
四
三

う
し
ろ
の
雲
居
雁

　
　

一
、
手
紙
を
奪
う
雲
居
雁

　

自
分
の
と
こ
ろ
に
誰
か
の
手
が
伸
び
て
く
る
。
近
し
い
者
の
手
で
あ
れ
ば
そ

の
手
を
握
っ
た
り
、
受
け
止
め
た
り
な
ど
し
て
親
愛
の
情
を
示
す
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
。
見
知
ら
ぬ
者
や
敵
対
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
伸
び
て
く
る
手
や
拳

か
ら
咄
嗟
に
身
を
か
わ
す
こ
と
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
死
角
か

ら
伸
び
る
手
に
は
ど
う
に
も
対
処
の
し
よ
う
が
な
い
。
デ
ュ
ー
ク
東
郷
で
な
く

と
も
、
自
分
の
背
後
は
最
も
警
戒
す
べ
き
と
こ
ろ
な
の
だ
。

　

宵
過
ぐ
る
ほ
ど
に
ぞ
こ
の
御
返
り
持
て
参
れ
る
を
、
か
く
例
に
も
あ
ら

ぬ
鳥
の
跡
の
や
う
な
れ
ば
、
と
み
に
も
見
解
き
た
ま
は
で
、
御
殿
油
近
う

取
り
寄
せ
て
見
た
ま
ふ
。
女
君
、
も
の
隔
て
た
る
や
う
な
れ
ど
、
い
と
と

く
見
つ
け
た
ま
う
て
、
這
ひ
寄
り
て
、
御
背う

し
ろ後

よ
り
取
り
た
ま
う
つ
。「
あ

さ
ま
し
う
。
こ
は
い
か
に
し
た
ま
ふ
ぞ
。
あ
な
、
け
し
か
ら
ず
。
六
条
の

東
の
上
の
御
文
な
り
。
今
朝
風
邪
お
こ
り
て
な
や
ま
し
げ
に
し
た
ま
へ
る

う
し
ろ
の
雲
居
雁

津つ

島し
ま

昭あ
き

宏ひ
ろ

─
「
母
」・「
主
婦
」
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て

─

（
本

学

教

授
）

を
、
院
の
御
前
に
は
べ
り
て
出
で
つ
る
ほ
ど
、
ま
た
も
参
で
ず
な
り
ぬ
れ

ば
、
い
と
ほ
し
さ
に
、
今
の
間
い
か
に
と
聞
こ
え
た
り
つ
る
な
り
。
見
た

ま
へ
よ
、懸
想
び
た
る
文
の
さ
ま
か
。
さ
て
も
な
ほ
な
ほ
し
の
御
さ
ま
や
。

年
月
に
そ
へ
て
い
た
う
侮
り
た
ま
ふ
こ
そ
う
れ
た
け
れ
。
思
は
む
と
こ
ろ

を
む
げ
に
恥
ぢ
た
ま
は
ぬ
よ
」
と
う
ち
う
め
き
て
、
惜
し
み
顔
に
も
ひ
こ

じ
ろ
ひ
た
ま
は
ね
ば
、
さ
す
が
に
ふ
と
も
見
で
、
持
た
ま
へ
り
。

�

（「
夕
霧
」
四
―
四
二
七（

注
１
））

　

未
亡
人
で
あ
る
落
葉
の
宮
の
も
と
へ
、
彼
女
に
恋
情
を
寄
せ
る
夕
霧
か
ら
手

紙
が
届
く
。
昨
晩
、
夕
霧
は
落
葉
の
宮
の
傍
で
過
ご
し
た
も
の
の
拒
ま
れ
た
た

め
、
そ
の
こ
と
を
な
じ
る
文
面
で
あ
っ
た
。
落
葉
の
宮
の
母
一
条
御
息
所
は
、

二
人
が
夜
を
共
に
し
た
こ
と
を
知
っ
て
心
痛
め
る
が
、
誠
実
さ
を
感
じ
取
れ
ぬ

手
紙
を
寄
こ
し
た
夕
霧
へ
、
娘
に
対
す
る
思
い
を
確
か
め
る
べ
く
夕
霧
に
返
事

を
書
く
。
掲
げ
た
場
面
は
、そ
の
返
事
を
夕
霧
が
手
に
と
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

病
重
き
御
息
所
が
書
い
た
手
紙
の
筆
跡
は
鳥
の
足
跡
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
た
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め
、
容
易
に
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
灯
り
を
近
く
に
寄
せ
て
夕
霧
が
手

紙
を
見
て
い
た
さ
ま
は
、
熱
心
に
恋
文
を
読
む
男
の
す
が
た
に
見
え
た
こ
と
だ

ろ
う
。
夫
で
あ
る
夕
霧
と
落
葉
の
宮
と
の
関
係
を
憎
々
し
く
思
う
雲
居
雁
に
し

て
み
れ
ば
、
我
慢
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。

　

背
後
か
ら
伸
び
る
手
に
は
ど
う
に
も
対
処
の
し
よ
う
が
な
い
。
手
紙
を
読
み

ふ
け
る
夕
霧
と
雲
居
雁
と
の
間
に
は
何
か
し
ら
物
の
隔
て
が
あ
っ
た
よ
う
な
の

だ
が
、彼
女
は
「
這
ひ
寄
り
て
、御
背
後
よ
り
」
手
紙
を
奪
い
取
る
の
で
あ
っ
た
。

　
「
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
」の「
夕
霧
」に
も
描
か
れ
た
有
名
な
場
面
と
な
る
が
、

こ
の
雲
居
雁
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
新
編
全
集
の
頭
注
は
、

は
し
た
な
い
行
為
。
律
儀
な
夕
霧
と
の
単
調
な
夫
婦
生
活
、
子
沢
山
の
日

常
生
活
に
な
れ
て
、
優
雅
な
身
だ
し
な
み
を
忘
れ
て
い
る
。
加
え
て
昨
夜

の
外
泊
に
腹
を
立
て
て
い
る
の
で
、
し
ぜ
ん
に
こ
う
し
た
行
動
に
で
る
。

と
解
説
し
て
い
る
。
お
お
よ
そ
、
本
場
面
に
お
け
る
雲
居
雁
の
振
る
舞
い
に
つ

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
他

人
が
読
む
手
紙
と
い
う
の
は
気
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
覗
き
見
た
い
と

す
る
欲
望
は
誰
し
も
持
っ
て
い
る

（
注
２
）。
ま
し
て
や
自
分
の
夫
に
新
し
い
女
の
影
が

ち
ら
つ
く
時
に
、
夫
が
手
紙
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
な
ら
ば
そ
の
発
信
元
を
確

か
め
た
い
と
思
う
の
は
し
ぜ
ん
な
こ
と
だ
。
そ
れ
で
も
、
雲
居
雁
の
場
合
は
背

後
か
ら
「
這
ひ
寄
り
」、
し
か
も
手
紙
を
奪
っ
て
い
る
点
が
、
と
り
わ
け
「
は

し
た
な
い
行
為
」
と
評
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
雲
居
雁
は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
き
た
の
か
、
先
行
研
究
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
解
説
的
な
も
の
で

は
、「
恋
に
あ
こ
が
れ
る
純
真
無
垢
な
少
女
か
ら
、
日
常
性
に
埋
没
し
た
平
凡

な
主
婦
の
典
型
へ
と
変
わ
る

（
注
３
）」

と
、
雲
居
雁
の
人
生
史
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も

の
が
あ
り
、
こ
れ
は
先
の
頭
注
に
も
通
じ
る
が
、
雲
居
雁
へ
の
理
解
は
一
般
に

こ
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
平
凡
な
主
婦
」
と
い
う
の
は

随
分
な
言
わ
れ
よ
う
で
あ
る
。
今
回
の
手
紙
を
奪
う
と
こ
ろ
や
痴
話
喧
嘩
す
る

点
な
ど
に
つ
い
て
も
、
家
庭
喜
劇
的
な
要
素
が
強
い
の
だ
と
い
う

（
注
４
）。

姫
君
ら
し

か
ら
ぬ
こ
う
し
た
行
動
に
つ
い
て
は
、「
健
康
的
な
姿
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ

れ
を
貴
族
社
会
へ
の
警
鐘
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
ま
で
あ
る

（
注
５
）。

一
方

で
、
雲
居
雁
の
嫉
妬
は
、
女
三
宮
降
嫁
時
に
お
け
る
紫
の
上
の
描
写
に
通
じ
る

と
す
る
意
見
も
あ
り

（
注
６
）、

嫉
妬
す
る
妻
と
し
て
の
姿
は
、
筒
井
筒
の
物
語
を
踏
ま

え
た
少
女
時
代
か
ら
、
妻
あ
る
い
は
母
と
し
て
の
姿
と
な
る
よ
う
造
型
化
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
の
だ
ろ
う

（
注
７
）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
可
憐
な
少
女
時
代
か
ら
始
ま
り
、
夕
霧
の
妻
と
な
っ
て
、

ま
た
子
だ
く
さ
ん
の
母
と
な
っ
た
雲
居
雁
に
つ
い
て
は
、「
母
」
や
「
主
婦
」、

ま
た
「
家
庭
」
と
い
っ
た
語
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
り
、
そ
う
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
問
題
と
す
る
手
紙
を
奪
う
場
面
に
つ
い
て
も
、
深
刻
な
も
の
と
し

て
し
て
で
な
く
、
い
さ
さ
か
軽
い
、
喜
劇
的
な
も
の
と
読
ま
れ
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
背
後
か
ら
「
這
ひ
寄
り
」
手
紙
を
奪
う
と
い
う
異
常
な
振

る
舞
い
は
、
そ
の
よ
う
に
軽
い
も
の
と
し
て
果
た
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
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う
か
。「
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
「
夕
霧
」
で
は
、
そ
の
雲
居
雁
が
「
立
ち

姿
」
と
い
う
原
文
に
は
な
い
描
か
れ
方
を
し
て
お
り
、
激
し
い
怒
り
や
嫉
妬
の

さ
ま
と
い
っ
た
も
の
が
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
よ
う

（
注
８
）。

た
だ
し
、
原
文
に
は
な
い

「
立
つ
」
こ
と
を
描
く
手
法
に
つ
い
て
は
、「
立
つ
」
の
原
義
、
す
な
わ
ち
霊
的

な
も
の
が
顕
ち
現
れ
る
こ
と
と
無
縁
で
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い

（
注
９
）。

　

一
方
で
、
そ
も
そ
も
原
文
に
は
「
這
ひ
寄
」
る
雲
居
雁
が
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
絵
巻
に
見
え
る
「
立
つ
」
雲
居
雁
と
ど
の
よ
う
に
通
底

す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
這
ひ
寄
る
」
行
為
に
つ
い
て
は
、
相
手
に
対
す
る
敬
愛

の
情
や
好
意
を
示
す
も
の
と
い
う
意
見
も
あ
る
が

）
（注

（
注

、
一
方
で
、
そ
れ
が
女
の
情

念
に
基
づ
く
反
理
性
的
な
自
制
心
を
失
っ
た
振
る
舞
い
だ
と
す
る
見
解
も
あ

る
）
（（

（
注

。
本
論
で
は
、
ひ
と
ま
ず
後
者
の
見
解
に
従
い
た
い
と
思
う
が
、
雲
居
雁
が

手
紙
を
奪
う
と
い
う
常
軌
を
逸
し
た
行
動
に
つ
い
て
、
単
に
、
家
庭
喜
劇
的
な

夫
婦
喧
嘩
と
い
っ
た
次
元
で
な
く
、
人
の
背
後
、「
う
し
ろ
」
か
ら
「
這
ひ
寄
」

る
と
す
る
と
こ
ろ
に
、あ
る
種
の
お
ぞ
ま
し
さ
を
読
み
取
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　

二
、
う
し
ろ
の
世
界

　

自
分
の
背
中
、
背
後
は
自
分
自
身
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
死
角
と
な
る
ゆ

え
に
、
と
か
く
不
安
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
不
安
感
と
は
自
分
の
存
在

を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
他
者
か
ら
の
冷
た
い
眼
差
し
や
、
非
難
、

嫉
妬
、
あ
る
い
は
呪
い
に
も
近
い
感
情
が
そ
の
源
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
死
角
で
あ
る
背
中
と
い
う
部
位
は
、
そ
う
し
た
他
者
に
よ
る
負
の
感

情
を
呼
び
寄
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
ひ
と
ま
ず
「
し
り
う
ご
と
（
し
り
う
ご
つ
）」

と
い
う
語
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
語
は
「
後
言
」
の
字
を
あ
て
て
陰
口
を

言
う
こ
と
を
指
す
が
、
こ
れ
は
非
難
、
嫉
妬
の
感
情
に
基
づ
い
て
人
を
攻
撃
す

る
た
め
の
言
葉
が
、「
し
り
」
す
な
わ
ち
背
後
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
呪
力
あ
る
言
葉
を
、
そ
の
対
象
の
最
も
弱
い
部
位
へ

と
ぶ
つ
け
る
の
あ
る
。『
源
氏
物
語
』「
若
菜
下
」
巻
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
例

か
ら
確
か
め
て
み
よ
う
。

　

ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
に
、
霜
は
い
よ
い
よ
深
く
て
、
本
末
も
た
ど
た

ど
し
き
ま
で
、
酔
ひ
過
ぎ
に
た
る
神
楽
お
も
て
ど
も
の
、
お
の
が
顔
を
ば

知
ら
で
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
に
心
は
し
み
て
、
庭
燎
も
影
し
め
り
た
る
に
、

な
ほ
「
万
歳
、
万
歳
」
と
榊
葉
を
と
り
返
し
つ
つ
、
祝
ひ
き
こ
ゆ
る
御
世

の
末
、思
ひ
や
る
ぞ
い
と
ど
し
き
や
。
…
…
中
略
…
…
尼
君
の
御
前
に
も
、

浅
香
の
折
敷
に
、
青
鈍
の
表
を
り
て
、
精
進
物
を
ま
ゐ
る
と
て
、「
目
ざ

ま
し
き
女
の
宿
世
か
な
」
と
、
お
の
が
じ
し
は
し
り
う
ご
ち
け
り
。

�

（「
若
菜
下
」
四
―
一
七
四
）

　

光
源
氏
に
よ
っ
て
住
吉
参
詣
が
な
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
と
明
石
の

君
と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
、
明
石
の
女
御
腹
の
第
一
皇
子
が
東
宮
と
な
っ
た
こ

と
に
伴
う
、
女
御
の
祖
父
に
あ
た
る
明
石
の
入
道
の
願
果
た
し
の
参
詣
で
あ
っ

た
。「
万
歳
、
万
歳
」
と
い
う
祝
福
の
詞
章
が
、
光
源
氏
そ
し
て
第
一
皇
子
を
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も
た
ら
し
た
明
石
一
族
に
降
り
か
か
り
、
明
石
の
女
御
の
祖
母
尼
君
の
も
と
に

も
「
精
進
物
」
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
晴
れ
が

ま
し
い
場
に
加
わ
る
こ
と
の
で
き
た
明
石
の
尼
君
に
対
し
て
は
、「
目
ざ
ま
し

き
女
の
宿
世
か
な
」
と
陰
口
の
声
が
あ
っ
た
こ
と
も
物
語
は
伝
え
て
い
る
。
明

石
の
女
御
腹
の
第
一
皇
子
が
東
宮
と
な
り
、
明
石
一
族
の
繁
栄
が
実
現
す
る
そ

の
文
脈
に
お
い
て
、「
目
ざ
ま
し
き
女
の
宿
世
か
な
」
と
の
声
は
、
羨
望
の
眼

差
し
以
上
に
そ
れ
に
嫉
妬
す
る
感
情
が
渦
巻
い
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
よ

う
）
（注

（
注

。「
万
歳
、
万
歳
」
の
声
が
出
さ
れ
る
な
か
「
し
り
う
ご
」
つ
声
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
祝
福
す
る
こ
と
と
呪
詛
す
る
こ
と
と
が
同
居
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
、

感
情
と
い
う
も
の
の
一
側
面
を
伝
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

背
後
に
向
け
ら
れ
る
人
間
の
感
情
は
言
葉
だ
け
で
は
な
い
。
笑
い
と
い
う
攻

撃
を
し
か
け
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
指
を
差
す
と
い
う
手
段
を
講
じ
る
こ
と
も

あ
る
。

　

十
月
十
余
日
の
月
の
い
と
明
か
き
に
、
あ
り
き
て
見
む
と
て
、
女
房
十

五
六
人
ば
か
り
、
み
な
濃
き
衣
を
上
に
着
て
、
引
き
か
へ
し
つ
つ
あ
り
し

に
、
中
納
言
の
君
の
、
紅
の
張
り
た
る
を
着
て
、
頸
よ
り
髪
を
か
き
越
し

た
ま
へ
り
し
が
、
あ
た
ら
し
。
そ
と
ば
に
、
い
と
よ
く
も
似
た
り
し
か
な
。

「
ひ
ひ
な
の
す
け
」
と
ぞ
若
き
人
々
つ
け
た
り
し
。
後し

り

に
立
ち
て
笑
ふ
も

知
ら
ず
か
し
。�

（『
枕
草
子
』「
十
月
十
余
日
の
月
い
と
明
か
き
に
」）

大
宰
相
の
君
な
ど
い
ふ
人
、
お
ば
お
と
ど
な
ど
い
ひ
つ
け
た
ま
ひ
、
指
を

さ
し
言
ひ
つ
れ
ど
、

（『
栄
花
物
語
』
巻
十
「
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
」
一
―
五
〇
四
）

　

一
つ
目
の
『
枕
草
子
』
は
分
か
り
づ
ら
い
章
段
だ
が
、
月
の
明
る
い
時
分
に

女
房
ら
が
見
物
に
出
か
け
た
際
の
話
で
、
中
納
言
の
君
の
身
な
り
が
笑
わ
れ
て

い
る
ら
し
い
。「
ひ
ひ
な
の
す
け
」、
こ
れ
は
中
納
言
の
君
を
揶
揄
す
る
綽
名
の

類
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
綽
名
と
と
も
に
「
後
に
立
ち
て
笑
ふ
」
若
い
女
房
の

す
が
た
が
見
え
て
い
る
。「
知
ら
ず
か
し
」
の
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

端
的
な
よ
う
に
、
や
は
り
こ
う
し
た
攻
撃
的
な
笑
い
は
死
角
よ
り
な
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
よ
う
だ
。
類
似
す
る
も
の
と
し
て
『
栄
花
物
語
』
に
は
、「
大
宰
相

の
君
」
と
い
う
女
房
を
「
お
ば
お
と
ど
」
と
綽
名
で
呼
ぶ
例
が
あ
る
が
、
こ
こ

は
「
指
を
さ
し
」
と
あ
り
、
直
接
「
う
し
ろ
」
や
「
し
り
」
と
い
う
語
を
伴
わ

な
い
も
の
の
、や
は
り
当
人
の
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
非
難
や
嫉
妬
と
い
う
負
の
感
情
、
人
間
の
暗
部
は
、
う
し

ろ
の
世
界
と
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「

結
縁
の
た
め
に
物
参
ら
せ
て
み
ん
」
と
て
、
呼
ば
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
い

み
じ
げ
な
る
聖
歩
み
参
る
。
そ
の
尻
に
餓
鬼
、
畜
生
、
虎
、
狼
、
犬
、
烏
、

数
万
の
鳥
獣
な
ど
、
千
万
と
歩
み
続
き
て
来
け
る
を
、
異
人
の
目
に
大
方

え
見
ず
、
た
だ
聖
一
人
と
の
み
見
け
る
に
、

（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
二
―
一
「
清
徳
聖
、
奇
特
の
事
」）
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う
し
ろ
の
雲
居
雁

　

こ
の
殿
、
何
御
時
と
は
覚
え
は
べ
ら
ず
、
思
ふ
に
、
延
喜
・
朱
雀
院
の

御
ほ
ど
に
こ
そ
は
は
べ
り
け
め
、
宣
旨
奉
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
お
こ
な
ひ
に

陣
座
ざ
ま
に
お
は
し
ま
す
道
に
、
南
殿
の
御
帳
の
う
し
ろ
の
ほ
ど
通
ら
せ

た
ま
ふ
に
、
も
の
の
け
は
ひ
し
て
、
御
太
刀
の
石
突
を
と
ら
へ
た
り
け
れ

ば
、
い
と
あ
や
し
く
て
さ
ぐ
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
毛
は
む
く
む
く
と
生
ひ
た

る
手
の
、
爪
な
が
く
刀
の
刃
の
や
う
な
る
に
、
鬼
な
り
け
り
と
、
い
と
お

そ
ろ
し
く
お
ぼ
え
け
れ
ど
、�

（『
大
鏡
』「
忠
平
」
九
五
）

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
例
は
、
あ
ま
り
に
大
食
い
の
聖
が
い
た
も
の
だ
か
ら
、

結
縁
の
た
め
に
食
べ
物
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
聖
の
背
後
に
餓
鬼
や
畜
生
な
ど
無

数
の
鳥
獣
な
ど
が
続
い
て
お
り
、
実
は
そ
れ
ら
に
食
べ
物
を
与
え
て
い
た
と
い

う
話
で
あ
る
。
藤
原
師
輔
以
外
は
誰
に
も
背
後
に
続
く
モ
ノ
た
ち
が
見
え
な

か
っ
た
た
め
に
大
食
い
の
聖
と
誤
解
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
た
し
か
に
聖
自
身
は

そ
れ
ら
モ
ノ
た
ち
に
ま
で
食
べ
物
を
分
け
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な

聖
の
背
後
に
ま
で
も
餓
鬼
や
畜
生
の
類
が
取
り
憑
い
て
い
る
。
傍
線
を
付
し
た

よ
う
に
「
そ
の
尻
に
」
と
、
ま
さ
に
人
間
の
背
後
に
は
欲
望
や
嫉
妬
な
ど
の
感

情
が
向
か
い
や
す
く
、
そ
れ
が
異
形
な
る
モ
ノ
、
妖
気
漂
う
モ
ノ
と
し
て
具
現

化
さ
れ
た
の
が
こ
の
説
話
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
く
『
大
鏡
』
貞
信
公
忠
平
の
箇
所
で
は
、
紫
宸
殿
の
御
帳
台
の
う
し
ろ
の

あ
た
り
に
、「
も
の
の
け
は
ひ
」が
感
じ
ら
れ
る
と
出
て
く
る
。「
御
太
刀
の
石
突
」

を
捉
え
る
手
が
毛
む
く
じ
ゃ
ら
で
、
刃
先
の
よ
う
な
長
い
爪
を
も
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
、「
鬼
な
り
け
り
」
と
忠
平
は
確
信
す
る
。
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
る
も
の

の
撃
退
す
る
忠
平
の
剛
胆
ぶ
り
を
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
や
は
り
御

帳
台
の
「
う
し
ろ
」
と
あ
り
、
人
間
の
背
後
で
な
く
と
も
、「
う
し
ろ
」
の
世

界
は
妖
気
漂
う
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

一
方
で
、
餓
鬼
や
鬼
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
守
護
霊
の
よ
う
な
も
の
が
取

り
憑
く
と
こ
ろ
も
ま
た
「
う
し
ろ
」
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
が
窺
え
る
例
を

以
下
に
引
い
て
み
よ
う
。

　

御
物
の
怪
こ
は
く
て
、
い
か
が
と
思
し
召
し
し
に
、
大
嘗
会
の
御
禊
に

こ
そ
、
い
と
う
る
は
し
く
て
、
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
に
し
か
。「
そ
れ
は
、

人
の
目
に
あ
ら
は
れ
て
、九
条
殿
な
む
御
う
し
ろ
を
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
、

御
輿
の
う
ち
に
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
ぞ
、
人
申
し
し
。
げ
に
う

つ
つ
に
て
も
、
い
と
た
だ
人
と
は
見
え
さ
せ
た
ま
は
ざ
り
し
か
ば
、
ま
し

て
お
は
し
ま
さ
ぬ
後
に
は
、
さ
や
う
に
御
ま
ぼ
り
に
て
も
添
ひ
申
さ
せ
た

ま
ひ
つ
ら
む
。�

（『
大
鏡
』「
師
輔
」
一
七
一
）

　

見
れ
ば
、
大
弐
の
三
位
、
う
し
ろ
の
か
た
抱
き
ま
ゐ
ら
せ
て
、
大
臣
殿

の
三
位
、
あ
り
つ
る
ま
ま
に
添
ひ
臥
し
ま
ゐ
ら
せ
ら
れ
た
り
。

�

（『
讃
岐
典
侍
日
記
』
上
巻
、
四
一
四
）

　

前
者
の
例
は
、
一
族
の
繁
栄
に
強
烈
な
力
を
発
揮
し
た
九
条
殿
師
輔
の
話
で

あ
る
。
師
輔
の
孫
で
あ
る
冷
泉
院
に
は
執
念
深
く
物
の
怪
が
取
り
憑
い
て
い
た

が
、
大
嘗
会
の
御
禊
の
行
幸
で
も
ど
う
に
か
事
な
き
を
得
た
。
そ
れ
と
い
う
の

も
、
御
輿
の
な
か
で
冷
泉
院
の
「
御
う
し
ろ
」
を
九
条
殿
師
輔
の
霊
が
抱
い
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
存
命
中
に
「
た
だ
人
」
と
は
見
え
な
か
っ
た
師
輔
だ
か
ら
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こ
そ
、死
後
は
な
お
の
こ
と
守
護
す
る
霊
と
し
て
活
躍
す
る
、そ
の
霊
魂
が
「
御

う
し
ろ
」
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
例
は
、
堀
河
天

皇
が
危
篤
に
陥
っ
た
際
に
大
弐
の
三
位
が
「
う
し
ろ
の
か
た
」
を
抱
い
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
は
守
護
霊
の
類
で
は
な
く
乳
母
が
病
身
の
天

皇
を
抱
え
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
も
、
た
だ
身
体
を
支
え
る
よ
う
な
意
味
合

い
な
の
で
は
な
く
、
霊
的
な
も
の
が
取
り
憑
き
や
す
い
「
う
し
ろ
」
を
守
護
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
臣
殿
の
三
位
が
添
い
臥
し

て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
、
霊
的
な
も
の
か
ら
護
る
呪
的
な
ふ
る
ま
い
と
見
て
お

き
た
い

）
（注

（
注

。
そ
の
日
の
よ
さ
り
、
火
を
ほ
の
か
に
か
き
あ
げ
て
泣
き
臥
せ
り
。
あ
と
の

方
ぞ
そ
そ
め
き
け
り
。
火
を
消
ち
て
見
れ
ば
、
そ
ひ
臥
す
心
地
し
け
り
。

死
に
し
妹
の
声
に
て
、
よ
ろ
づ
の
悲
し
き
こ
と
を
言
ひ
て
、
泣
く
声
も
い

ふ
こ
と
も
、
た
だ
そ
れ
な
れ
ば
、
も
ろ
と
も
に
語
ら
ひ
て
、
泣
く
〳
〵
さ

ぐ
れ
ば
、
手
に
も
さ
は
ら
ず
、
手
に
だ
に
あ
た
ら
ず
、
ふ
と
こ
ろ
に
か
き

入（
れ
）て
、わ
が
身
の
な
ら
ん
や
う
も
臥
さ
ま
ほ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

（
武
蔵
野
書
院
『
篁
物
語
新
講
』
五
九
）

　

た
だ
し
、
霊
的
な
も
の
が
出
現
す
る
の
は
、
人
間
の
背
後
、
背
中
と
い
う
部

位
に
限
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
掲
げ
た
『
篁
物
語
』
の
用
例
で
は
、
火
を

点
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
霊
的
な
も
の
を
呼
び
寄
せ
た
り
、
逆

に
霊
的
な
も
の
を
退
散
さ
せ
る
魔
除
け
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で

）
（注

（
注

、
す
な

わ
ち
こ
の
場
面
が
霊
的
な
磁
場
に
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
お
り
、
霊
と

な
っ
た
篁
の
妹
が
「
あ
と
の
方
」
に
現
れ
出
て
き
て
い
る
。「
あ
と
の
方
」
と

は
一
般
に
足
元
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
背
後
で
は
な
い
こ
う
し
た
事
例
も
見
出

せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
あ
と
の
方
」
も
「
う
し
ろ
」
と
同
じ
く
、

当
人
の
手
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
三
柴
友

太
は
、
近
代
の
事
例
で
は
あ
る
も
の
の
多
く
伝
承
の
な
か
に
、
人
間
の
足
元
・

背
後
に
妖
怪
が
出
現
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
人
間
の
死
角
と
な
る
足
元
や
背
中

が
、「
魂
の
出
入
り
口
や
異
界
の
住
人
、
つ
ま
り
妖
怪
や
浮
か
ば
れ
な
い
霊
魂

と
の
接
触
点
と
な
る

）
（注

（
注

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
思
っ
て
い
る
以
上
に
古
代
と
現
代

は
繋
が
っ
て
い
る
の
に
ち
が
い
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
視
点
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
民
俗
学
の
知
見
を
採
用

す
る
こ
と
が
有
効
だ
ろ
う
。
常
光
徹
は
、「
あ
る
状
況
の
も
と
で
、
後
ろ
を
意

識
し
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
後
ろ
向
き
の
格
好
を
す
る
の
は
、
そ
の
と
き
、
自
ら
の

背
後
に
異
界
や
妖
怪
、
幽
霊
、
死
霊
、
穢
れ
な
ど
と
い
っ
た
非
日
常
が
想
像
さ

れ
て
い
る
場
合
が
多
い

）
（注

（
注

」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
安
井
眞
奈
美
は
、「
と
り

わ
け
乳
幼
児
や
子
ど
も
の
背
中
は
狙
わ
れ
や
す
く
、
ま
た
子
ど
も
の
魂
は
背
中

か
ら
抜
け
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
」
と
し
、「
背
中
は
悪
霊
に
狙
わ
れ
や
す
い

箇
所
と
み
な
さ
れ
て
い
た

）
（注

（
注

」
と
述
べ
て
い
る
。
分
か
り
や
す
い
民
俗
事
例
と
し

て
は
、
乳
幼
児
の
着
物
に
縫
い
付
け
ら
れ
た
背
守
り
と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る

）
（注

（
注

。
着
物
の
襟
の
し
た
に
印
し
飾
り
を
縫
い
付
け
て
お
守
り
と

す
る
も
の
で
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
装
飾
品
と
も
な
る
も
の
だ
。
つ

ま
り
、こ
の
背
守
り
も「
背
」が
霊
的
な
も
の
が
出
現
す
る
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
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そ
こ
に
呪
的
な
力
を
発
揮
す
る
も
の
を
縫
い
付
け
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
う

し
た
観
念
を
意
識
す
る
こ
と
が
今
回
問
題
と
す
る
雲
居
雁
の
振
る
舞
い
の
意
味

を
考
え
る
う
え
で
も
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

三
、
う
し
ろ
か
ら
近
づ
く

　

古
典
文
学
の
事
例
を
あ
ら
た
め
て
拾
っ
て
み
よ
う
。
う
し
ろ
の
世
界
か
ら
近

づ
い
て
く
る
も
の
、
そ
の
反
対
に
う
し
ろ
の
世
界
へ
と
近
づ
い
て
い
く
も
の
の

例
で
あ
る
。

只
、「
仏
助
ケ
給
ヘ
」
ト
念
ジ
テ
居
タ
ル
程
ニ
、
後
ロ
ニ
人
ノ
足
音
シ
ケ

レ
バ
、
見
返
テ
見
ニ
、
物
荷
タ
ル
男
ノ
笠
着
タ
ル
、
歩
ミ
来
レ
バ
、
人
来

ル
ニ
コ
ソ
有
ケ
レ
ト
喜
ク
思
テ
、
道
ノ
行
方
問
ム
ト
思
フ
程
ニ
、
此
男
、

僧
ヲ
極
ク
怪
気
ニ
思
タ
リ
。
僧
、
此
ノ
男
ニ
歩
ビ
向
テ
、「
何
コ
ヨ
リ
何

デ
御
ス
ル
人
ゾ
。
此
道
ハ
何
コ
ニ
出
タ
ル
ゾ
」
ト
問
ヘ
共
、
答
フ
ル
事
モ

無
テ
、此
滝
ノ
方
ニ
歩
ビ
向
テ
、滝
ノ
中
ニ
踊
リ
入
テ
失
ヌ
レ
バ
、僧
、「
此

ハ
人
ニ
ハ
非
デ
鬼
ニ
コ
ソ
有
ケ
レ
」
ト
思
テ
、
弥
ヨ
怖
シ
ク
成
ヌ
。

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
第
八
「
飛
騨

国
猿
神
、
止
生
贄
語
」）

夢
に
見
る
や
う
、
御
帳
の
帷
を
引
き
開
け
て
、「
ま
こ
と
に
、
か
く
年
来

参
り
歩
き
つ
る
に
、
い
と
を
し
。
こ
れ
得
よ
」
と
て
、
物
を
賜
べ
ば
、
左

右
の
手
を
広
げ
て
給
は
れ
ば
、
白
き
米
を
ひ
と
物
入
れ
さ
せ
給
へ
り
と
見

て
、驚
き
て
、手
を
見
れ
ば
、ま
こ
と
に
左
右
の
手
に
、ひ
と
物
入
り
た
り
。

「
あ
な
い
み
じ
」
と
思
ひ
て
、「
夢
見
て
は
、
疾
く
こ
そ
出
づ
な
れ
」
と
て
、

や
が
て
出
づ
る
に
、
後う

し
ろに

そ
よ
と
鳴
り
て
、
人
の
気
色
、
足
音
す
。「
あ

や
し
」
と
思
ひ
て
、
見
返
り
た
れ
ば
、
毘
沙
門
の
、
ふ
く
を
持
ち
て
送
り

給
な
り
け
り
。
御
顔
を
ば
外
様
に
向
け
て
、
矛
し
て
、
疾
く
行
け
と
お
ぼ

し
く
て
、
突
か
せ
給
と
見
て
、
急
ぎ
出
で
に
け
り
。

�

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
本
説
話
集
』
六
八
「
小
松
僧
都
事
」）

　

ま
づ
、
僧
都
渡
り
た
ま
ふ
。
い
と
い
た
く
荒
れ
て
、
恐
ろ
し
げ
な
る
所

か
な
と
見
た
ま
ひ
て
、「
大
徳
た
ち
、
経
読
め
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
こ
の

初
瀬
に
添
ひ
た
り
し
阿
闍
梨
と
、
同
じ
や
う
な
る
、
何
ご
と
の
あ
る
に
か
、

つ
き
づ
き
し
き
ほ
ど
の
下
﨟
法
師
に
灯
点
さ
せ
て
、
人
も
寄
ら
ぬ
背う

し
ろ後

の

方
に
行
き
た
り
。
森
か
と
見
ゆ
る
木
の
下
を
、
疎
ま
し
げ
の
わ
た
り
や
と

見
入
れ
た
る
に
、
白
き
物
の
ひ
ろ
ご
り
た
る
ぞ
見
ゆ
る
。「
か
れ
は
何
ぞ
」

と
、
立
ち
と
ま
り
て
、
灯
を
明
く
な
し
て
見
れ
ば
、
も
の
の
ゐ
た
る
姿
な

り
。�

（「
手
習
」
六
―
二
八
一
）

　

初
め
に
掲
げ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
用
例
は
、
山
に
迷
い
込
ん
だ
僧
侶
が
仏

に
助
け
を
求
め
た
際
に
、
背
後
か
ら
人
の
足
音
を
聞
く
が
、
そ
れ
は
実
の
と
こ

ろ
異
界
へ
と
導
く
鬼
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
異
界
の
住
人
で
あ
る
こ

と
は
、「
物
担
タ
ル
男
ノ
笠
着
タ
ル
」
す
が
た
で
あ
る
こ
と
や
、「
滝
ノ
中
ニ
踊

リ
入
テ
失
ヌ
レ
バ
」と
す
る
描
写
か
ら
十
分
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
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『
古
本
説
話
集
』
の
用
例
は
、
鞍
馬
寺
に
三
日
ほ
ど
参
詣
し
よ
う
と
し
た
小
松

の
僧
都
が
、
ど
う
せ
な
ら
七
日
間
、
二
十
一
日
間
と
、
し
だ
い
に
日
数
が
増
え

て
い
き
、
つ
い
に
は
霊
夢
を
見
る
ま
で
は
と
い
う
こ
と
で
三
千
日
に
及
ん
だ
話

で
あ
る
。
三
千
日
目
に
よ
う
や
く
霊
夢
を
見
た
こ
と
で
鞍
馬
寺
を
後
に
し
よ
う

と
す
る
と
、
自
分
の
う
し
ろ
か
ら
足
音
が
聞
こ
え
る
が
、
振
り
向
く
と
毘
沙
門

天
が
そ
こ
に
い
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
背
後
か
ら
近
寄
る
も
の
を
人
の

足
音
で
あ
る
と
誤
っ
て
認
識
し
、
実
際
は
鬼
や
仏
神
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
う
し
ろ
か
ら
足
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
の
は
、
霊
的
な
存
在
を
語
る
あ

る
種
の
手
法
な
の
か
も
し
れ
な
い

）
（注

（
注

。

　

一
方
で
、
反
対
に
自
分
の
方
か
ら
う
し
ろ
の
世
界
に
近
づ
く
用
例
が
、『
源

氏
物
語
』
の
「
手
習
」
巻
に
見
ら
れ
る
。
横
川
の
僧
都
の
母
が
初
瀬
詣
を
し
た

と
こ
ろ
体
調
が
急
変
し
た
た
め
、
僧
都
が
母
を
安
静
に
さ
せ
る
べ
く
宇
治
院
へ

と
渡
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宇
治
院
は
手
入
れ
が
行
き
届
い
て
お
ら
ず
ひ
ど
く
荒

れ
て
い
て
、
い
か
に
も
妖
気
漂
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
僧
都
が
「
大
徳
た
ち
、

経
読
め
」
と
弟
子
に
指
示
し
て
い
る
の
も
、邪
気
を
払
う
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
の
宇
治
院
の
「
人
も
寄
ら
ぬ
背
後
の
方
」
で
阿
闍
梨
ら
が
「
白
き
物
」
を
発

見
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
下
﨟
法
師
に
火
を
点
さ
せ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る

が
、
物
の
怪
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
「
白
き
物
」
は
失
踪
し
た
浮
舟
だ
っ
た
と
い

う
展
開
で
あ
る
。

　

以
上
の
例
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
う
し
ろ
の
世
界
と
は
霊
的
な
も
の
と
結
び

付
き
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
霊
的
な
も
の
は
し
ば
し
ば
人
間

の
姿
と
互
換
性
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
互
換
性
と
い
う

言
い
方
が
適
切
で
な
い
な
ら
ば
、
人
間
の
一
側
面
、
特
に
人
を
恨
ん
だ
り
呪
っ

た
り
す
る
よ
こ
し
ま
な
感
情
や
、
悩
み
苦
し
み
と
い
っ
た
負
の
感
情
が
霊
的
な

も
の
と
結
び
つ
き
や
す
い
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。「
心
の
鬼
」
と
い
う
語
が
存

在
す
る
こ
と
か
ら
も
、「
鬼
」
が
そ
う
し
た
感
情
を
象
徴
化
し
た
も
の
で
あ
る

事
例
は
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
浮
舟
と
い
う
女
は
二
人
の
男
か
ら

の
愛
に
翻
弄
さ
れ
て
川
に
身
を
投
げ
る
ほ
ど
の
苦
し
み
を
抱
え
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
霊
的
な
モ
ノ
に
見
誤
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
う
し
て
も
見
逃
せ
な
い
事
例
が
、『
源

氏
物
語
』
作
者
紫
式
部
と
関
わ
る
以
下
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
。

絵
に
、
物
の
怪
つ
き
た
る
女
の
み
に
く
き
か
た
描
き
た
る
後
に
、
鬼

に
な
り
た
る
も
と
の
妻
を
、
小
法
師
の
縛
り
た
る
か
た
描
き
て
、
男

は
経
読
み
て
、
物
の
怪
責
め
た
る
と
こ
ろ
を
見
て

　
　

亡
き
人
に
託
言
は
か
け
て
わ
づ
ら
ふ
も
お
の
が
心
の
鬼
に
や
は
あ
ら
ぬ

返
し

　
　

こ
と
わ
り
や
君
が
心
の
闇
な
れ
ば
鬼
の
影
と
は
し
る
く
見
ゆ
ら
む

�

（
和
歌
文
学
大
系
『
紫
式
部
集
』
四
四
・
四
五
）

　

し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
『
紫
式
部
集
』
に
見
え
る
歌
と
な
る
。
物
語
絵
な
の

で
あ
ろ
う
か
、
物
の
怪
が
取
り
憑
い
た
妻
が
醜
く
描
か
れ
た
そ
の
背
後
に
「
鬼

に
な
り
た
る
も
と
の
妻
」
が
い
る
と
す
る
絵
を
う
け
て
、「
亡
き
人
に
託
言
は

か
け
て
…
…
」
の
歌
が
示
さ
れ
る
。
妻
に
取
り
憑
い
た
物
の
怪
を
亡
き
先
妻
の



五
一

う
し
ろ
の
雲
居
雁

し
わ
ざ
と
す
る
男
に
対
し
、
そ
れ
は
男
自
身
の
「
心
の
鬼
」
が
見
せ
た
幻
影
な

の
だ
ろ
う
す
る
歌
意
で
あ
る
。
背
後
の
「
鬼
に
な
り
た
る
も
と
の
妻
」
に
、「
お

の
が
心
の
鬼
」
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
人
間
の
情
念
と
鬼
と
の
結
び
つ

き
を
示
し
、
か
つ
そ
れ
が
う
し
ろ
の
世
界
に
顕
ち
現
れ
て
い
る
も
の
と
十
分
に

考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
人
間
の
情
念
が
背
後
か
ら
近
づ
く
例
を
、
今
度
は
『
源
氏
物
語
』

か
ら
拾
っ
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

灯
は
ほ
の
か
に
ま
た
た
き
て
、
母
屋
の
際
に
立
て
た
る
屏
風
の
上
、
こ
こ

か
し
こ
の
く
ま
ぐ
ま
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
に
、
物
の
足
音
ひ
し
ひ
し
と
踏

み
な
ら
し
つ
つ
背う

し
ろ後

よ
り
寄
り
来
る
心
地
す
。
惟
光
と
く
参
ら
な
ん
と
思

す
。
あ
り
処
定
め
ぬ
者
に
て
、
こ
こ
か
し
こ
尋
ね
け
る
ほ
ど
に
、
夜
の
明

く
る
ほ
ど
の
久
し
さ
は
、
千
夜
を
過
ぐ
さ
む
心
地
し
た
ま
ふ
。

�

（「
夕
顔
」
一
―
一
六
九
）

　

光
源
氏
が
夕
顔
を
連
れ
出
し
た
某
廃
院
で
物
の
怪
が
出
現
す
る
、
よ
く
知
ら

れ
た
「
夕
顔
」
巻
の
用
例
で
あ
る
。
こ
ん
な
緊
急
事
態
で
あ
る
の
に
、
源
氏
が

最
も
信
頼
を
寄
せ
る
部
下
で
あ
る
惟
光
の
す
が
た
が
見
え
な
い
。ま
た
し
て
も
、

こ
こ
で
は
火
が
点
さ
れ
て
い
る
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
瞬
く
燈
火
の
さ
ま

は
霊
物
の
呼
吸
と
連
動
し
て
も
い
よ
う
か
。
屛
風
の
上
の
あ
た
り
は
い
か
に
も

暗
く
、「
物
の
足
音
ひ
し
ひ
し
と
踏
み
な
ら
し
つ
つ
背
後
よ
り
寄
り
来
る
心
地
」

が
す
る
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。「
物
の
」
の
語
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は

背
後
か
ら
近
づ
く
物
の
怪
を
光
源
氏
が
感
じ
取
っ
て
お
り
、そ
の
物
の
怪
と
は
、

枕
元
に
出
現
し
て
恨
み
言
を
口
に
し
た
、「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」（「
夕
顔
」

一
―
一
六
四
）
の
そ
れ
と
繫
が
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

正
身
は
い
み
じ
う
思
ひ
し
づ
め
て
ら
う
た
げ
に
寄
り
臥
し
た
ま
へ
り
、
と

見
る
ほ
ど
に
、
に
は
か
に
起
き
上
が
り
て
、
大
き
な
る
籠
の
下
な
り
つ
る

火
取
を
と
り
寄
せ
て
、
殿
の
背う

し
ろ後

に
寄
り
て
、
さ
と
沃
か
け
た
ま
ふ
ほ
ど
、

人
の
や
や
見
あ
ふ
る
ほ
ど
も
な
う
、
あ
さ
ま
し
き
に
、
あ
き
れ
て
も
の
し

た
ま
ふ
。
さ
る
こ
ま
か
な
る
灰
の
目
鼻
に
も
入
り
て
、
お
ぼ
ほ
れ
て
も
の

も
お
ぼ
え
ず
。
払
ひ
棄
て
た
ま
へ
ど
、
立
ち
満
ち
た
れ
ば
、
御
衣
ど
も
脱

ぎ
た
ま
ひ
つ
。
う
つ
し
心
に
て
か
く
し
た
ま
ふ
ぞ
と
思
は
ば
、
ま
た
か
へ

り
見
す
べ
く
も
あ
ら
ず
あ
さ
ま
し
け
れ
ど
、
例
の
御
物
の
怪
の
、
人
に
疎

ま
せ
む
と
す
る
事
と
、
御
前
な
る
人
々
も
い
と
ほ
し
う
見
た
て
ま
つ
る
。

�

（「
真
木
柱
」
三
―
三
六
五
）

　

あ
る
い
は
ま
た
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
な
例
は
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
鬚
黒
が
玉

鬘
の
と
こ
ろ
へ
出
向
く
際
に
、
北
の
方
が
火
取
り
の
灰
を
浴
び
せ
か
け
る
、
こ

れ
ま
た
有
名
な
場
面
で
あ
る
。
こ
の
常
軌
を
逸
し
た
行
動
は
、
に
わ
か
に
起
き

上
が
っ
て
鬚
黒
の
「
う
し
ろ
」
か
ら
近
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
点

を
や
は
り
重
く
受
け
止
め
た
い
。
一
般
に
は
鬚
黒
の
北
の
方
の
奇
行
と
理
解
さ

れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、「
奇
行
」
と
烙
印
を
押
す
こ
と
で
、
そ
の
行
動
に
至

る
北
の
方
の
苦
悩
は
見
え
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
女
の
苦
し
み
抜
い

た
あ
げ
く
も
た
ら
さ
れ
た
常
軌
を
逸
し
た
行
動
を
、「
例
の
御
物
の
怪
の
、
人

に
疎
ま
せ
む
と
す
る
事
」、
す
な
わ
ち
物
の
怪
が
原
因
で
あ
る
と
す
る
こ
と
や
、
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あ
る
い
は
「
奇
行
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
女
が
抱
え
る
苦
し
み
と
切
り
離

し
、
あ
た
か
も
そ
れ
と
は
何
ら
関
係
し
な
い
も
の
の
よ
う
に
認
識
し
て
し
ま
う

危
う
さ
に
慎
重
で
あ
り
た
い
。

　

背
後
か
ら
近
寄
る
女
、
そ
れ
は
雲
居
雁
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
す
で
に
指
摘
す

る
論
も
あ
る
が
、
こ
の
鬚
黒
北
の
方
が
背
後
か
ら
火
取
り
の
灰
を
浴
び
せ
か
け

る
異
常
な
行
為
は
、
雲
居
雁
が
手
紙
を
奪
い
取
る
と
こ
ろ
に
通
じ
る
も
の
が
あ

ろ
う

）
注注

（
注

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、雲
居
雁
の
常
軌
を
逸
し
た
振
る
舞
い
に
つ
い
て
も
、

夕
顔
を
取
り
殺
す
物
の
怪
の
す
が
た
や
鬚
黒
北
の
方
が
抱
え
る
苦
し
み
と
繫
が

る
女
の
情
念
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
論

じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
喜
劇
的
な
痴
話
喧
嘩
と
い
う
ふ
う
に
読
み
取
る
こ
と

で
、
見
え
に
く
く
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

四
、
怒
れ
る
雲
居
雁

　

健
康
的
な
も
の
の
考
え
方
や
、
健
全
な
精
神
と
い
う
も
の
が
仮
に
あ
る
と
し

て
も
、
そ
の
感
情
の
み
が
人
間
を
支
配
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
雲
居
雁

も
怒
れ
る
女
と
し
て
、
負
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
す

る
に
難
く
な
い
。

わ
が
北
の
方
は
、
故
大
宮
の
教
へ
き
こ
え
た
ま
ひ
し
か
ど
、
心
に
も
し
め

た
ま
は
ざ
り
し
ほ
ど
に
別
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
ゆ
る
る
か

に
も
弾
き
と
り
た
ま
は
で
、
男
君
の
御
前
に
て
は
、
恥
ぢ
て
さ
ら
に
弾
き

た
ま
は
ず
、何
ご
と
も
た
だ
お
い
ら
か
に
う
ち
お
ほ
ど
き
た
る
さ
ま
し
て
、

子
ど
も
あ
つ
か
ひ
を
暇
な
く
次
々
し
た
ま
へ
ば
、
を
か
し
き
と
こ
ろ
も
な

く
お
ぼ
ゆ
。
さ
す
が
に
、
腹
あ
し
く
て
も
の
ね
た
み
う
ち
し
た
る
、
愛
敬

づ
き
て
う
つ
く
し
き
人
ざ
ま
に
ぞ
も
の
し
た
ま
ふ
め
る
。

�

（「
若
菜
下
」
四
―
二
〇
三
）

「
…
…
本
妻
強
く
も
の
し
た
ま
ふ
。
さ
る
時
に
あ
へ
る
族
類
に
て
、
い
と

や
む
ご
と
な
し
。
若
君
た
ち
は
七
八
人
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。
え
皇
女
の
君

お
し
た
ま
は
じ
。
ま
た
女
人
の
あ
し
き
身
を
受
け
、
長
夜
の
闇
に
ま
ど
ふ

は
、
た
だ
か
や
う
の
罪
に
よ
り
な
む
、
さ
る
い
み
じ
き
報
い
を
も
受
く
る

も
の
な
る
。
人
の
御
怒
り
出
で
き
な
ば
、
長
き
絆
と
な
り
な
む
。
も
は
ら

う
け
ひ
か
ず
」
と
、
頭
ふ
り
て
、
た
だ
言
ひ
に
言
ひ
放
て
ば
、

�

（「
夕
霧
」
四
―
四
一
七
）

　
「
若
菜
下
」
巻
の
例
は
、
女
楽
で
見
事
な
箏
の
演
奏
を
披
露
し
た
紫
の
上
と

比
べ
て
、
妻
雲
居
雁
の
楽
才
を
夕
霧
が
思
い
め
ぐ
ら
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
し

か
に
亡
き
大
宮
か
ら
教
習
を
受
け
て
い
た
も
の
の
そ
れ
は
十
分
で
な
く
、
夕
霧

の
前
で
雲
居
雁
は
何
ら
弾
く
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。「
子
ど
も
あ
つ
か
ひ
」

に
忙
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、「
を
か
し
き
と
こ
ろ
も
」
な
き
雲
居
雁
な
の
だ

と
い
う
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
女
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
「
腹
あ
し
く
て
も
の

ね
た
み
う
ち
し
た
る
」
と
、
嫉
妬
深
い
彼
女
の
性
情
・
態
度
も
見
ら
れ
る
の
だ

と
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
も
す
ぐ
さ
ま
反
転
し
て
、
そ
の
嫉
妬
す
る
態
度
こ



五
三

う
し
ろ
の
雲
居
雁

そ
が
「
愛
敬
づ
き
て
う
つ
く
し
き
人
ざ
ま
」
で
あ
る
と
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
。

雲
居
雁
に
対
す
る
人
物
論
で
「
主
婦
」
の
す
が
た
が
読
み
取
ら
れ
た
り
、「
家

庭
的
」
な
ど
と
評
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
例
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
も
っ
と
も
な
人
物
批
評
で
あ
る
が
、
虚
構
の
物
語
に
限
ら
ず
と
も
ひ
と

り
の
人
物
を
批
評
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
別
の
者
が
理
解
し
た
主
観
的
な

把
握
を
受
け
売
り
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

　

こ
こ
の
場
面
で
も
、「
を
か
し
き
と
こ
ろ
も
な
く
お
ぼ
ゆ
」
と
、「
お
ぼ
ゆ
」

で
受
け
て
い
た
り
、「
も
の
し
た
ま
ふ
め
る
」
と
、
推
定
の
「
め
り
」
が
伴
っ

て
い
る
こ
と
は
、
誰
か
の
目
を
通
し
た
受
け
止
め
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
語
っ
て

い
る
。
あ
く
ま
で
、
こ
こ
の
雲
居
雁
批
評
は
夕
霧
の
目
線
に
沿
っ
た
も
の
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。「
を
か
し
き
と
こ
ろ
」
も
な
く
「
子
ど
も
あ
つ
か
ひ
」

す
る
点
や
、「
愛
嬌
づ
き
て
う
つ
く
し
き
人
ざ
ま
」
に
注
目
す
る
の
も
分
か
ら

な
く
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
点
ば
か
り
を
過
大
視
し
て
「
主
婦
的
」「
家
庭
的
」

な
ど
と
批
評
す
る
前
に
、「
腹
あ
し
く
て
も
の
ね
た
み
」を
す
る
雲
居
雁
の
性
格
、

そ
の
一
面
は
ま
ず
押
さ
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
強
く
妬
む
こ
と
も
厭
わ
な
い
雲
居
雁
の
性
情
の
源
と
し
て
、「
夕

霧
」
巻
の
用
例
に
「
本
妻
強
く
も
の
し
た
ま
ふ
」
と
見
え
る
こ
と
は
と
て
も
大

事
な
点
で
あ
ろ
う
。
妻
の
立
場
か
ら
の
怒
り
、
妬
み
で
あ
る
の
だ
と
こ
こ
で
語

ら
れ
る
こ
と
は
見
過
ご
す
べ
き
で
な
い
。
大
臣
家
の
娘
と
し
て
育
ち
、
ま
た
自

身
が
大
臣
家
の
妻
と
し
て
子
ど
も
ら
の
人
生
を
今
後
差
配
す
る
点
か
ら
は
、
彼

女
の
置
か
れ
た
位
置
と
矜
恃
と
が
知
ら
れ
る
。「
本
妻
」の
語
に
つ
い
て
は
、「
も

と
の
妻
」、
す
な
わ
ち
以
前
か
ら
の
妻
の
意
味
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る

が
）
注（

（
注

、
だ
と
す
れ
ば
、「
御
怒
り
出
で
き
な
ば
」
と
、
本
妻
雲
居
雁
の
怒
り
を
買

え
ば
成
仏
の
妨
げ
に
も
な
る
と
い
う
点
か
ら
は
、
後
妻
打
ち
に
も
通
じ
る
彼
女

の
怒
れ
る
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

・「
ら
う
た
げ
に
も
の
た
ま
は
せ
な
す
姫
君
か
な
。
い
と
鬼
し
う
は
べ
る
さ

が
な
も
の
を
」
と
て
、�

（「
夕
霧
」
四
―
四
七
〇
）

・
…
…
鬼
神
も
罪
ゆ
る
し
つ
べ
く
、
あ
ざ
や
か
に
も
の
清
げ
に
若
う
盛
り
に

に
ほ
ひ
を
散
ら
し
た
ま
へ
り
、�

（
同
四
七
一
）

・「
い
づ
こ
と
て
お
は
し
つ
る
ぞ
。
ま
ろ
は
早
う
死
に
き
。
常
に
鬼
と
の
た

ま
へ
ば
、
同
じ
く
は
な
り
は
て
な
む
と
て
」
と
の
た
ま
ふ
。

�

（
同
四
七
二
）

　

怒
れ
る
雲
居
雁
の
あ
り
か
た
つ
い
て
は
、「
鬼
」
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
も
、

そ
の
証
左
と
な
ろ
う
か
。
夕
霧
は
「
い
と
鬼
し
う
は
べ
る
さ
が
な
も
の
を
」
と
、

雲
居
雁
の
悪
口
を
言
い
、
そ
れ
を
受
け
て
「
常
に
鬼
と
の
た
ま
へ
ば
」
と
す
る

雲
居
雁
の
言
葉
か
ら
は
、
夕
霧
が
自
身
を
鬼
呼
ば
わ
り
す
る
こ
と
が
常
体
化
し

て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
ま
た
、「
鬼
神
も
罪
ゆ
る
し
つ
べ
く
」
と
あ
る
の
は

光
源
氏
の
心
内
語
で
は
あ
る
が
、
夕
霧
の
美
し
さ
を
も
っ
て
す
れ
ば
色
恋
沙
汰

も
「
鬼
神
」
が
許
す
だ
ろ
う
と
し
て
お
り
、
雲
居
雁
は
「
鬼
神
」
に
も
見
立
て

ら
れ
て
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
夫
婦
喧
嘩
の
く
だ
り
に

つ
い
て
は
な
お
さ
ら
、
家
庭
喜
劇
の
一
コ
マ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
も
の
な
の

だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
雲
居
雁
が
夕
霧
と
や
り
合
う
に
あ
た
り
、
親
密
な
関
係
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の
も
と
で
用
い
ら
れ
る
「
ま
ろ
」
と
い
う
一
人
称
を
使
う
点
な
ど
か
ら
、
両
者

の
や
り
と
り
は
口
喧
嘩
の
次
元
に
と
ど
ま
る
か
も
し
れ
な
い

）
注注

（
注

。
し
か
し
、「
鬼
」

と
喩
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
「
う
し
ろ
」
の
世
界
か
ら
「
這
ひ
寄
」
る

彼
女
の
す
が
た
を
し
か
と
言
い
当
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
さ
が
な
も
の
」「
さ
が
な
し
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
暗
部
に
や
ど
る

禍
々
し
さ
を
語
る
も
の
と
し
て
、か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

）
注注

（
注

。
近
江
の
君
や
、

指
喰
い
の
女
、
弘
徽
殿
大
后
、
式
部
卿
の
大
北
の
方
、
と
一
定
の
傾
向
を
も
つ

人
物
に
使
わ
れ
る
。
そ
れ
を
、
近
江
の
君
の
よ
う
に
「
を
こ
者
」
と
し
て
排
除

し
、
そ
の
禍
々
し
さ
を
矮
小
化
し
た
の
と
同
様
、
雲
居
雁
の
そ
れ
も
家
庭
喜
劇

の
一
コ
マ
と
し
て
、
夕
霧
も
、
わ
れ
わ
れ
読
者
も
ま
た
、
彼
女
の
怒
れ
る
す
が

た
を
矮
小
化
し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

子
だ
く
さ
ん
の
雲
居
雁
。
母
と
し
て
の
側
面
や
、
母
性
と
い
っ
た
語
で
捉
え

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
印
象
深
い
場
面
と
し
て
、
以
下
の
例
を
挙

げ
て
み
よ
う
。

　

こ
の
君
い
た
く
泣
き
た
ま
ひ
て
、
つ
だ
み
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、
乳
母
も

起
き
騒
ぎ
、
上
も
御
殿
油
近
く
取
り
寄
せ
さ
せ
た
ま
て
、
耳
は
さ
み
し
て

そ
そ
く
り
つ
く
ろ
ひ
て
、
抱
き
て
ゐ
た
ま
へ
り
。
い
と
よ
く
肥
え
て
、
つ

ぶ
つ
ぶ
と
を
か
し
げ
な
る
胸
を
あ
け
て
乳
な
ど
く
く
め
た
ま
ふ
。
児
も
、

い
と
う
つ
く
し
う
お
は
す
る
君
な
れ
ば
、
白
く
を
か
し
げ
な
る
に
、
御
乳

は
い
と
か
は
ら
か
な
る
を
、
心
を
や
り
て
慰
め
た
ま
ふ
。
男
君
も
寄
り
お

は
し
て
、「
い
か
な
る
ぞ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
撤
米
し
散
ら
し
な
ど
し
て

乱
り
が
は
し
き
に
、
夢
の
あ
は
れ
も
紛
れ
ぬ
べ
し
。

�

（「
横
笛
」
四
―
三
六
〇
）

　

こ
こ
は
、「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
を
か
し
げ
な
る
胸
を
あ
け
て
乳
な
ど
く
く
め
た
ま

ふ
」
と
あ
っ
て
、
雲
居
雁
が
わ
が
子
に
自
ら
の
乳
を
含
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
れ
ま
た
「
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
「
横
笛
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

お
り
、乳
を
描
く
こ
と
の
意
味
合
い
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

）
注注

（
注

。
た
だ
、

母
と
し
て
の
側
面
や
、
母
性
の
問
題
を
持
ち
出
す
前
に
、
本
場
面
が
霊
の
出
現

を
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

夕
霧
の
夢
に
柏
木
の
亡
霊
が
現
わ
れ
、
そ
の
妖
気
の
影
響
が
あ
っ
て
雲
居
雁
の

子
ど
も
は
泣
き
出
し
た
わ
け
な
の
で
あ
り
、
頑
是
な
い
子
ど
も
を
母
が
あ
や
す

と
い
っ
た
日
常
的
な
状
況
な
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
乳
母
」
も
傍
に
い
る

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
単
な
る
授
乳
で
あ
れ
ば
雲
居
雁
の
乳
が

語
ら
れ
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
で
ま
た
し
て
も
「
御
殿
油
」
が
登
場
し
て
い
る
の
は
、
魔
除
け
の

働
き
が
あ
ろ
う
か
。「
散
米
」の
呪
術
も
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
つ
だ
み
な
ど
」

す
る
わ
が
子
を
魔
物
か
ら
必
死
に
守
ら
ん
と
す
る
雲
居
雁
の
す
が
た
を
語
っ
て

い
る
場
面
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
御
乳
は
い
と
か
は
ら
か

な
る
」、
こ
こ
は
異
説
も
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
乳
の
出
な
い
乳
を
含
ま
せ
る
行

為
と
し
て
読
め
ば
、
こ
の
行
為
が
妖
気
の
支
配
す
る
状
況
で
な
さ
れ
る
こ
と
の

意
味
を
考
え
た
く
な
る
。
亀
谷
粧
子
は
、
そ
の
行
為
に
子
を
守
る
呪
術
的
な
意

義
を
見
よ
う
と
し
て
お
り
、
賛
同
し
た
い
見
解
で
あ
る

）
注注

（
注

。



五
五

う
し
ろ
の
雲
居
雁

・
母
の
乳
汁
を
塗
り
し
か
ば
、
麗
し
き
壮
夫
と
成
り
て
、
出
で
遊
び
行
き

き
。�

（『
古
事
記
』
上
巻
・
大
国
主
神
、
七
九
）

・
爰
に
男
子
、
病
を
得
て
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
母
に
白
し
て
言
は
く
、

「
母
の
乳
を
飲
ま
ば
、
我
が
命
を
延
ぶ
べ
し
」
と
い
ふ
。

�

（『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
二
「
烏
の
邪
淫
を
見
て
世
を
厭
ひ
、
善

を
修
せ
し
縁
」
一
二
三
）

　

言
う
ま
で
も
な
く
乳
の
力
は
生
命
を
司
る
も
の
で
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
蘇

生
・
復
活
に
も
大
い
に
貢
献
す
る
呪
術
的
な
力
を
宿
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き

た
）
注注

（
注

。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
信
仰
を
基
盤
に
す
る
こ
と
か
ら
、
新
生
児
に
乳

を
含
ま
せ
る
「
乳
付
」
と
い
う
儀
礼
が
発
生
し
た
り
も
す
る
。
乳
付
に
つ
い
て

は
吉
海
直
人
が
詳
し
く
究
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
代
の
民
俗
で
見
ら
れ

た
も
の
に
も
、
や
は
り
ま
じ
な
い
の
意
義
が
あ
っ
た
よ
う
だ

）
注注

（
注

。
と
も
か
く
も
、

子
を
守
ら
ん
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
母
性
と
呼
ぶ
な
ら
そ
れ
は
そ
れ
で
間
違
い

な
い
。
し
か
し
、
近
代
的
な
も
の
の
見
方
で
も
あ
る
母
性
な
る
も
の
を
持
ち
出

す
以
前
に
、
霊
物
と
自
ら
格
闘
す
る
そ
の
強
さ
を
有
す
る
雲
居
雁
の
す
が
た
が

認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

・
ま
た
、
ま
め
ま
め
し
き
筋
を
立
て
て
、
耳
は
さ
み
が
ち
に
、
美
相
な
き
家

刀
自
の
、
ひ
と
へ
に
う
ち
と
け
た
る
後
見
ば
か
り
を
し
て
、

（「
帚
木
」
一
―
六
三
）

・
女
御
の
君
に
、
宮
懸
か
り
奉
り
て
騒
ぎ
給
ふ
を
見
れ
ば
、
白
き
綾
の
御
衣

を
奉
り
て
、
耳
挟
み
を
し
て
、
惑
ひ
お
は
す
。�

（「
蔵
開
・
上
」
四
七
四
）

　

雲
居
雁
の
「
乳
を
く
く
め
」
る
行
為
は
、「
耳
は
さ
み
」
と
い
う
所
作
と
と

も
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
て
お
こ
う

）
注注

（
注

。
掲
げ
た
「
帚
木
」
巻
の
用
例

に
た
し
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
美
相
な
き
家
刀
自
」
を
語
る
も
の
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
結
果
、「
は
し
た
な
い
行
為
」
と
し
て
、「
優
雅
な
身
だ
し
な

み
を
忘
れ
」
た
「
主
婦
」
な
る
も
の
へ
と
雲
居
雁
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
と

い
え
る
。
た
だ
し
、「
耳
は
さ
み
」
自
体
の
用
語
例
が
少
な
い
も
の
の
、『
う
つ

ほ
物
語
』「
蔵
開
・
上
」
巻
の
用
例
で
は
、
出
産
の
介
助
時
に
「
耳
は
さ
み
」

が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
出
産
と
い
う
物
の
怪
が
跋
扈
す
る
こ
と
も

不
思
議
で
な
い
緊
迫
し
た
状
況
下
な
さ
れ
る
の
が
、「
耳
は
さ
み
」
で
あ
っ
た
。

「
は
し
た
な
い
」
と
ひ
と
く
く
り
に
す
る
の
で
な
く
、
激
し
く
格
闘
す
る
す
が

た
と
し
て
雲
居
雁
を
見
て
お
き
た
い
。

　

怒
れ
る
雲
居
雁
、
そ
の
激
し
さ
が
柏
木
の
霊
が
出
現
す
る
際
に
も
立
ち
現
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
母
な
り
、
主
婦
な
り
、
そ
う
し
た
言
葉
を
女
性
に
あ
て

が
う
こ
と
は
、
同
時
に
慈
愛
に
満
ち
た
母
性
と
い
っ
た
幻
想
を
抱
か
せ
や
す
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
で
、見
え
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
夕
霧
か
ら
手
紙
を
奪
う
場
面
に
お
い
て
「
う
し

ろ
」
か
ら
「
這
ひ
寄
る
」
彼
女
の
姿
に
、
霊
的
な
も
の
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
と

の
繫
が
り
を
探
り
な
が
ら
、
物
の
怪
に
匹
敵
す
る
が
ご
と
き
情
念
を
も
つ
雲
居

雁
の
あ
り
か
た
を
論
じ
た
。「
鬼
」
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
が
実
の
と
こ
ろ
彼
女

の
荒
ぶ
る
本
質
を
言
い
当
て
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。そ
し
て
、「
耳
は
さ
み
」

を
し
て
「
乳
を
く
く
め
」
る
と
い
う
、
一
見
す
る
と
母
性
の
典
型
的
な
発
現
と
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も
見
ら
れ
る
場
面
に
こ
そ
、
自
ら
妖
気
と
格
闘
す
る
雲
居
雁
の
激
し
い
す
が
た

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

（
１
）『
源
氏
物
語
』お
よ
び
そ
の
他
の
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、

私
に
傍
線
・
頁
数
等
を
付
し
た
。
新
編
全
集
に
よ
ら
な
い
も
の
は
各
々
明
記
し
た
。

（
２
）『
う
つ
ほ
物
語
』「
蔵
開
・
中
」
巻
で
は
、
女
一
の
宮
か
ら
届
い
た
手
紙
を
、
仲
忠

の
背
後
か
ら
朱
雀
帝
が
の
ぞ
き
見
て
い
る
例
が
見
え
る
（
お
う
ふ
う
『
う
つ
ほ
物

語��

全
』（
改
訂
版
）「
蔵
開
・
中
」
五
四
六
）。

（
３
）
鈴
木
日
出
男
「
源
氏
物
語
の
人
々
」（
雲
居
雁
）（『
新
・
源
氏
物
語
必
携
』
学
燈
社
、

一
九
九
七
年
）。

（
４
）
高
木
和
子
「
雲
居
雁
」（『
源
氏
物
語
事
典
』
大
和
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
５
）
中
西
紀
子
「
雲
居
雁
―
家
族
愛
の
発
進
―
」（『
源
氏
物
語
の
姫
君
―
遊
ぶ
少
女
期

―
』
溪
水
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
６
）
田
坂
憲
二
「
夕
霧
巻
の
構
造
に
つ
い
て
―
夕
霧
＝
雲
居
雁
の
側
面
か
ら
―
」（『
源

氏
物
語
の
人
物
と
構
想
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
年
）。

（
７
）
安
藤
徹
「
雲
居
雁
三
態
」（「
源
氏
研
究
」
二
〇
〇
五
年
四
月
）、
平
林
優
子
「
雲

居
雁
の
変
貌
」（『
源
氏
物
語
女
性
論　

交
錯
す
る
女
た
ち
の
生
き
方
』
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
九
年
）。

（
８
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
八
巻
「
夕
霧
」
巻
・

鑑
賞（
角
川
書
店
、一
九
六
七
年
）、福
嶋
昭
治「
雲
居
雁
―
立
ち
姿
を
見
せ
た
女
―
」

（『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
）、
稲
本
万
里
子
「「
源
氏

物
語
絵
巻
」の
詞
書
と
絵
を
め
ぐ
っ
て
―
雲
居
雁
・
女
三
宮
・
紫
上
の
表
象
―
」（『
交

渉
す
る
こ
と
ば
』
叢
書��

想
像
す
る
平
安
文
学
第
四
巻
、
一
九
九
九
年
）、『
源
氏

物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識　

夕
霧
』「
鑑
賞
欄
」（
至
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
、
吉
海

直
人
執
筆
）
等
参
照
。

（
９
）「
た
つ
」
こ
と
の
古
代
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
、
保
坂
達
雄
「
た
つ
」（『
古
代
語

誌
―
古
代
語
を
読
む
Ⅱ
』
桜
楓
社
、
一
九
八
九
年
）、
多
田
一
臣
「
た
つ
」（『
万

葉
語
誌
』
筑
摩
選
書
、
二
〇
一
四
年
）
等
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』

で
は
他
に
女
三
の
宮
が
立
つ
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
つ
い
て
は
、
太
田
敦
子

「
女
三
の
宮
の
立
ち
姿
―
柏
木
の
死
を
め
ぐ
る
表
現
機
構
―
」（『
源
氏
物
語�

姫
君

の
世
界
』
新
典
社
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
10
）
中
西
紀
子
「
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
お
け
る
雲
居
雁
像
―
夕
霧
巻
画
面
の
立

姿
か
ら
―
」（『
源
氏
物
語
の
姫
君
―
遊
ぶ
少
女
期
―
』
溪
水
社
、
二
〇
〇
三
年
）

（
11
）
平
野
美
佳
「
異
類
と
し
て
の
夕
顔
―
「
這
ふ
」
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
物

語
文
学
論
究
」
二
〇
一
六
年
三
月
）
は
、
夕
顔
の
女
君
に
多
く
「
這
ふ
」
の
語
が

関
連
す
る
こ
と
を
例
に
引
き
な
が
ら
、
夕
顔
に
蛇
の
よ
う
に
絡
み
つ
く
情
念
の
す

が
た
を
見
定
め
る
。

（
12
）
こ
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
竹
内
正
彦
「
近
江
の
君
の
賽
の
目
―
「
若
菜
下
」

巻
の
住
吉
参
詣
に
お
け
る
明
石
尼
君
―
」（『
源
氏
物
語
発
生
史
論
―
明
石
一
族

物
語
の
地
平
―
』
新
典
社
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
13
）『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
例
に
つ
い
て
は
、「
抱
く
」
こ
と
の
意
義
を
論
じ
た
、
津
島

昭
宏
「
戸
に
い
る
翁
、
抱
く
嫗
―
『
竹
取
物
語
』
の
親
と
子
を
考
え
る
―
」（「
横

浜
英
和
学
院
教
育
」
二
〇
〇
九
年
三
月
）、
ま
た
、
死
に
ゆ
く
者
に
添
い
臥
す
こ

と
は
、津
島
昭
宏
「
母
に
「
添
ひ
臥
す
」
落
葉
の
宮
―
死
と
招
魂
の
観
点
か
ら
―
」

（「
日
本
文
化
研
究
」
二
〇
一
七
年
三
月
）
参
照
。

（
14
）
林
田
孝
和
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
死
後
の
描
写
―
と
も
し
火
を
か
か
げ
つ
く
し
て

―
」（『
林
田
孝
和
著
作
集
』第
一
巻
、武
蔵
野
書
院
、二
〇
二
一
年
）、津
島
昭
宏「
歓

待
の
火
―
光
源
氏
と
空
蟬
を
繫
ぐ
も
の
―
」（「
物
語
文
学
論
究
」
二
〇
一
六
年
三

月
）。

（
15
）
三
柴
友
太
「
身
体
伝
承
の
研
究
―
「
路
傍
の
怪
」
に
み
る
足
元
・
背
後
―
」（「
昔

話
伝
説
研
究
」
二
〇
一
二
年
四
月
）。
な
お
、
金
菱
清
（
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）
編
『
呼



五
七

う
し
ろ
の
雲
居
雁

び
覚
ま
さ
れ
る
霊
性
の
震
災
学　
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生
と
死
の
は
ざ
ま
で
』（
新
曜
社
、
二
〇

一
六
年
）
で
紹
介
さ
れ
る
霊
体
験
の
事
例
も
参
考
に
な
ろ
う
。

（
16
）常
光
徹「「
後
ろ
向
き
」の
想
像
力
」（『
し
ぐ
さ
の
民
俗
学
―
呪
術
的
世
界
と
心
性
―
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
17
）
安
井
眞
奈
美
「
狙
わ
れ
た
背
中
―
妖
怪
・
怪
異
譚
か
ら
み
た
日
本
人
の
身
体
観
」

（『
怪
異
と
身
体
の
民
俗
学
―
異
界
か
ら
出
産
と
子
育
て
を
問
い
直
す
』
せ
り
か
書

房
、
二
〇
一
四
年
）。

（
18
）
背
守
り
に
つ
い
て
は
、「
祈
り
の
背
守
り
」（「
季
刊
銀
花
」
一
九
九
九
年
一
二
月
）、

『
背
守
り��

子
ど
も
の
魔
よ
け
』（LIX

IL

、
二
〇
一
四
年
）、
山
本
咲
耶
「
背
守
り

の
習
俗
の
三
類
」（「
滝
川
国
文
」
二
〇
二
三
年
三
月
）
等
参
照
。
な
お
、
筆
者
は

二
〇
二
二
年
九
月
三
日
（
土
）
に
、
顧
問
を
務
め
る
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学

民
俗
学
研
究
会
の
学
生
ら
と
と
も
に
、
石
川
県
金
沢
の
茶
屋
街
に
ほ
ど
近
い
鬼
子

母
神
真
成
寺
を
訪
ね
た
。
ご
住
職
を
含
め
お
寺
の
方
々
か
ら
ご
丁
寧
な
説
明
を
受

け
つ
つ
、
同
寺
が
保
管
し
て
い
る
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
を
拝
見
す
る
機
会
に
恵

ま
れ
た
。
そ
れ
は
奉
納
さ
れ
た
産
育
信
仰
資
料
の
数
々
で
あ
り
、
百
徳
着
物
や
背

守
り
が
施
さ
れ
た
産
着
が
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
者
は
、
百

軒
か
ら
も
ら
い
集
め
た
ハ
ギ
レ
を
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
縫
い
合
わ
せ
て
仕
立

て
た
着
物
で
、
百
の
徳
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
成
長
を
祈
念
す
る
も
の
。

（
19
）竹
内
正
彦「
ぬ
き
足
の
光
源
氏
―
王
朝
び
と
の
足
音
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
む
ら
さ
き
」

二
〇
二
二
年
一
二
月
）
は
、「
足
音
と
は
魂
が
顕た

ち
来
る
音
」
で
あ
る
と
論
じ
る
。

（
20
）
原
岡
文
子
「
雲
居
雁
の
身
体
を
め
ぐ
っ
て
―
常
夏
の
巻
を
始
発
に
―
」（『
源
氏
物

語
と
そ
の
展
開
─
交
感
・
子
ど
も
・
源
氏
絵
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
年
）。

（
21
）工
藤
重
矩「
平
安
時
代
の
婚
姻
制
度
」（『
平
安
朝
の
結
婚
制
度
と
文
学
』風
間
書
房
、

一
九
九
四
年
）、青
島
麻
子
「
平
安
朝
の
婚
姻
慣
習
―
「
妻
」
を
表
す
用
語
か
ら
―
」

（『
源
氏
物
語　

虚
構
の
婚
姻
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
22
）
森
野
宗
明
「
雲
居
雁
の
造
型
と
言
動
描
写
―
「
ま
ろ
」（
自
称
）
を
使
う
妻
た
ち
―
」

（『
王
朝
貴
族
社
会
の
女
性
と
言
語
』
有
精
堂
、
一
九
七
五
年
）。

（
23
）
津
島
昭
宏
「「
悪さ
が
なき

」
近
江
の
君
」（「
中
古
文
学
」
一
九
九
七
年
五
月
）。

（
24
）
木
村
朗
子
「
乳
房
は
だ
れ
の
も
の
か
―
欲
望
を
め
ぐ
っ
て
」（『
乳
房
は
だ
れ
の
も

の
か　

日
本
中
世
物
語
に
み
る
性
と
権
力
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
宇
野
瑞

木
「
紫
の
上
の
乳
く
く
め
考
―
仏
教
報
恩
思
想
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」（『
ひ
ら
か

れ
る
源
氏
物
語
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、
水
野
僚
子
「
中
世
の
絵
巻
に
み

る
乳
房
の
表
象
―
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
に
お
け
る
雲
居
雁
の
身
体
表
象
の
意
味
と

機
能
―
」（「
日
本
女
子
大
学
紀
要　

人
間
社
会
学
部
」
二
〇
一
七
年
）
等
参
照
。

（
25
）
亀
谷
粧
子
「「
御
乳
を
く
く
め
」
る
紫
の
上
―
「
薄
雲
」
巻
に
お
け
る
明
石
の
姫

君
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
国
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
」
二
〇
二

二
年
三
月
）。

（
26
）
松
村
武
雄
『
日
本
神
話
の
研
究
』（
第
四
巻
、
培
風
館
、
一
九
五
八
年
）、
石
上
堅

「
血　

乳
」（『
日
本
民
俗
語
大
辞
典
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
）、
犬
飼
公
之
「
チ

と
タ
マ
の
発
想
」（『
埋
も
れ
た
神
話
―
古
代
日
本
の
人
間
創
成
―
』
お
う
ふ
う
、

一
九
九
五
年
）
等
参
照
。

（
27
）
吉
海
直
人
「
乳
付
考
」（『
源
氏
物
語
の
乳
母
達
―
『
源
氏
物
語
』
へ
の
階
梯
―
』

世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
年
）。
近
代
に
見
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
は
、
倉
石
あ
つ

子
「
乳
つ
け
」）（『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）

に
簡
潔
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）「
耳
は
さ
み
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、安
藤
徹
「『
源
氏
物
語
』
の
耳じ

伝で
ん

―
女
の
耳
―
」

（「
国
文
学
論
叢
」
二
〇
〇
三
年
三
月
）、
高
野
奈
未
「『
源
氏
物
語
』
と
『
伊
勢
物

語
』
二
十
三
段
―
雲
居
雁
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語
を
開
く
』
武
蔵
野
書
院
、

二
〇
二
一
年
）、植
木
朝
子
「
猿
楽
的
世
界
の
魅
力　

夕
霧
の
恋
の
喜
劇
性
」（『
源

氏
物
語
を
開
く
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
二
〇
二
二
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
（
於
・
山
口
大
学
）
で
口
頭
発

表
し
た
も
の
を
礎
と
し
て
い
る
。


