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『
源
氏
物
語
』

に
み
ら
れ
る
書
論

伊

藤

博

は
じ
め
に

『
涼
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
論
と
は
、
紫
式
部
の
書
論
と
考
え
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
書
」
に
つ

い
て
の
言
及
の
多
く
は
、
作
中
人
物
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
も
の
は
「
梅
枝
」
の
巻
の
光
源
氏
の
、
「
帯
木
」
の
巻
の
左
馬
頭

の
発
言
で
あ
る
。
勿
論
、

い
わ
ゆ
る
地
の
文
に
お
い
て
も
作
中
人
物
の
筆
跡
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
源
氏
物

語
』
に
み
ら
れ
る
筆
跡
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
の
、
「
書
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
批
評
、
感

想
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
と
同
時
に
、
作
中
人
物
の
特
性
の
一
端
を
も
言
い
あ
て
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

小
論
に
お
い
て
は
、
「
梅
枝
」
の
巻
を
中
心
に
し
て
、

い
く
つ
か
の
筆
跡
に
つ
い
て
の
記
述
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
「
書
」

の
あ
り
ょ
う
及
び
作
中
人
物
と
「
書
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

「
帯
木
」

の
巻
の
論

左
馬
頭
の
女
性
論
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
論



手
を
書
き
た
る
に
も
、
深
き
こ
と
は
な
く
て
、

こ
こ
か
し
こ
の
、
点
長
に
走
り
書
き
、
そ
こ
は
か
と
な
く
気
色
ば
め
る
は
、
う
ち
見
る
に

か
ど
か
ど
し
く
気
色
だ
ち
た
れ
ど
、

な
ほ
ま
こ
と
の
筋
を
こ
ま
や
か
に
書
き
得
た
る
は
、
う
は
ベ
の
筆
消
え
て
見
ゆ
れ
ど
、

い
ま
一
た
び

〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
〉

「
か
ど
か
ど
し
く
気
色
だ
ち
」
て
い
る
の
よ
り
も
「
ま
こ
と
の
筋
を
こ
ま
や
か
に
書
き
得
た
る
」
筆
跡
を
評
価
し
、
「
な
ほ
実
に
な
む
よ
り

と
り
並
べ
て
見
れ
ば
、

な
ほ
実
に
な
む
よ
り
け
る
。
〈
帯
木
）

け
る
」
と
結
ぶ
。
こ
こ
は
、
本
格
的
な
女
性
論
の
前
段
階
に
な
さ
れ
て
い
る
絵
画
論
な
ど
に
つ
づ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
書
論
の
た
め
か
、

「
点
長
に
走
り
書
き
」
と
あ
る
以
外
に
は
、
具
体
的
な
こ
と
ば
は
な
い
。
こ
こ
で
は
「
気
色
ば
め
る
」
「
気
色
だ
ち
」
の
語
の
使
用
が
目
立
つ
。

技
巧
が
直
接
表
面
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
り
も
、
「
ま
こ
と
の
筋
」
に
「
実
」
が
見
ら
れ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

こ
の
「
実
に
な
む
よ
り
け
る
」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
実
直
な
ほ
う
に
良
さ
が
認
め
ら
れ
ま
す
」
（
『
全
集
』
〈
注
〉
）
と
現
代
語
訳
さ
れ
て
い

る
。
『
集
成
』
も
ほ
ぼ
同
様
に
「
実
直
な
書
き
方
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
。
た
だ
、
『
新
大
系
』
で
は
「
真
実
に
基
づ
い
た
書
き

方
で
す
よ
」
と
あ
る
。
「
実
」
を
「
実
直
」
、
「
真
実
」
と
解
釈
す
る
と
い
く
ら
か
の
差
違
が
感
じ
ら
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
実
」
の
用
例

「
実
を
尋
ね
知
ら
む
人
」
（
東
屋
）
、
「
実
な
ら

が
ほ
か
に
六
例
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
は
「
実
の
御
子
」
（
常
夏
〉
、

「
実
の
母
君
」
（
若
菜
上
）
や
、

ぬ
こ
と
を
も
く
ね
り
言
ひ
」
（
東
屋
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
「
実
」
は
、
真
実
、
事
実
、
ま
こ
と
と
い
っ
た
意
に
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
な
お
、
二
条
院
で
匂
宮
と
暮
ら
す
中
の
君
を
思
う
薫
の
心
中
を
述
べ
る
一
節
に
次
の
例
が
あ
る
。

例
の
、

い
か
に
ぞ
や
お
ぽ
ゆ
る
心
の
そ
ひ
た
る
ぞ
、
あ
や
し
き
ゃ
、

さ
れ
ど
、
突
の
御
心
ば
へ
は
、

い
と
あ
は
れ
に
う
し
ろ
や
す
く
ぞ
、

思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
げ
る
。
（
早
蕨
）

『
全
集
』
で
は
、
右
の
「
実
」
に
つ
い
て
、
「
中
の
君
へ
の
懸
想
心
を
抑
制
し
て
後
見
に
徹
し
よ
う
と
す
る
実
直
な
心
」
と
注
す
る
。

「
帯
木
」
の
巻
の
「
実
」
の
訳
語
は
、
そ
の
文
脈
に
沿
う
な
ら
「
実
直
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、
書
き
手
の
真
底
か
ら
の

心
、
ま
こ
と
の
心
を
求
め
る
と
い
う
気
持
ち
を
表
す
た
め
に
は
、
「
真
実
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
の
「
実
」
の
訳
出
は
微
妙

な
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
要
す
る
に
、
左
馬
頭
は
「
ま
こ
と
の
筋
を
こ
ま
や
か
に
書
き
得
」
る
た
め
に
、
技
巧
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

や
は



り
「
心
ば
へ
」
の
「
実
」
が
根
本
に
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
左
馬
頭
は
女
性
論
の
ま
と
め
で
、
学
才
を
ひ
け
ら
か
す
女
性
に
つ

い
て
語
っ
た
こ
と
ば
の
中
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

わ
ざ
と
習
ひ
ま
ね
ば
ね
ど
、
す
こ
し
も
か
ど
あ
ら
む
人
の
耳
に
も
目
に
も
と
ま
る
こ
と
、
自
然
に
多
か
る
べ
し
。
さ
る
ま
ま
に
は
真
名
を

走
り
書
き
て
、

さ
る
ま
じ
き
ど
ち
の
女
文
、

な
か
ば
過
ぎ
て
書
き
す
す
め
た
る
、
あ
な
う
た
て
、
こ
の
人
の
た
を
や
か
な
ら
ま
し
か
ば
と

見
え
た
り
。
心
地
に
は
さ
し
も
思
は
ざ
ら
め
ど
、

お
の
づ
か
ら
こ
は
ご
は
し
き
声
に
読
み
な
さ
れ
な
ど
し
つ
つ
、
こ
と
さ
ら
ぴ
た
り
。

（
帯
木
〉

こ
こ
も
書
論
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
女
性
の
手
紙
に
、
「
真
名
を
走
り
書
き
て
」
「
な
か
ば
過
ぎ
て
書
き
す
す
め
」
る
こ
と
を
批
判
し
て

い
る
。
「
真
名
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
に
「
こ
は
ご
は
し
き
声
に
読
み
な
さ
れ
」
る
結
果
ま
で
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

書
く
行
為
が
、
読
ま
れ
る
折
に
ど
う
い
う
効
果
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
心
く
ば
り
を
求
め
て
い
る
。

「
帯
木
」
の
巻
で
は
、
具
体
的
な
論
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
心
の
あ
り
ょ
う
が
説
か
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

「
梅
枝
」

の
巻
の
論

「
梅
枝
」
の
巻
で
は
、
光
源
氏
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
当
代
女
性
の
仮
名
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
次
の
こ
と
ば
か
ら
は
じ
ま
る
。

よ
ろ
づ
の
こ
と
、
昔
に
は
劣
り
ざ
ま
に
、
浅
く
な
り
ゆ
く
世
の
末
な
れ
ど
、
仮
名
の
み
な
ん
今
の
世
は
い
と
際
な
く
な
り
た
る
。
古
き
跡

は
、
定
ま
れ
る
や
う
に
は
あ
れ
ど
、

ひ
ろ
き
心
ゆ
た
か
な
ら
ず
、

一
筋
に
通
ひ
て
な
ん
あ
り
け
る
。
（
梅
枝
）

光
源
氏
は
冒
頭
に
、
「
万
事
、
昔
に
比
較
し
て
現
代
は
劣
り
ぎ
み
で
あ
る
が
、
仮
名
だ
け
は
す
ぐ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
光
源
氏
の

尚
古
思
想
に
は
、
末
法
思
想
が
絡
ん
で
い
る
と
い
う
指
摘
ハ
『
全
集
』
頭
注
）
が
あ
る
が
、
仮
名
に
関
し
て
は
当
代
の
優
位
を
説
い
て
い
る
点

に
注
目
し
た
い
。

つ
守
つ
け
て
、
女
性
た
ち
の
筆
跡
に
つ
い
て
か
な
り
具
体
的
に
批
評
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
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四

中
宮
の
母
御
息
所
の
、
心
に
も
入
れ
ず
走
り
書
い
た
ま
へ
り
し
一
行
ば
か
り
、

わ
ざ
と
な
ら
ぬ
を
得
て
、
際
こ
と
に
お
ぼ
え
し
は
や
。

六
条
御
息
所
の
「
心
に
も
入
れ
ず
走
り
書
」
き
し
た
一
行
を
格
別
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
言
う
。
冒
頭
の
こ
と
ば
に
も
あ
っ
た
が
、
六
条
御
息

所
へ
の
批
評
語
に
も
「
際
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
際
」
は
そ
の
人
の
持
っ
て
い
る
才
能
の
限
界
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
か
。
「
際
な

し
」
は
そ
の
限
界
が
果
て
し
な
い
と
い
う
意
。
「
際
こ
と
」
は
才
能
の
格
別
、
絶
妙
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
秋
好
中
宮
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

宮
の
御
手
は
、
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
な
れ
ど
、
か
ど
や
後
れ
た
ら
ん
。

ま
た
、
藤
査
の
宮
、
臨
月
夜
尚
侍
、
朝
顔
の
姫
君
、
紫
の
上
に
つ
い
て
も
批
評
は
及
ぶ
。

故
入
道
の
宮
の
御
手
は
、
い
と
け
し
き
深
う
な
ま
め
き
た
る
筋
は
あ
り
し
か
ど
、
弱
き
と
こ
ろ
あ
り
て
、
に
ほ
ひ
ぞ
少
な
か
り
し
。
院
の

尚
侍
こ
そ
今
の
世
の
上
手
に
お
は
す
れ
ど
、
あ
ま
り
そ
ぼ
れ
て
癖
ぞ
添
ひ
た
め
る
。
さ
は
あ
り
と
も
、
か
の
君
と
、
前
斎
院
と
、
こ
こ
に

と
こ
そ
は
書
き
た
ま
は
め
。
〈
中
略
〉
真
字
の
す
す
み
た
る
ほ
ど
に
、
仮
名
は
し
ど
け
な
き
文
字
こ
そ
ま
じ
る
め
れ
。

（
梅
枝
〉

な
お
、
最
後
の
「
真
字
の
：
：
：
」
は
、
紫
の
上
の
筆
跡
に
つ
い
て
の
批
評
と
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
小
論
で
は
一
般
論
と
し
て
お
く
。

ω秋
好
中
宮

ω藤
壷
の
宮

ω臨
月
夜
尚
侍

右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
光
源
氏
の
批
評
語
を
抜
き
出
し
て
示
す
。

「
こ
ま
か
に
を
か
し
げ
な
れ
ど
、
か
ど
や
後
れ
た
ら
ん
。
」

「
い
と
け
し
き
深
う
な
ま
め
き
た
る
筋
は
あ
り
し
か
ど
、
弱
き
と
こ
ろ
あ
り
て
、
に
ほ
ひ
少
な
か
り
し
。
」

「
今
の
世
の
上
手
に
お
は
す
れ
ど
、
あ
ま
り
そ
ぼ
れ
て
癖
ぞ
添
ひ
た
め
る
。
」

「
か
ど
」
の
訳
語
と
し
て
は
「
才
気
」
、
「
そ
ぼ
る
」
は
「
し
ゃ
れ
る
」
で
よ
い
か
。
な
お
、
「
そ
ぼ
る
」
の
用
例
は
『
源
氏
物
語
』
中
三
例

あ
り
、
う
ち
一
例
は
、
柏
木
の
筆
跡
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
批
評
の
こ
と
ば
に
「
書
き
ざ
ま
今
め
か
し
う
そ
ぼ
れ
た
り
」
ハ
胡
蝶
）
と
用
い
ら

れ
て
い
る
。
臨
月
夜
の
批
評
と
あ
わ
せ
て
、
現
代
風
は
「
そ
ぼ
る
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

藤
査
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
け
し
き
」
「
に
ほ
ひ
」
の
訳
語
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
諸
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。



「
け
し
き
」

O
『
全
集
』

O
『
新
大
系
』

「
に
ほ
ひ
」

O
『
全
集
』

O
『
集
成
』

O
『
新
大
系
』

見
た
目
。
（
頭
注
）

「
気
色
深
う
」
で
、
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
。
（
脚
注
）

た
だ
よ
う
は
な
や
か
な
気
品
・
余
情
を
い
う
。
（
頭
注
〉

は
な
や
か
さ
。
（
傍
注
）

潤
い
。
（
脚
注
）

「
け
し
き
」
は
、
作
品
の
内
部
に
ひ
そ
む
も
の
が
、

お
の
ず
と
外
面
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
「
け
し
き
」
は
視

で
あ
る
。

覚
的
把
握
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
に
ほ
ひ
」
の
用
例
も
視
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
、
花
や
い
だ
美
し
さ
を
い
う
こ
と
ば

最
後
の
「
真
字
の
：
：
：
」
の
解
釈
も
諸
注
に
微
妙
な
差
違
が
あ
る
。

O
『
全
集
』

漢
字
が
上
達
す
る
わ
り
に
は
、
仮
名
に
整
わ
な
い
文
字
が
ま
じ
る
。
こ
こ
は
、
漢
字
・
仮
名
の
両
方
を
用
い
る
男
へ
の
一
般
論

O
『
集
成
』

で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
を
紫
の
上
の
筆
跡
へ
の
批
評
と
解
す
る
一
説
も
あ
る
。
（
頭
注
）

漢
字
に
習
熟
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
仮
名
は
整
わ
な
い
字
が
ま
じ
る
よ
う
で
す
ね
。
女
の
紫
の
上
が
漢
字
に
上
達
す
る
こ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
こ
は
男
の
側
か
ら
の
感
想
。
（
頭
注
）

O
『
新
大
系
』

（
一
般
に
）
漢
字
が
上
達
す
る
よ
う
に
は
、
仮
名
は
上
達
し
な
い
よ
う
だ
、

の
意
か
。
〈
脚
注
）

右
の
注
に
も
あ
る
通
り
、
こ
の
一
文
は
紫
の
上
個
人
に
つ
い
て
の
感
想
で
は
な
く
、

一
般
論
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
か
。
現
代
語
訳
に
少
々
問

題
も
残
る
が
、
要
す
る
に
、
仮
名
の
む
ず
か
し
さ
を
言
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
漢
字
と
仮
名
と
で
は
筆
法
に
そ
れ
ぞ
れ
の
困
難
さ
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
論
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__.... ノ、

な
お
、
光
源
氏
は
女
性
批
評
の
最
後
に
、
臨
月
夜
尚
侍
、
朝
顔
の
姫
君
、
紫
の
上
を
当
代
の
仮
名
の
名
手
と
言
う
。
紫
の
上
は
『
物
語
』
に

登
場
し
た
折
、
そ
の
筆
跡
に
つ
い
て
将
来
の
上
達
が
予
見
さ
れ
て
い
た
。

う
ち
そ
ば
み
て
書
い
た
ま
ふ
手
つ
き
、
筆
と
り
た
ま
へ
る
さ
ま
の
幼
げ
な
る
も
、
ら
う
た
う
の
み
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
心
な
が
ら
あ
や
し
と
思

す
。
〈
中
略
〉
（
「
か
こ
つ
べ
き
」
の
和
歌
〉
い
と
若
け
れ
ど
、
生
ひ
先
見
え
て
ふ
く
よ
か
に
書
い
た
ま
へ
り
。
（
若
紫
）

右
か
ら
二
十
年
あ
ま
り
の
歳
月
が
経
過
し
て
、
当
代
の
仮
名
の
名
手
と
光
源
氏
か
ら
評
さ
れ
る
。
ま
た
、
紫
の
上
発
見
の
北
山
の
場
面
で
、

光
源
氏
に
と
っ
て
は
「
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
」
（
若
紫
）
で
あ
っ
た
藤
査
の
官
。
や
が
て
時
は
流
れ
、
今
は
亡
き
そ
の
人
の
筆

跡
を
「
に
ほ
ひ
少
な
か
り
し
」
と
言
う
。
こ
の
批
評
的
言
辞
は
、
単
な
る
書
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、

『
物
語
』
の
展
開
の
上
で
も
見
逃
せ
な
い
。

女
性
批
評
か
ら
、

さ
ら
に
壁
兵
部
卿
宮
の
筆
跡
に
話
は
進
む
。

や
が
て
御
覧
ず
れ
ば
、
す
ぐ
れ
て
し
も
あ
ら
ぬ
御
手
を
、
た
だ
片
か
ど
に
、
い
と
い
た
う
筆
澄
み
た
る
け
し
き
あ
り
て
、
書
き
な
し
た
ま

へ
り
。
歌
も
こ
と
さ
ら
め
き
、
側
み
た
る
古
言
ど
も
を
選
り
て
、
た
だ
三
行
ば
か
り
に
、
文
字
少
な
に
好
ま
し
く
ぞ
書
き
た
ま
へ
る
。
大

臣
御
覧
じ
驚
き
ぬ
。

（
梅
枝
）

蛍
兵
部
卿
宮
の
批
評
に
関
す
る
主
な
こ
と
ば
を
抜
き
出
す
と
、
「
た
だ
片
か
ど
」
「
筆
澄
み
た
る
け
し
き
」
「
歌
も
こ
と
さ
ら
め
き
、
側
み
た

る
古
言
」
「
三
行
ば
か
り
」
「
文
字
少
な
に
」
と
あ
る
。
「
片
か
ど
」
に
は
次
の
よ
う
に
注
す
る
。

『
全
集
』

一
つ
の
長
所
と
い
う
べ
く
。
（
現
代
語
訳
）

『
集
成
』

未
熟
な
が
ら
才
気
に
任
せ
て
。
（
傍
注
）

『
新
大
系
』

ち
ょ
っ
と
し
た
才
覚
を
発
揮
し
て
。
（
脚
注
〉

「
片
か
ど
」
は
『
源
氏
物
語
』
中
六
例
あ
る
。
「
梅
枝
」
の
巻
に
も
、
右
の
後
文
に
光
源
氏
の
タ
霧
へ
の
訓
戒
の
こ
と
ば
に
見
え
る
。

親
な
く
て
世
の
中
か
た
ほ
に
あ
り
と
も
、
人
柄
心
苦
し
う
な
ど
あ
ら
む
人
を
ば
、
そ
れ
を
片
か
ど
に
寄
せ
て
も
見
た
ま
へ
。

（
梅
枝
）

右
は
ご
つ
の
と
り
え
」
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。



「
筆
澄
み
た
る
」
に
つ
い
て
は
、
『
孟
津
抄
』
の
「
筆
の
あ
か
ぬ
け
た
る
也
」
に
よ
る
注
が
一
般
的
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
後
文
に
左
衛
門

督
の
筆
跡
を
批
評
す
る
文
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
と
ご
と
し
う
か
し
こ
げ
な
る
筋
の
み
好
み
て
書
き
た
れ
ど
、
筆
の
お
き
て
澄
ま
ぬ
心
地
し
て
、
い
た
は
り
加
へ
た
る
け
し
き
な
り
。

ハ
梅
枝
）

「
文
字
少
な
に
」
に
は
次
の
よ
う
に
注
す
る
。

『
全
集
』

漢
字
を
少
な
く
。
ほ
と
ん
ど
全
部
仮
名
文
字
で
あ
る
。
（
頭
注
）

仮
名
だ
け
で
書
か
ず
、
漢
字
混
じ
り
に
し
た
の
で
、
字
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
頭
注
〉

（
漢
字
を
多
用
し
て
〉
字
数
少
な
め
に
。
ハ
脚
注
）

『
集
成
』

『
新
大
系
』

『
全
集
』
は
『
集
成
』
『
新
大
系
』
と
異
な
り
、
『
集
成
』
と
『
新
大
系
』
も
微
妙
に
差
違
が
あ
る
。
こ
の
部
分
は
か
な
り
重
要
な
の
で
あ
る

が
、
残
念
な
が
ら
い
ず
れ
と
も
決
め
が
た
い
。

壁
兵
部
卿
宮
の
筆
は
、
格
別
す
ぐ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
か
ぬ
け
の
し
た
筆
致
、
気
の
利
い
た
題
材
の
選
択
、
好
ま
し
い
構
成
で

あ
る
。
光
源
氏
は
「
さ
ら
に
筆
投
げ
棄
て
っ
ぺ
し
ゃ
」
と
い
う
。
『
全
集
』
頭
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
わ
ざ
と
大
げ
さ
に
ほ
め
て
い

る
」
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
壁
兵
部
卿
宮
の
筆
跡
は
、
当
代
の
一
つ
の
水
準
に
達
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
か
。

さ
ら
に
、
光
源
氏
の
書
い
た
草
子
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

唐
の
紙
の
い
と
す
く
み
た
る
に
、
草
書
き
た
ま
へ
る
、
す
ぐ
れ
て
め
で
た
し
と
見
た
ま
ふ
に
、
高
麗
の
紙
の
、
膚
こ
ま
か
に
和
う
な
つ
か

し
き
が
、
色
な
ど
は
は
な
や
か
な
ら
で
、
な
ま
め
き
た
る
に
、

お
ほ
ど
か
な
る
女
手
の
、
う
る
は
し
う
心
と
ど
め
て
書
き
た
ま
へ
る
、

た

と
ふ
べ
き
方
な
し
。
見
た
ま
ふ
人
の
涙
さ
へ
水
茎
に
流
れ
そ
ふ
心
地
し
て
、
飽
く
世
あ
る
ま
じ
き
に
、

ま
た
こ
こ
の
紙
屋
の
色
紙
の
色
あ

は
ひ
は
な
や
か
な
る
に
、
乱
れ
た
る
草
の
歌
を
、
筆
に
ま
か
せ
て
乱
れ
書
き
た
ま
へ
る
、
見
ゃ
と
こ
ろ
限
り
な
し
。
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
愛
敬

づ
き
、
見
ま
ほ
し
け
れ
ば
、

さ
ら
に
残
り
ど
も
に
目
も
見
や
り
た
ま
は
ず
。
ハ
梅
枝
）

『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
害
論

七



八

右
で
は
三
種
の
料
紙
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
三
種
の
筆
法
が
な
さ
れ
て
い
る
。
抜
き
書
き
し
て
次
に
一
不
す
。

ω唐
の
紙
の
い
と
す
く
み
た
る
｜
｜
草

ω高
麗
の
紙
の
、
膚
こ
ま
か
に
和
う
な
つ
か
し
き
、
色
な
ど
は
は
な
や
か
な
ら
で
｜
｜
お
ほ
ど
か
な
る
女
子

ω紙
屋
の
色
紙
の
色
あ
は
ひ
は
な
や
か
な
る
に

l
l乱
れ
た
る
草
の
歌

ωの
「
す
く
む
」
に
つ
い
て
、
「
縮
か
む
こ
と
。
『
細
流
抄
』
は
、
「
こ
は
ご
は
し
き
な
り
」
と
い
う
L
。
ま
た
「
草
」
に
つ
い
て
、
「
万
葉
仮

名
の
草
体
。
料
紙
に
合
せ
て
、
男
性
風
な
趣
」
（
『
集
成
』
頭
注
）
と
注
す
る
。

ωも
同
様
に
料
紙
に
合
わ
せ
た
「
お
ほ
ど
か
な
る
女
手
」
、

ω

も
料
紙
に
ふ
さ
わ
し
い
「
乱
れ
書
き
」
で
あ
る
。
三
通
り
の
筆
法
が
い
ず
れ
も
見
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
例
に
よ
っ
て
光
源
氏
の
卓
越
さ
を
語

る
。
な
お
、

そ
の
筆
跡
を
「
お
ほ
ど
か
」
と
評
さ
れ
た
人
物
に
は
、

ほ
か
に
秋
好
中
宮
、
落
葉
宮
が
い
る
。
秋
好
中
宮
に
つ
い
て
は
後
に
少
し

く
述
べ
た
い
。

さ
ら
に
、
「
も
の
好
み
す
る
若
き
人
々
」
に
は
、
「
葦
手
、
歌
絵
を
思
ひ
思
ひ
に
書
け
」
と
光
源
氏
が
指
示
す
る
。
葦
手
の
草
子
の
う
ち
で
、

宰
相
中
将
（
タ
霧
）
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

水
の
勢
ひ
ゆ
た
か
に
書
き
な
し
、

そ
そ
け
た
る
葦
の
生
ひ
ざ
ま
な
ど
、
難
波
の
浦
に
通
ひ
て
、

」
な
た
か
な
た
い
き
ま
じ
り
て
、

い
た
う

澄
み
た
る
と
こ
ろ
あ
り
。
ま
た
い
と
い
ま
め
か
し
う
ひ
き
か
へ
て
、
文
字
様
、

石
な
ど
の
た
た
ず
ま
ひ
、
好
み
書
き
た
ま
へ
る
枚
も
あ
め

り
。
（
梅
枝
〉

右
で
は
葦
手
の
書
き
方
が
か
な
り
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
「
澄
み
た
る
」
と
い
う
批
評
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る

点
に
注
目
し
た
い
。
な
お
、
タ
霧
も
そ
の
筆
跡
を
「
手
は
ま
だ
い
と
若
け
れ
ど
生
ひ
先
見
え
て
い
と
を
か
し
げ
に
」
（
少
女
）
と
評
さ
れ
た
。

こ
の
折
、
タ
霧
は
十
二
歳
。
「
梅
枝
」
の
巻
で
は
十
八
歳
。
「
い
と
い
ま
め
か
し
う
」
と
い
う
批
評
語
も
、
「
も
の
好
み
す
る
若
き
人
々
」
ゆ
え

で
あ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
中
、
「
葦
手
」
の
用
例
は
右
一
例
の
み
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
は
、
『
延
喜
二
十
一
年
京
極
御
息
所
歌
合
』
『
天
徳
四



年
三
月
一
二
十
日
内
裏
歌
合
』
に
す
で
に
見
え
る
。
ま
た
『
宇
浄
保
物
語
』
に
も
、
「
蔵
問
中
」
に
二
例
、
「
国
譲
上
」
に
二
例
あ
る
。
そ
の
ほ
か

『
拾
遺
和
歌
集
』
「
券
五
・
賀
」
二
七
三
番
歌
の
詞
書
に
も
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
以
後
で
は
『
栄
花
物
語
』
に
五
例
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
記
述
に
比
較
し
て
、
「
梅
校
」
の
巻
で
の
表
現
は
か
な
り
具
体
的
で
あ
る
。
料
紙
の
絵
柄
、
葦
手
の
筆
法
に
つ
い
て
の
記
述

か
ら
、
仮
名
と
自
然
の
景
物
と
が
共
存
す
る
様
子
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
例
で
あ
る
。

や
が
て
、
壁
兵
部
卿
宮
は
邸
に
あ
る
い
く
つ
か
の
手
本
を
取
り
寄
せ
る
。
「
嵯
峨
帝
の
、
士
口
万
葉
集
」
「
延
喜
帝
の
、
古
今
和
歌
集
」
を
見
る

光
源
氏
は
次
の
よ
う
に
賞
美
す
る
。

尽
き
せ
ぬ
も
の
か
な
。
こ
の
ご
ろ
の
人
は
、

た
だ
か
た
そ
ば
を
気
色
ば
む
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
（
梅
枝
〉

「
仮
名
の
み
な
ん
今
の
位
は
い
と
際
な
く
な
り
た
る
」
と
言
う
こ
と
ば
で
は
じ
ま
っ
た
光
源
氏
の
書
論
は
、
嵯
峨
帝
、
延
喜
帝
時
代
讃
美
で

終
わ
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
勿
論
、
歌
集
も
、
本
の
仕
立
も
、
書
き
手
も
す
べ
て
が
前
時
代
の
逸
品
ゆ
え
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

が
、
「
巻
ご
と
に
御
手
の
筋
を
変
へ
つ
つ
、

い
み
じ
う
書
き
尽
く
さ
せ
た
ま
へ
る
」
と
こ
ろ
が
眼
目
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
『
全
集
』
に
は

「
こ
こ
で
も
理
想
的
古
代
か
ら
現
代
を
評
す
る
源
氏
の
批
評
精
神
に
注
意
さ
れ
る
」
（
頭
注
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
の
尚
古
思
想
は

確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
時
代
の
仮
名
の
書
風
と
し
て
、
「
乱
れ
た
る
草
」
を
自
在
に
書
く
光
源
氏
自
身
の
姿
か
ら
、
当
代
の
理

想
的
書
風
の
あ
り
ょ
う
が
う
か
が
え
る
。

秋
好
中
宮
、
末
摘
花
、
近
江
の
君

『
源
氏
物
語
』
の
女
君
で
、
そ
の
筆
跡
に
つ
い
て
の
記
述
が
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
の
は
、
紫
の
上
と
末
摘
花
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
特
異

な
性
格
ゆ
え
か
、
近
江
の
君
に
つ
い
て
も
そ
の
筆
跡
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
末
摘
花
と
近
江
の
君
の
筆
跡
に
つ
い
て
述
べ
る

が
、
そ
の
前
に
「
い
と
お
ほ
ど
か
」
と
評
さ
れ
て
い
る
秋
好
中
宮
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
論

九



。

鈍
色
の
紙
の
い
と
か
う
ば
し
う
艶
な
る
に
、
墨
つ
き
な
ど
紛
ら
は
し
て
、

消
え
が
て
に
ふ
る
ぞ
悲
し
き
か
き
く
ら
し
わ
が
身
そ
れ
と
も
思
ほ
え
ぬ
世
に

つ
つ
ま
し
げ
な
る
書
き
ざ
ま
、

い
と
お
ほ
ど
か
に
、
御
手
す
ぐ
れ
て
は
あ
ら
ね
ど
、

ら
う
た
げ
に
あ
て
は
か
な
る
筋
に
見
ゆ
。
（
湾
標
）

六
条
御
息
所
の
死
を
悼
む
光
源
氏
の
手
紙
へ
の
返
事
で
あ
る
。
料
紙
は
喪
中
に
あ
る
ゆ
え
鈍
色
。
「
墨
つ
き
な
ど
紛
ら
は
し
て
」
に
つ
い
て
、

『
集
成
』
は
「
墨
の
濃
淡
な
ど
、
美
し
く
紛
ら
わ
し
て
お
書
き
に
な
っ
て
。
薄
鼠
色
の
紙
に
筆
跡
が
見
え
隠
れ
し
、
次
の
「
消
え
が
て
に
」
の

歌
意
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
」
（
頭
注
）
と
注
記
す
る
。
母
を
失
っ
た
悲
し
み
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
も
、
細
心
の
配
慮
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
。
な
お
、
こ
の
姫
君
の
書
風
は
「
お
ほ
ど
か
」
で
あ
る
点
が
特
色
で
あ
ろ
う
か
。
書
風
に
つ
い
て
の
こ
と
ば
で
は
な
い
が
、
後
年
、
光
源

氏
が
秋
好
中
宮
の
許
を
訪
れ
た
折
、
そ
の
印
象
を
「
例
の
、
い
と
若
う
お
ほ
ど
か
な
る
御
け
は
ひ
に
て
」
（
鈴
虫
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

紫
の
上
、
秋
好
中
宮
と
比
較
し
て
、
末
摘
花
の
筆
跡
は
特
異
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
例
を
次
に
示
す
。

晴
れ
ぬ
夜
の
月
ま
つ
里
を
お
も
ひ
や
れ
お
な
じ
心
に
な
が
め
せ
ず
と
も

口
々
に
責
め
ら
れ
て
、
紫
の
紙
の
年
経
に
け
れ
ば
灰
お
く
れ
古
め
い
た
る
に
、
手
は
さ
す
が
に
文
字
強
う
、
中
さ
だ
の
筋
に
て
、
上
下
ひ

と
し
く
書
い
た
ま
つ
り
。
（
末
摘
花
〉

「
中
さ
だ
」
に
つ
い
て
は
、
『
全
集
』
で
次
の
よ
う
に
注
記
す
る
。

古
代
ほ
ど
で
な
い
が
、
少
し
古
い
時
代
。
〈
中
略
〉
行
成
風
以
前
の
、

ま
だ
草
仮
名
（
平
仮
名
と
漢
字
の
草
体
と
の
中
間
の
仮
名
の
字

体
）
の
小
野
道
風
や
藤
原
佐
理
な
ど
の
書
風
と
考
え
ら
れ
る
。
（
頭
注
）

末
摘
花
の
筆
跡
の
古
風
さ
を
「
文
字
強
う
」
と
言
う
。
和
歌
の
書
き
方
も
「
上
下
ひ
と
し
く
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
代
遅
れ
を
強
調
す

る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
も
あ
る
。

陸
奥
国
紙
の
厚
肥
え
た
る
に
、
匂
ひ
ば
か
り
は
深
う
染
め
た
ま
へ
り
。
い
と
ょ
う
書
き
お
ほ
せ
た
り
。
（
末
摘
花
）

こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
書
風
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
懸
想
文
の
料
紙
と
し
て
は
不
似
合
な
「
陸
奥
国
紙
の
厚
肥
え
た
る
」
こ
と
を
述



べ
、
こ
の
姫
君
の
性
格
を
強
調
す
る
。
右
の
す
ぐ
後
文
で
、
末
摘
花
の
和
歌
に
つ
い
て
、
「
筆
の
し
り
と
る
博
士
ぞ
な
か
べ
き
と
、
言
ふ
か
ひ

な
く
思
す
」
と
い
う
光
源
氏
の
心
中
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
書
風
に
つ
い
て
も
今
様
の
書
き
方
を
教
え
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う

御
小
桂
の
扶
に
、
例
の
同
じ
筋
の
歌
あ
り
け
り
。

わ
が
身
こ
そ
う
ら
み
ら
れ
け
れ
唐
衣
君
が
た
も
と
に
な
れ
ず
と
思
へ
ば

い
と
わ
り
な
う
し
じ
か
み
、
彫
り
深
う
、
強
う
、
固
う
書
き
た
ま
へ
り
。
（
行
中
古
平
〉

「
末
摘
花
」
の
巻
か
ら
す
で
に
十
八
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
変
わ
ら
ぬ
末
摘
花
の
筆
跡
で
あ
る
。
な
お
、
「
し
じ
か
み
」
に

つ
い
て
、
『
全
集
』
に
は
「
ち
ぢ
か
ん
で
、
彫
り
つ
け
た
よ
う
に
、
な
め
ら
か
な
連
綿
体
で
は
な
い
」
と
注
記
が
あ
る
。

御
手
は
、
昔
だ
に
あ
り
し
を
、

近
江
の
君
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

草
わ
か
み
ひ
た
ち
の
浦
の
い
か
が
崎
い
か
で
あ
ひ
見
ん
た
ご
の
浦
波

大
川
水
の
」
と
、
青
き
色
紙
一
重
ね
に
、

い
と
草
が
ち
に
、
怒
れ
る
手
の
、
そ
の
筋
と
も
見
え
ず
漂
ひ
た
る
書
き
さ
ま
も
、
下
長
に
、

わ

り
な
く
ゆ
ゑ
ば
め
り
。
行
の
ほ
ど
、
端
ざ
ま
に
筋
か
ひ
て
、
倒
れ
ぬ
ベ
く
見
ゆ
る
を
、
う
ち
笑
み
つ
つ
見
て
、

さ
す
が
に
い
と
細
く
小
さ

く
巻
き
結
び
て
、
撫
子
の
花
に
つ
け
た
り
。
（
常
夏
）

末
摘
花
が
光
源
氏
に
和
歌
を
贈
る
た
び
に
「
唐
衣
」
を
繰
り
返
す
の
に
類
似
す
る
近
江
の
君
の
一
首
で
あ
る
。
近
江
の
君
の
筆
跡
を
表
す
こ

と
ば
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

ω草
が
ち

ω怒
れ
る
手

ω書
き
ざ
ま
も
、
下
長
に

ω行
の
ほ
ど
、
端
ざ
ま
に
筋
か
ひ
て
、
倒
れ
ぬ
ベ
く
見
ゆ
る
を

『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
論



ま
ず
、
「
草
が
ち
」
で
あ
る
こ
と
を
難
点
と
し
て
あ
げ
る
。
例
え
ば
、
明
石
の
君
の
筆
跡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

手
習
ど
も
の
乱
れ
う
ち
と
け
た
る
も
、
筋
変
り
、
ゆ
ゑ
あ
る
書
き
ざ
ま
な
り
。
こ
と
ご
と
し
う
草
が
ち
な
ど
に
も
ざ
え
か
か
ず
、

め
や
す

く
書
き
す
ま
し
た
り
。
（
初
音
）

「
草
が
ち
」
で
も
筆
跡
を
「
め
や
す
く
書
き
す
ま
し
た
り
」
と
評
し
て
い
る
。
「
怒
れ
る
手
」
に
つ
い
て
、
『
全
集
』
で
は
「
角
ば
っ
た
筆

跡
」
、
『
集
成
』
で
は
「
い
か
つ
い
筆
跡
」
と
注
す
る
。
「
怒
る
」
と
い
う
語
は
『
源
氏
物
語
』
で
他
に
四
例
あ
る
。
う
ち
一
例
が
、
「
帯
木
」
の

巻
の
左
馬
頭
の
絵
画
論
で
「
荒
海
の
怒
れ
る
魚
の
す
が
た
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
怒
れ
る
」
に
つ
い
て
、
『
全
集
』
で
は
「
恐
ろ
し

げ
な
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。
「
怒
る
」
が
、
書
、
絵
画
の
批
評
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
「
怒
れ
る
手
」
か
ら
具
体
的

に
そ
の
筆
跡
を
説
明
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
女
性
の
筆
と
し
て
は
異
質
と
い
う
こ
と
を
誇
張
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

「
行
の
ほ
ど
」
「
倒
れ
ぬ
ベ
く
見
ゆ
る
」
書
き
方
は
、
中
古
の
書
風
と
し
て
例
が
あ
る
。
し
か
し
「
わ
り
な
く
ゆ
ゑ
ば
め
り
」
と
い
う
点
が
問
題

な
の
で
あ
ろ
う
。
近
江
の
君
の
筆
跡
に
つ
い
て
の
批
評
は
、
弘
徽
殿
女
御
の
「
草
の
文
字
は
え
見
知
ら
ね
ば
に
や
あ
ら
む
、
本
末
な
く
も
見
ゆ

る
か
な
」
で
し
め
く
く
ら
れ
る
。

近
江
の
君
の
筆
跡
に
つ
い
て
の
言
及
も
、
末
摘
花
同
様
に
「
書
」
そ
れ
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
紫
の
上
、
秋
好
中
宮
な

ど
と
同
様
に
、
作
中
人
物
の
特
性
を
端
的
に
表
現
す
る
一
つ
の
材
料
と
し
て
筆
跡
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

「
帯
木
」
の
巻
で
は
、
左
馬
頭
が
「
点
長
に
走
り
書
き
、

そ
こ
は
か
と
な
く
気
色
ば
め
る
」
筆
跡
の
才
気
よ
り
も
、
「
実
」
の
大
切
さ
を
説

い
て
い
る
。

「
梅
枝
」
の
巻
に
見
ら
れ
る
書
論
の
中
、
光
源
氏
の
こ
と
ば
に
は
「
尚
古
思
想
」
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
仮
名
に
関
し
て
は
当
代
の
優



位
を
説
い
て
い
る
。
六
条
御
息
所
、
藤
査
の
宮
、
臨
月
夜
尚
侍
、
朝
顔
の
姫
君
、
紫
の
上
の
仮
名
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ

る
。
光
源
氏
に
つ
い
て
は
地
の
文
で
、

ωお
ほ
ど
か
な
る
女
子
の
、
う
る
は
し
う
心
と
ど
め
て
書
き
た
ま
へ
る

ω乱
れ
た
る
草
の
歌
を
、
筆
に
ま
か
せ
て
乱
れ
書
き
た
ま
へ
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
当
代
の
理
想
的
な
書
風
の
一
端
が
う
か
が
え
ょ
う
か
。
右
に
よ
る
と
、
「
心
と
ど
め
て
」
と
「
筆
に
ま
か
せ

て
」
が
眼
目
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
乱
れ
書
き
」
の
む
ず
か
し
さ
は
、
「
わ
り
な
く
ゆ
ゑ
ば
め
り
」
（
常
夏
・
近
江
の
君
）
と
い
う
結
果
に
お
ち
い

る
か
ら
か
。
「
筆
に
ま
か
ぜ
」
て
の
技
巧
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
自
在
さ
が
ど
れ
だ
け
線
条
の
美
し
さ
に
な
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ

ぅ
。
技
巧
と
心
の
あ
り
よ
う
と
い
う
問
題
は
、
く
り
か
え
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
光
源
氏
の
筆
跡
を
「
お
ほ
ど
か
」
と
評
し
て
い
る
点

も
注
目
さ
れ
る
。
人
間
が
「
お
ほ
ど
か
」
で
あ
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
。
「
お
ほ
ど
か
」
で
あ
る
こ
と
は
、
勿
論
熟
練
だ
け
で
は
達
成
で
き
な

い
。
品
性
、
そ
の
人
物
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
の
あ
り
方
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
お
ほ
ど
か
な
る
」
筆

の
達
人
が
、
「
乱
れ
た
る
草
」
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
「
乱
れ
」
と
「
お
ほ
ど
か
」
と
は
、
本
質
的
に
は
同
時
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
は

な
い
か
。
光
源
氏
だ
け
が
、
両
者
を
同
一
場
面
で
書
き
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
葵
」
の
巻
で
、
光
源
氏
の
筆
跡
賛
美
の
一
節
が
あ
る
。

葵
の
上
の
死
後
、
光
源
氏
は
左
大
臣
家
を
去
る
。
左
大
臣
は
、
源
氏
と
葵
の
上
が
用
い
た
御
帳
台
の
傍
ら
に
置
か
れ
た
手
習
を
目
に
す
る
。

あ
は
れ
な
る
古
言
ど
も
、
唐
の
も
大
和
の
も
書
き
け
が
し
つ
つ
、
草
に
も
真
字
に
も
、

さ
ま
ざ
ま
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
書
き
ま
ぜ
た
ま
へ

り
。
「
か
し
こ
の
御
子
や
」
と
空
を
仰
ぎ
て
な
が
め
た
ま
ふ
。

（葵）

光
源
氏
二
十
二
歳
の
折
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
草
に
も
真
字
に
も
」
、
左
大
臣
を
し
て
「
か
し
こ
の
御
子
や
」
と
賛
嘆
さ
せ
る
。

先
述
の
「
梅
枝
」
巻
に
あ
る
「
真
字
の
す
す
み
た
る
ほ
ど
に
、
仮
名
は
し
ど
け
な
き
文
字
こ
そ
ま
じ
る
め
れ
」
を
再
度
引
く
が
、
こ
の
一
節

に
つ
い
て
、
吉
津
義
則
氏
は
「
こ
れ
は
漢
字
と
仮
名
と
の
書
法
精
神
の
相
違
に
伴
ふ
事
実
で
あ
る
」
（
対
校
源
氏
物
語
新
釈
巻
三
）
と
注
す
る
。

「
書
」
に
お
い
て
も
、
光
源
氏
の
超
越
性
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
と
と
も
に
、
漢
字
の
「
書
」
を
受
容
し
、

や
が
て
仮
名
の
「
書
」
を

『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
論



四

創
造
、
完
成
し
て
ゆ
く
平
安
朝
の
「
書
」
の
あ
り
ょ
う
の
一
端
が
う
か
が
え
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
筆
跡
と
料
紙
と
の
か
か
わ
り
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
末
摘
花
、
近
江
の
君
は
、
和
歌
も
料
紙
も
笑
い
を
誘

ぅ
。
こ
の
二
人
は
、
「
梅
枝
」
の
巻
で
、
光
源
氏
か
ら
評
価
さ
れ
た
女
君
た
ち
と
は
対
極
に
あ
る
。
も
っ
と
も
書
論
の
上
で
は
、
末
摘
花
と
近

江
の
君
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
批
評
語
の
多
様
さ
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
の
「
書
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
先
行
作
品
、

ま
た
後
の
『
栄
花
物
語
』
な
ど
と
比
較
し
て
き
わ
め
て
豊
富
で
あ
る
。
そ

こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
批
評
用
語
の
あ
る
も
の
は
、
現
代
語
訳
を
す
る
の
に
や
や
困
難
な
例
も
あ
る
が
、
優
劣
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
か

ら
、
当
時
の
評
価
基
準
が
適
確
に
理
解
で
き
る
。
美
意
識
の
問
題
は
、
時
間
と
空
間
の
相
違
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
い
。
し
か
し
、

『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
書
論
で
は
、
「
心
」
の
あ
り
ょ
う
を
論
の
核
に
す
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

（注〉

小
論
で
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
を
『
全
集
』
、

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
を
『
集
成
』
、

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
を

『
新
大
系
』
と
略
す
る
。


