
少
納
言
の
演
出
は
︑
読
ま
ず
に
返
し
た
か
と
い
う
衝
撃
を
︑
い
っ
た
ん
は
殿
上

人
た
ち
に
与
え
得
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
も
相
手
を
動
揺
さ
せ
る
効
果
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
文
を
開
い
た
時
の
驚
愕
は
い
っ
そ
う
増
大

す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
そ
の
返
事
た
る
や
︑連
歌
の
挑
み
か
け
と
い
う
︑

予
想
に
反
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒「
い
み
じ
き
盗
人
を
」
と
い
う
の
は
︑
油
断
の

な
ら
な
い
相
手
に
対
す
る
讃)4

(

辞
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
︒

　

結
局
の
と
こ
ろ
︑
斉
信
た
ち
は
さ
ん
ざ
ん
付
句
を
試
み
た
後
︑
付
け
わ
ず
ら
っ

て
諦
め
る
こ
と
に
な
っ
た
︒つ
ま
り
は
自
分
た
ち
の
敗
け
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
︒

「
今
は
御
名
を
ば
︑
草
の
庵
と
な
む
つ
け
た
る
」︑
す
な
わ
ち
少
納
言
の
返
事
の
一

句
を
冠
し
て
そ
の
名
を
呼
ぶ
こ
と
で
︑
永
く
相
手
の
風
雅
を
た
た
え
よ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た)5

(

︒

　

こ
の
の
ち
つ
い
に
「
袖
の
几
帳
な
ど
も
取
り
捨
て
て
︑
思
ひ
な
ほ
り
た
ま
ふ
」

と
あ
っ
て
︑
一
時
は
顔
を
袖
で
覆
い
隠
し
て
︑
清
少
納
言
を
見
な
い
よ
う
に
し
て

い
た
と
い
う
斉
信
が
︑
機
嫌
を
直
し
て
も
と
の
よ
う
に
仲
良
く
付
き
合
う
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
特
に
注
意
し
た
い
の
は
︑
こ
の
「
敗
け
」
が
あ
る
意
味
で
︑

初
め
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

先
述
し
た
ご
と
く
清
少
納
言
と
の
交
渉
断
絶
に
︑
斉
信
が
不
如
意
を
感
じ
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
︑
彼
が
二
人
の
関
係
回
復
を
待
ち
望
ん
で
い
た
ら
し

い
こ
と
も
確
実
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
漢
詩
文
の
一
節
を
訊
く
と
い
う
行
動
を
起

こ
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
当
然
の
こ
と
︑
清
少
納
言
の
知
的
水
準
が

測
ら
れ
︑
彼
女
が
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
出
題
の
レ
ベ
ル
が
︑
慎
重
に
検
討
さ
れ

た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
︒「
み
な
言
ひ
合
は
せ
た
り
し
事
」
と
本
文
に
あ
っ
た
ご

と
く
で
あ
る
︒
だ
か
ら
彼
女
が
即
座
に
『
白
氏
文
集
』
の
詩
句
を
想
起
し
得
た
か

ら
と
言
っ
て
︑
特
別
に
瞠
目
す
る
に
は
値
し
な
い
と
言
え
る
︒

　

だ
か
ら
と
言
っ
て
︑
さ
し
て
豊
か
で
も
な
い
漢
学
の
知
識
を
「
し
た
り
顔
に
」

振
り
か
ざ
し
︑「
賢
し
だ
」
っ
て
い
る
軽
薄
な
人
格
だ
と
︑
先
に
引
い
た
『
紫
式
部

日
記
』
と
同
様
な
非
難
を
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

　

そ
も
そ
も
社
交
的
会
話
の
場
に
お
け
る
「
学
識
」
と
い
う
も
の
は
︑
相
互
に
理

解
し
合
え
る
こ
と
を
も
っ
て
発
揮
し
得
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
︒
い
か
に
深
淵
な

る
知
識
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
相
手
に
理
解
さ
れ
︑
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
会
話
成

立
に
は
至
ら
な
い
︒
し
た
が
っ
て
漢
文
引
用
に
当
た
っ
て
は
︑
会
話
の
相
手
の
知

的
水
準
が
測
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
︒

　

問
わ
れ
る
べ
き
は
引
用
さ
れ
る
漢
籍
の
難
解
さ
や
︑知
識
の
深
遠
さ
で
は
な
く
︑

漢
文
引
用
表
現
に
お
け
る
即
座
の
共
通
理
解
と
︑
そ
の
臨
機
応
変
の
活
用
の
仕
方

藤　本　宗　利
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で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
肝
要
な
の
は
︑
会
話
の
場
の
雰
囲
気
で
あ
る
︒
一
座
の
空
気
が
和
ま
な

く
て
は
︑
せ
っ
か
く
の
会
話
が
活
き
な
い
の
で
あ
る
︒
難
解
で
深
淵
に
過
ぎ
る
漢

文
引
用
は
︑
そ
れ
ゆ
え
独
善
的
に
陥
る
こ
と
で
︑
社
交
と
い
う
意
味
で
は
逆
効
果

に
な
る
︒
そ
う
い
う
観
点
か
ら
「
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
」
段
の
漢
文

引
用
を
見
て
み
よ
う
︒
斉
信
と
清
少
納
言
の
仲
た
が
い
の
話
題
か
ら
始
ま
っ
た
こ

の
や
り
と
り
︑
漢
詩
文
の
引
用
と
︑
そ
の
予
想
外
の
応
用
と
に
よ
っ
て
︑
一
座
の

雰
囲
気
は
完
全
に
和
み
︑
笑
い
の
中
で
︑
二
人
の
間
に
あ
っ
た
険
悪
な
状
況
は
解

消
さ
れ
る
︒
そ
れ
こ
そ
は
社
交
の
場
に
お
け
る
漢
文
引
用
の
最
も
重
要
な
機
能
と

言
っ
て
良
い
︒

　

清
少
納
言
の
漢
才
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
先
述
し
た
ご
と
く
生
意
気
で
嫌
な
女
だ
と

誹
謗
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
現
実
に
作
中
の
例
を
見
る
と
︑
殿
上

人
と
少
納
言
の
間
に
漢
詩
文
を
ふ
ま
え
た
や
り
と
り
が
な
さ
れ
る
と
︑
そ
れ
を
め

ぐ
っ
て
笑
い
が
生
じ
︑
一
座
の
雰
囲
気
が
和
ん
で
ゆ
く
展
開
が
多
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
︒
藤
岡
作
太
郎
氏
が
「
驕
慢
の
性
」「
傲
慢
人
を
凌
ぐ
性
」
と
難
じ
た
印

象
と
は
裏
腹
に
︑
現
実
に
は
明
る
く
陽
気
な
漢
文
引
用
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

氏
自
身
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く
︑「
か
れ
ら
が
少
納
言
を
愛
す
る
は
︑

そ
の
学
識
を
め
ず
る
も
の
」
で
あ
っ
て
︑
殿
上
人
た
ち
は
清
少
納
言
の
漢
才
を
楽

し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒

七
、「
自
讃
」
の
謗
り

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
に
ゆ
え
『
枕
草
子
』
の
漢
文
引
用
に
つ
い
て
は
︑
特
に

作
者
の
人
格
の
劣
り
に
関
連
付
け
る
形
で
︑
浅
は
か
な
「
自
讃
」
と
貶
め
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
「
自
讃
」
が
︑「
自
分
の
記
念
す
べ
き
事
績
を
自
分
で

書
く
」
謂
い
で
用
い
ら
れ
る
な
ら
︑
日
記
文
学
な
ど
は
総
じ
て
「
自
讃
」
と
い
う

べ
き
で
あ
り
︑
ひ
と
り
こ
の
作
品
の
み
が
誹
謗
さ
れ
る
所
以
は
な
か
ろ
う
︒

　

た
と
え
ば
『
紫
式
部
日
記
』
の
冒
頭
に
は
︑
秋
の
朝
︑
藤
原
道
長
が
邸
内
を
見

ま
わ
り
な
が
ら
︑
式
部
の
局
を
訪
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒

　
　
　

殿
あ
り
か
せ
た
ま
ひ
て
︑
御
随
身
召
し
て
︑
遣
水
は
ら
は
せ
た
ま
ふ
︒
橋

の
南
な
る
を
み
な
へ
し
の
い
み
じ
う
さ
か
り
な
る
を
︑
一
枝
折
ら
せ
た
ま
ひ

て
︑
几
帳
の
上か

み

よ
り
さ
し
の
ぞ
か
せ
た
ま
へ
る
御
様さ
ま

の
︑
い
と
は
づ
か
し
げ

な
る
に
︑
わ
が
朝
が
ほ
の
思
ひ
し
ら
る
れ
ば
︑「
こ
れ
︑
お
そ
く
て
は
わ
ろ
か

ら
む
」
と
の
た
ま
は
す
る
に
こ
と
つ
け
て
︑
硯
の
も
と
に
寄
り
ぬ
︒

　
　
　
　

を
み
な
へ
し
盛
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
分
き
け
る
身
こ
そ
知
ら
る

れ

　
　
　

「
あ
な
疾と

」
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
︑
硯
召
し
い
づ
︒

　

オ
ミ
ナ
エ
シ
は「
女
郎
花
」
と
書
き
︑「︵
美
し
い
︶
女
性
」
を
象
徴
す
る
歌
材
で

あ
る
︒
そ
れ
を「
一
枝
折
ら
せ
」
て「
几
帳
の
上
よ
り
さ
し
の
ぞ
」
い
た
と
︑
い
か

に
も
二
人
の
関
係
が
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
述
べ
た
う
え
で
︑
自

分
が
さ
し
出
し
た
和
歌
に
対
し
︑「
あ
な
疾
︵
＝
あ
あ
︑
ず
い
ぶ
ん
と
早
く
詠
ん
だ

こ
と
よ
︶」
と
微
笑
し
な
が
ら
︑
返
歌
の
た
め
に
硯
を
召
し
寄
せ
た
と
自
己
の
日

記
に
し
た
た
め
る
︒
漢
詩
文
引
用
と
和
歌
詠
出
と
品
こ
そ
違
え
︑紛
れ
も
な
く「
自

讃
」
に
他
な
る
ま
い
︒

　

し
か
も
本
来
は
︑
女
主
人
彰
子
中
宮
の
初
め
て
の
男
皇
子
出
産
と
い
う
映
え
映

え
し
い
記
録
と
し
て
書
か
れ
る
べ
き
で
あ)6

(

っ
た
と
思
し
き
こ
の
作
品
の
巻
頭
に
︑

自
分
と
道
長
の
男
女
関
係
を
ほ
の
め
か
し
︑
自
ら
の
歌
才
を
主
人
に
評
価
さ
れ
た

と
い
う
記
事
を
置
い
た
あ)7

(

た
り
︑
こ
の
作
者
の
濃
密
な
自
己
愛
と
︑
並
々
な
ら
ぬ

自
意
識
と
が
ね
っ
と
り
と
匂
っ
て
く
る
︒
こ
れ
に
比
べ
れ
ば『
枕
草
子
』の「
自
讃
」

な
ど
︑
田
辺
聖
子
氏
の
評
価
の
ご
と
く
直
截
的
な
だ
け
に
か
え
っ
て
す
が
す
が
し

い
と
も
言
え
よ
う
︒

　

に
も
か
か
わ
ら
ず『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る「
自
讃
」
は
責
め
を
免
れ
て
︑
初

め
に
挙
げ
た
よ
う
に
『
枕
草
子
』
に
の
み
︑
己
が
「
学
識
」
の
「
自
讃
に
充
ち
て
」

い
る
と
い
う
評
が
付
い
て
回
っ
て
い
る
事
実
に
は
︑
改
め
て
不
思
議
の
感
を
禁
じ

得
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
は
お
お
む
ね
︑
作
中
の「
学
識
」
の
顕
示
を
︑

浅
は
か
で
不
愉
快
な
行
為
と
冷
評
す
る
見
方
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

職能としての漢才
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不
公
平
と
言
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
︒

　

た
と
え
ば
︑
く
だ
ん
の
『
紫
式
部
日
記
』
を
採
り
上
げ
て
︑『
源
氏
物
語
』
作
者

と
し
て
の
式
部
を
讃
え
る
安
藤
為
章
『
紫
家
七
論
』
な
ど
︑「
式
部
は
誠
に
古
今
独

歩
の
才
と
云
べ
し
︒
い
に
し
へ
よ
り
清
紫
と
い
ひ
な
ら
は
し
た
れ
ど
︑
清
少
納
言

は
才
気
狭
小
に
し
て
︑
さ
か
し
だ
ち
た
る
跡
あ
ら
は
に
︑
に
く
さ
げ
お
ほ
き
物
な

り
︒
同
日
に
も
論
ず
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
︒「
に
く
さ
げ
お
ほ
き
物
」
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
は
『
枕
草
子
』
の
漢
文
引
用
表
現
に
お
い
て
︑
相
手

に
不
快
感
を
与
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
言
い
を
指
し
て
評
し
て
い
る
わ
け
で
︑
だ

と
す
れ
ば
主
に
日
記
的
章
段
中
の
そ
れ
を
対
象
に
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
︒

　

し
か
し
な
が
ら
実
例
に
即
し
て
見
て
行
け
ば
︑
作
中
の
漢
文
引
用
が
対
人
関
係

を
悪
化
さ
せ
た
例
は
一
つ
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
相
手
を
や
り
込
め
る
場
合
は

あ
っ
て
も
︑
そ
の
発
言
を
機
に
︑
結
果
と
し
て
一
座
の
雰
囲
気
は
和
み
︑
笑
い
の

中
に
円
満
に
事
が
収
ま
っ
て
行
く
の
は
先
述
の
ご
と
く
で
あ
る
︒何
を
も
っ
て「
に

く
さ
げ
お
ほ
き
物
」
と
貶
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
︑
は
な
は
だ
疑
問
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
い
︒

　

『
紫
家
七
論
』
は
そ
の
名
の
と
お
り
︑
紫
式
部
を
七
つ
の
特
性
か
ら
評
し
︑
そ

の「
徳
」
を
讃
え
る
性
格
の
書
で
あ
っ
て
︑く
だ
ん
の
少
納
言
非
難
も
︑式
部
の「
文

章
無
双
」
を
絶
賛
す
べ
く
︑
そ
の
対
照
と
し
て
引
き
合
い
に
さ
れ
た
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
︒そ
う
言
え
ば
先
に
引
用
し
た
中
野
孝
次
氏
や
藤
岡
作
太
郎
氏
の
評
も『
紫

式
部
日
記
』
を
踏
ま
え
て
の
言
で
あ
っ
た
こ
と
に
改
め
て
注
目
し
た
い
︒

　

改
め
て
藤
岡
氏
の
論
を
見
た
い
︒
氏
は
︑
少
納
言
の
「
穎
才
表
に
顕
わ
れ
︑
傲

慢
人
を
凌
ぐ
性
は
︑
篇
中
至
る
と
こ
ろ
に
見
」
え
る
ゆ
え
に
︑「
さ
れ
ば
こ
そ
紫
式

部
日
記
に
評
し
て
︑『
清
少
納
言
こ
そ
し
た
り
顔
に
︑
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
︑
さ

ば
か
り
さ
か
し
だ
ち
︑
真
名
書
き
ち
ら
し
て
侍
る
程
も
︑
よ
く
見
れ
ば
ま
だ
い
と

堪
へ
ぬ
こ
と
多
か
り
』
と
い
」
っ
て
い
る
の
だ
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
さ
か
し
だ
っ

て
漢
才
を
振
り
か
ざ
す
姿
に
︑
反
感
を
お
ぼ
え
る
同
時
代
の
眼
の
代
表
と
し
て
︑

『
紫
式
部
日
記
』
の
記
述
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

『
枕
草
子
』
を
実
際
に
検
証
す
れ
ば
︑
日
記
的
章
段
内
の
漢
文
引
用
の
ほ
と
ん

ど
が
︑
中
宮
や
殿
上
人
か
ら
の
言
い
掛
け
に
応
じ
た
発
言
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し

た
と
お
り
で
あ
り
︑
だ
と
す
れ
ば
仮
に
少
納
言
の「
傲
慢
人
を
凌
ぐ
性
」
が「
篇
中

至
る
と
こ
ろ
に
見
」
え
る
ほ
ど
に
顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
彼
女
の
周

囲
の
人
た
ち
は
そ
れ
を
容
認
し
︑
む
し
ろ
好
意
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
︒
だ
が
実
際
の
用
例
の
陽
気
で
和
や
か
な
笑
い
に
満
ち
た
雰
囲
気
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑「
に
く
さ
げ
」
の「
驕
慢
」
の
と
誹
謗
さ
れ
る
の
は
︑
ど
う
や
ら『
式

部
日
記
』
中
の
「
し
た
り
顔
」「
さ
か
し
だ
ち
」
と
い
う
発
言
に
由
来
す
る
と
こ
ろ

が
多
い
と
推
察
さ
れ
る
︒
特
に
『
七
論
』
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
才
気
狭
小
に
し
て
︑

さ
か
し
だ
ち
た
る
跡
あ
ら
は
」
だ
と
す
る
評
な
ど
︑「
さ
ば
か
り
さ
か
し
だ
ち
︑
真

名
書
き
ち
ら
し
て
侍
る
程
も
︑
よ
く
見
れ
ば
ま
だ
い
と
た
ら
ぬ
こ
と
多
か
り
」
と

い
う
も
の
言
い
と
︑
ま
さ
し
く
重
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
強
い
影
響
が
想
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
︵
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
︶︒

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
少
納
言
評
︑
果
た
し
て
鵜
呑
み
に
し
て
良
い
も
の
で
あ
ろ

う
か
︒
実
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
︑
こ
の
評
と
並
ん
で
和
泉
式
部
・
赤
染
衛
門

の
人
物
評
が
置
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
好
意
的
に
書
か
れ
て
い
る
赤
染
評
は
措

い
て
︑
和
泉
へ
の
評
価
は
注
目
に
値
す
る
︒「
口
に
い
と
歌
の
詠
ま
る
る
な
め
り

と
ぞ
︑
見
え
た
る
す
ぢ
」
と
︑
そ
の
天
才
肌
の
資
質
に
つ
い
て
は
認
め
つ
つ
も
︑

そ
の
歌
学
の
た
し
な
み
に
対
し
て
は「
い
で
や
︑
さ
ま
で
心
は
得
じ
」
と
軽
ん
じ
︑

「
は
づ
か
し
げ
の
歌
詠
み
や
と
は
お
ぼ
え
は
べ
ら
ず
︵
＝
た
い
し
て
立
派
な
歌
人

と
は
思
え
な
い
︶」
と
切
っ
て
捨
て
る
︒

　

現
在
︑
和
泉
式
部
と
紫
式
部
と
を
比
べ
て
︑
歌
才
に
お
い
て
紫
が
和
泉
を
凌
駕

す
る
と
評
価
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
︑
こ
の
評
価
は
一
条
朝
に
お
い
て
も
変

わ
ら
ず
︑
同
時
代
の
女
流
歌
人
の
詠
を
ほ
と
ん
ど
採
ら
な
い『
拾
遺
和
歌
集
』
が
︑

数
少
な
い
例
外
と
し
て
︑
和
泉
を
入
集
さ
せ
て
い
る
事
実
を
も
っ
て
し
て
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
相
手
を
︑「
自
分
が
気
後
れ
す
る
ほ
ど
の
歌
才
で
は
な
い
」
と

断
言
す
る
︑
こ
の
自
信
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

つ
ま
り
こ
の
人
物
評
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
︑
紫
式
部
と
い
う
個
性
が
並
々
な

藤　本　宗　利
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ら
ぬ
強
い
自
意
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
と
︑
そ
の
自
意
識
が
︑
自
己
の
価
値

観
と
相
容
れ
ぬ
個
性
を
︑
認
め
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
和
泉

式
部
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
︑
清
少
納
言
の
漢
才
に
つ
い
て
の
評
価
も
同
様

な
傾
向
を
認
め
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
私
は
あ
の
人
を
認
め
な
い
︒
だ
か
ら
あ

の
人
は
ダ
メ
な
の
だ
︒
相
手
に
対
す
る
自
己
の「
好
悪
」
を
︑相
手
の「
良
し
悪
し
」

に
す
り
替
え
て
論
ず
る
眼
︒
自
己
の
判
断
が
絶
対
と
ば
か
り
に
︑
他
者
を
断
定
し

て
憚
ら
ぬ
姿
勢
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
そ
こ
に
収
斂
す
る
論
理
な
の
で
あ
る
︒

　

そ
う
し
た
強
烈
す
ぎ
る
自
意
識
は
︑
宮
廷
の
よ
う
な
協
同
の
場
に
お
い
て
は
︑

し
ば
し
ば
軋
み
を
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
推
量
す
る
に
余
り
あ
る
︒
実

際
『
紫
式
部
日
記
』
の
中
に
は
︑
左
衛
門
の
内
侍
や
馬
の
中
将
と
い
う
一
条
帝
方

の
女
房
︑
斎
院
方
の
中
将
な
ど
と
い
う
女
性
た
ち
と
の
不
和
を
う
か
が
わ
せ
る
記

事
が
散
見
さ
れ
る
︒
特
に
左
衛
門
の
内
侍
に
お
い
て
は
式
部
に
対
し
て
不
快
感
を

む
き
出
し
に
︑「
あ
や
し
う
す
ず
ろ
に
よ
か
ら
ず
思
ひ
け
る
も
︑え
知
り
は
べ
ら
ぬ
︑

心
う
き
し
り
う
言ご

と

︵
＝
い
わ
れ
の
な
い
悪
意
に
満
ち
た
陰
口
︶」
を
宮
中
で
言
い

ふ
ら
し
て
い
た
と
︑
日
記
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
で
︑「
に
く
さ
げ
お
ほ
き
」

と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
他
者
と
の
協
同
と
い
う
視
点
か
ら
見

直
し
た
時
︑
和
し
て
い
け
な
か
っ
た
の
は
紫
式
部
の
方
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

八
、「
協
同
」
の
場
に
お
け
る
対
応
の
差
異

　

こ
う
し
た「
協
同
」
的
な
言
語
活
動
と
い
う
視
点
か
ら
︑
改
め
て『
枕
草
子
』
と

『
紫
式
部
日
記
』
を
見
返
し
て
み
た
い
︒

　

当
段
で
は
先
述
の
よ
う
に
清
少
納
言
の
返
事
に
対
す
る
殿
上
人
た
ち
の
評
判
は
︑

翌
朝
に
な
っ
て
源
宣
方
に
よ
っ
て
局
に
い
た
少
納
言
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
︒

こ
の
人
物
は
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
の
段
で
も
斉
信
と
と
も
に
登
場
し
︑
彼
の

引
き
立
て
役
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
︒
言
わ
ば
二
枚
目
半
と
い
っ
た

役
ど
こ
ろ
で
あ
り
︑
斉
信
・
少
納
言
両
者
と
も
ウ
マ
の
合
う
人
物
ら
し
い
か
ら
︑

お
そ
ら
く
二
人
の
不
和
を
気
に
掛
け
て
︑
そ
れ
ま
で
も
仲
を
取
り
持
と
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

そ
の
彼
が
局
の
前
で
︑「
こ
こ
に
草
の
庵
や
あ
る
」
と
呼
ば
う
と
︑「
そ
ん
な
み
す

ぼ
ら
し
い
名
の
者
は
お
り
ま
せ
ん
︒『
玉
の
台

う
て
な

』
と
で
も
呼
ん
で
下
さ
る
な
ら
︑

ご
返
事
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
応
え
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
貧
乏
く
さ
い
あ
だ
名

を
奉
じ
ら
れ
た
こ
と
を
︑
心
か
ら
迷
惑
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
迷
惑
そ
う
な

演
技
を
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
︒
世
捨
て
人
で
は
あ
る
ま
い
し
︑
後
宮
女
房
を
つ

か
ま
え
て
︑「
草
の
庵
」
だ
な
ど
と
失
礼
な
と
︑
ち
ょ
っ
と
拗
ね
た
風
情
で
応
対
に

出
る
こ
と
で
︑
場
の
空
気
は
和
み
︑
い
ち
だ
ん
と
華
や
い
だ
こ
と
だ
ろ
う
︒
ま
さ

し
く「
座
持
ち
」
の
名
手
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
︑
当
意
即
妙
な
応
答
と
言
え
よ
う
︒

　

こ
の
応
答
ぶ
り
に
対
し
て
︑
萩
谷
朴
氏
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
』
の

頭
注
に
お
い
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
︒
氏
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
い
て

紫
式
部
が「
左
衛
門
の
督か

み

」
と
い
う
人
物
か
ら「
わ
か
む
ら
さ
き
」
と
呼
び
か
け
ら

れ
た
逸
話
を
引
い
て
︑
日
記
の
中
に
敢
え
て
そ
れ
を
書
き
記
し
た
の
は
︑
清
少
納

言
の
「
草
の
庵
」
と
い
う
あ
だ
名
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紫
式
部
が
意
識
し
︑
自
ら
の

優
越
を
顕
示
し
た
結
果
だ
と
述
べ
て
い
る
︒

　
　
　

左さ

衛ゑ

も

ん門
の
督か
み

︑「
あ
な
か
し
こ
︑
こ
の
わ
た
り
に
︑
わ
か
む
ら
さ
き
や
さ
ぶ

ら
ふ
」と
う
か
が
ひ
た
ま
ふ
︒
源
氏
に
か
か
る
べ
き
人
も
み
え
た
ま
は
ぬ
に
︑

か
の
上
は
︑
ま
い
て
い
か
で
か
も
の
し
た
ま
は
む
と
︑
聞
き
ゐ
た
り
︒

　

宮
仕
え
に
関
す
る
日
記
を
書
く
に
あ
た
っ
て
︑『
枕
草
子
』
は
当
然
意
識
し
な
い

で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
︑
当
段
の
内
容
も
知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

優
越
感
を
い
だ
い
て
い
た
可
能
性
も
︑
大
い
に
あ
り
得
る
が
︑
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
て
︑
萩
谷
氏
の
指
摘
は
こ
の
二
つ
の
記
事
の
間
の
類
似
性
に
着
目
し
︑
宮
廷

と
い
う
場
で
そ
の
よ
う
な
類
似
の
状
況
に
臨
ん
だ
際
の
︑
紫
式
部
と
清
少
納
言
の

対
応
の
差
異
と
い
う
︑
興
味
深
い
観
点
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

　

少
納
言
の
対
応
に
つ
い
て
は
上
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
︑
対
し
て
式
部
の
対
応

ぶ
り
は
い
か
が
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
女
は
「
聞
き
ゐ
た
り
」
と
書
き
記
し

て
い
る
︒
つ
ま
り
聞
き
流
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

「
光
る
君
の
ご
と
き
殿
方
は
ど
こ
に
も
お
い
で
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
の
で
︑
ま

職能としての漢才
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し
て
や
紫
上
の
よ
う
な
す
て
き
な
方
な
ど
︑
お
い
で
の
は
ず
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で

し
ょ
う
に
」
な
ど
と
︑
華
や
か
に
答
え
て
周
囲
を
笑
い
で
満
た
し
た
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
気
が
利
い
て
い
よ
う
︒
だ
が
実
際
に
は
︑
た
だ
黙
っ
て

聞
い
て
い
た
︑
も
っ
と
言
え
ば
︑
返
答
を
拒
ん
だ
︑
無
視
し
た
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
看
過
で
き
な
い
︒
も
し
も
こ
れ
が
単
に
「
言
葉
の
綾
」
と
い
う
よ
う
な
表
現

で
は
な
く
︑
字
義
通
り
「
聞
き
ゐ
た
り
」
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
ず
い
ぶ
ん
と
非

社
交
的
な
︑
そ
れ
こ
そ
人
を
人
と
も
思
わ
ぬ
︑
高
慢
な
態
度
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

う
︒
藤
岡
作
太
郎
氏
が
清
少
納
言
を
指
し
て
評
し
た「
傲
慢
人
を
凌
ぐ
性
」
と
は
︑

む
し
ろ
こ
う
い
う
態
度
に
こ
そ
当
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
︒

　

ま
し
て
く
だ
ん
の
「
左
衛
門
の
督
」
な
る
人
物
が
︑
通
説
で
言
わ
れ
る
ご
と
く

藤
原
公
任
で
あ
っ
た
な
ら
︑
さ
ら
に
こ
の
こ
と
が
寛
弘
五
︵
一
〇
〇
八
︶
年
十
一

月
一
日
︑
敦
成
親
王
の
生
誕
五
〇
日
を
祝
う
祝
宴
当
日
の
出
来
事
で
あ
っ
た
の
だ

と
す
れ
ば
︑
ま
さ
し
く
驚
き
入
っ
た
次
第
で
あ
る
︒
こ
の
日
記
の
作
者
は
︑
宮
廷

と
い
う
協
同
の
場
を
︑い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
と
ら
え
て
い
た
の
か
と
︑

改
め
て
深
く
疑
問
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
︒

　

紫
式
部
の
仕
え
た
彰
子
中
宮
は
︑
長
保
元
︵
九
九
九
︶
年
に
入
内
し
て
か
ら
︑

足
掛
け
十
年
に
し
て
よ
う
や
く
こ
の
年
懐
妊
し
た
︒
し
か
も
運
の
強
い
人
と
い
う

の
は
︑
ど
こ
ま
で
も
恵
ま
れ
て
い
る
も
の
で
︑
初
め
て
の
子
ど
も
が
な
ん
と
男
児

で
あ
り
︑
母
子
と
も
に
健
全
︒
良
い
こ
と
尽
く
め
で
あ
っ
た
︒
父
の
道
長
に
と
っ

て
は
待
ち
に
待
っ
た
皇
子
誕
生
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
こ
の
五い

か
十
日
の
祝
い
の
宴

席
は
主
家
の
祝
賀
の
雰
囲
気
で
満
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
推
量
に
余
り
あ
る
︒

　

そ
の
め
で
た
く
華
や
い
だ
笑
い
さ
ざ
め
き
の
す
ぐ
傍
ら
に
︑
紫
式
部
自
身
も
控

え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
へ
公
任
ほ
ど
の
人
物
が
寄
っ
て
来
た
と

す
れ
ば
︑
そ
れ
自
体
︑
式
部
に
と
っ
て
も
︑
ま
た
彰
子
中
宮
に
と
っ
て
も
︑
名
誉

な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒し
か
も
い
く
ら
酔
い
の
紛
れ
と
は
言
え
︑

式
部
の
作
品
の
主
人
公
︱
︱
こ
と
も
あ
ろ
う
に
絶
世
の
美
女
の
紫
上
に
な
ぞ
ら
え

て
呼
び
か
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
一
生
の
面
目
こ
れ
に
尽
き
る
と
言
わ
ん

ば
か
り
の
名
誉
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
を
︑
適
切
に
応
答
し
な
か
っ
た

と
い
う
の
は
︑
中
宮
女
房
と
し
て
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

『
紫
式
部
日
記
』
に
は
︑
中
宮
方
に
訪
れ
る
客
人
へ
の
対
応
が
で
き
ぬ
上
臈
女

房
の
引
っ
込
み
思
案
を
︑「
さ
の
み
し
て
宮
の
御
た
め
︑も
の
の
飾
り
に
は
あ
ら
ず
︑

見
苦
し
と
も
見
は
べ
り
」
と
非
難
し
て
い
る
が
︑
自
己
の
行
為
を
顧
み
て
こ
の
人

は
何
と
言
お
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
︒
主
家
の
祝
宴
の
席
上
で
の
こ
う
し
た
黙
殺
行

為
こ
そ
︑
ま
さ
し
く
「
も
の
の
飾
り
に
は
あ
ら
ず
︑
見
苦
し
」
と
い
う
非
難
に
当

た
る
と
言
え
ま
い
か
︒

　

さ
ら
に
他
者
と
の
協
同
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
対
応
を
見
る
な
ら
︑
式
部
の
無

視
に
あ
っ
た
公
任
の
立
場
は
い
か
が
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒

宴
席
で
の
男
女
の
や
り
と
り
で
あ
る
か
ら
に
は
︑
本
心
で
は
な
い
に
し
ろ
艶
め
い

た
雰
囲
気
が
漂
う
口
調
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑想
像
に
難
く
な
い
︒
公
任
と
し
て
は
︑

一
介
の
女
房
に
こ
こ
ま
で
の
ご
機
嫌
取
り
を
仕
掛
け
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
当
然
相

手
は
喜
ん
で
お
し
ゃ
べ
り
に
応
ず
る
も
の
と
予
想
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ

が
︑
案
に
相
違
し
て
相
手
は
︑
呼
び
か
け
に
返
答
し
な
い
︒
簾
の
外
で
︑
さ
す
が

に
す
ぐ
に
は
立
ち
去
る
こ
と
も
な
ら
ず
︑
引
っ
込
み
の
つ
か
な
い
思
い
を
噛
み
し

め
な
が
ら
︑
苦
り
切
っ
て
い
る
公
任
の
姿
を
想
像
す
る
と
︑
気
の
毒
で
な
ら
な
い
︒

さ
ぞ
か
し
不
体
裁
だ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
し
︑
傍
ら
で
見
て
い
た
殿
上
人
も
い

た
た
ま
れ
な
さ
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
ろ
う
︒

　

こ
ん
な
に
も
相
手
に
恥
を
か
か
さ
れ
れ
ば
︑
不
快
に
思
わ
ぬ
方
が
不
思
議
で
あ

ろ
う
︒
せ
ん
か
た
な
く
こ
の
場
を
立
っ
て
行
く
公
任
の
胸
中
に
︑
か
つ
て
の
宮
中

の
華
や
ぎ
の
記
憶
が
蘇
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒開
放
的
で
陽
気
だ
っ
た
定
子
後
宮
︒

殿
上
の
所
在
な
さ
の
紛
れ
に
︑
皆
で
言
い
合
わ
せ
て
︑『
白
氏
文
集
』
な
ど
を
踏
ま

え
つ
つ
︑
ち
ょ
っ
と
洒
落
た
こ
と
を
言
い
掛
け
て
や
れ
ば
︑
打
て
ば
響
く
よ
う
に

手
ご
た
え
の
あ
る
応
答
が
あ
っ
た
︑
あ
の
知
的
で
粋
な
雰
囲
気
が
な
つ
か
し
い
︒

　

実
際
︑
そ
う
い
う
感
想
を
い
だ
く
殿
上
人
・
上
達
部
は
多
か
っ
た
ら
し
く
︑『
紫

式
部
日
記
』
に
よ
る
と
彼
ら
は
︑
彰
子
後
宮
の
陰
気
で
不
風
流
な
雰
囲
気
を
「
中

宮
の
人
埋
も
れ
た
り
」
と
謗
っ
た
と
い
う
︒
そ
ん
な
時
︑
彼
ら
の
脳
裡
に
一
昔
前

の
対
照
的
な
後
宮
の
こ
と
が
浮
か
ん
だ
と
考
え
て
も
︑
そ
う
不
自
然
な
こ
と
で
は
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な
い
︒
そ
う
い
う
時
に
必
ず
殿
上
で
人
々
の
口
の
端
に
の
ぼ
る
の
が
︑
定
子
後
宮

の
旗
頭
的
な
存
在
と
し
て
︑
い
つ
で
も
彼
ら
の
良
き
挑
み
相
手
で
あ
っ
た
清
少
納

言
の
︑
当
意
即
妙
な
受
け
答
え
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

　

定
子
後
宮
の
雰
囲
気
が
殿
上
人
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑『
栄
花
物

語
』
輝
く
藤
壺
の
巻
に
︑
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
︒

　
　
　

故
関
白
殿
︵
＝
道
隆
︶
の
御
有
様
は
︑
い
と
も
の
は
な
や
か
に
今
め
か
し

う
愛

あ
い
ぎ
や
う
敬
づ
き
て
気け

近ぢ
か

う
ぞ
あ
り
し
か
ば
︑
中
宮
の
御
方
は
︑
殿
上
人
も
細
殿

つ
ね
に
ゆ
か
し
う
あ
ら
ま
ほ
し
げ
に
ぞ
思
ひ
た
り
し
︒

　

彰
子
が
︑
道
長
の
絶
対
的
な
権
勢
を
後
ろ
盾
と
し
て
︑「
輝
く
藤
壺
」
と
謳
わ
れ

た
豪
奢
な
後
宮
を
経
営
し
て
い
た
時
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
定
子
方
は
︑
そ
の
道

長
に
よ
っ
て
完
全
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
︒そ
ん
な
零
落
の
後
宮
を
︑

に
も
か
か
わ
ら
ず
殿
上
人
は
風
雅
な
遊
び
所
と
し
て
︑
理
想
的
と
考
え
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
彼
ら
が
訪
ね
て
ゆ
く
と
︑
誰
よ
り
も
お
も
し
ろ
く
応

対
し
て
︑彼
ら
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の
は
︑ほ
か
な
ら
ぬ
清
少
納
言
な
の
で
あ
っ

た
︒

　
　
　

内
裏
わ
た
り
に
は
五ご

せ

ち節
︑
臨り

う

じ時
の
祭
な
ど
う
ち
つ
づ
き
︑
今
め
か
し
け
れ

ば
︑
そ
れ
に
つ
け
て
も
︑
昔
忘
れ
ぬ
さ
べ
き
君
達
な
ど
参
り
つ
つ
︑
女
房
た

ち
と
も
物
語
し
つ
つ
︑
五
節
の
所
ど
こ
ろ
の
有
様
な
ど
言
ひ
語
る
に
つ
け
て

も
︑
清
少
納
言
な
ど
出
で
あ
ひ
て
︑
少
々
の
若
き
人
な
ど
に
も
勝ま

さ

り
て
を
か

し
う
誇
り
か
な
る
け
は
ひ
を
︑
な
ほ
捨
て
が
た
く
お
ぼ
え
て
︑
二
三
人
づ
つ

つ
れ
て
ぞ
つ
ね
に
参
る
︒

 

︿『
栄
花
物
語
』
と
り
べ
野
巻
﹀

　

殿
上
人
に
と
っ
て
理
想
的
だ
っ
た
定
子
後
宮
の
風
雅
も
︑
定
子
の
夭
折
と
共
に

滅
ん
で
久
し
い
︒
そ
の
華
や
か
さ
の
記
憶
と
比
較
さ
れ
て
は
︑
始
終
「
埋
も
れ
」

て
い
る
と
非
難
さ
れ
る
彰
子
後
宮
の
女
房
た
ち
︒
そ
の
彰
子
方
の
女
房
を
代
表
す

る
立
場
と
し
て
︑
否
が
応
で
も
清
少
納
言
と
対
照
さ
れ
て
し
ま
う
紫
式
部
に
と
っ

て
は
︑
少
納
言
の
「
を
か
し
う
誇)8

(

り
か
」
な
言
動
は
︑
自
分
に
は
決
し
て
真
似
の

で
き
な
い
行
為
と
し
て
︑
憧
れ
の
的
で
あ
る
一
方
で
︑
絶
対
に
容
認
で
き
な
い
行

為
と
し
て
︑
完
全
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
複
雑

な
両
面
価
値
性
が
︑
く
だ
ん
の
少
納
言
批
判
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
︑

そ
の
容
赦
な
い
激
烈
さ
も
あ
な
が
ち
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒

　

※
古
典
作
品
の
引
用
は
︑
原
則
と
し
て
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
本
文
に
拠
り
つ

つ
︑
表
記
等
を
適
宜
改
め
た
︒

〈
注
〉

︵
1
︶　

本
文
は
中
野
氏
の
引
用
の
ま
ま
︒「
い
と
た
へ
ぬ
こ
と
」
は
︑
小
学
館
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
本
で
は「
い
と
た
ら
ぬ
こ
と
」
と
す
る
︒

︵
2
︶　

こ
の
返
事
の
用
意
周
到
さ
に
つ
い
て
︑
萩
谷
朴
氏
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
』

の
頭
注
に
お
い
て
細
か
く
論
じ
て
い
る
︒
参
考
に
さ
れ
た
い
︒

︵
3
︶　

返
事
を
す
る
に
当
た
っ
て
︑
清
少
納
言
が
中
宮
の
意
見
を
求
め
た
と
述
べ
て
い
る
点
に

注
目
し
た
い
︒
こ
の
や
り
と
り
が
少
納
言
個
人
の
優
劣
を
決
定
す
る
だ
け
で
な
く
︑
定
子

中
宮
の
女
房
と
し
て
︑
後
宮
全
体
の
風
儀
の
質
を
問
わ
れ
る
性
格
を
有
し
︑
中
宮
は
そ
の

代
表
と
し
て
後
宮
の
風
雅
を
統
括
す
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
で
あ
る
︒
同
時

に
こ
の
中
宮
が
︑
漢
詩
文
引
用
に
つ
い
て
相
談
す
る
だ
け
の
充
分
な
学
識
の
持
ち
主
で

あ
っ
た
こ
と
を
言
外
に
強
調
し
て
い
る
︒
し
か
も
「
二
月
つ
ご
も
り
」
段
で
は
︑
相
談
で

き
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
︑
天
皇
と
共
寝
を
し
て
お
い
で
だ
っ
た
た
め
と
述
べ
て
︑
定
子

に
対
す
る
帝
寵
の
あ
つ
さ
を
も
印
象
付
け
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
︒

︵
4
︶　

「
盗
人
」
の
語
に
つ
い
て
︑
新
潮
集
成
本
の
頭
注
は
興
味
深
い
︒
萩
谷
氏
に
よ
れ
ば「
草

の
庵
を
た
れ
か
た
づ
ね
む
」
は
︑「
蔵
人
た
か
た
だ
」
な
る
人
物
に
向
け
て
︑
藤
原
公
任
が

詠
み
か
け
た
連
歌
の
末
句
で
あ
り
︑
清
少
納
言
が
と
っ
さ
に
︑
当
代
随
一
の
歌
人
の
句
を

借
用
し
た
機
転
を
賞
し
て
︑「
盗
人
」
と
言
っ
た
と
す
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
自
分
の
句

を
使
わ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
公
任
が
︑
そ
の
お
返
し
と
ば
か
り
に
︑
少
納
言
を
名
指
し
し

て
連
歌
を
挑
ん
で
き
た
の
が
︑「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
」
の
段
か
︑
な
ど
と
想
像
は
膨
ら
む

が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
︒

職能としての漢才
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︵
5
︶　

後
世
の
例
で
あ
る
が
︑『
平
家
物
語
』
巻
五
・
月
見
に
名
高
い
「
待
宵
の
小
侍
従
」
の
逸

話
な
ど
が
印
象
深
い
︒

︵
6
︶　

実
際『
栄
花
物
語
』
初
花
巻
に
は
︑
敦
成
親
王
誕
生
を
め
ぐ
る
様
々
な
祝
賀
の
模
様
を
︑

『
紫
式
部
日
記
』
の
記
事
を
資
料
と
し
て
描
い
て
い
る
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑『
日
記
』
に

挿
し
挟
ま
れ
る
出
家
遁
世
へ
の
願
望
な
ど
の
文
言
は
︑『
栄
花
』
で
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
て

お
り
︑
本
来
こ
の
『
日
記
』
が
あ
る
べ
き
だ
っ
た
︑
中
宮
や
主
家
の
栄
華
の
記
録
と
し
て

の
姿
が
想
像
さ
れ
て
お
も
し
ろ
い
︒

︵
7
︶　

『
紫
式
部
日
記
』
の
巻
末
近
く
に
は
︑
二
度
に
わ
た
る
道
長
と
の
和
歌
の
贈
答
の
記
事

が
置
か
れ
て
い
る
︒「
す
き
も
の
と
名
に
し
立
て
れ
ば
見
る
人
の
折
ら
で
過
ぐ
る
は
あ
ら

じ
と
ぞ
思
ふ
」「
夜
も
す
が
ら
水く

ひ

な鶏
よ
り
け
に
な
く
な
く
も
ま
き
の
戸
口
に
た
た
き
わ
び
つ

る
」
と
い
う
道
長
詠
は
︑「︵
梅
の
実
の
︶
酸
き
」
と
の
掛
詞
で
あ
る「
好
き
者
」︑「
折
る
」︑「
水

鶏
︱
た
た
く
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
︑
い
ず
れ
も
男
女
間
の
情
交
を
思
わ
せ
て
意
味
深
長

で
あ
る
︒
巻
頭
の
「
女
郎
花
︱
折
る
」
と
い
う
表
現
と
の
連
関
性
が
う
か
が
え
︑『
日
記
』

の
首
尾
を
こ
の
よ
う
な
艶
め
い
た
贈
答
歌
の
記
事
で
括
ろ
う
と
し
た
意
図
に
興
味
を
お
ぼ

え
る
が
︑
後
稿
を
待
ち
た
い
︒

︵
8
︶　

『
栄
花
』
と
り
べ
野
巻
の
例
を
︑
藤
岡
作
太
郎
氏
は
清
少
納
言
の「
驕
慢
の
性
」「
傲
慢
人

を
凌
ぐ
性
」
に
対
す
る
同
時
代
人
の
非
難
の
言
と
見
て
い
る
が
︑
実
際
の
用
例
に
即
し
て

見
れ
ば
︑
こ
れ
は
明
ら
か
に
讃
辞
で
あ
る
︒
不
遇
に
も
屈
せ
ず
誇
り
高
く
振
る
舞
っ
て
︑

定
子
後
宮
を
活
気
に
満
ち
た
空
間
に
し
て
い
る
女
房
た
ち
と
︑
そ
の
代
表
た
る
清
少
納
言

の
心
意
気
が
︑
殿
上
人
た
ち
に
は
魅
力
的
に
映
っ
た
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
︒

 

︵
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
受
理
︶
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