
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

一
風
　
土
　
的
　
考
　
十
一

森

本

茂

　
　
　
　
　
一
、
源
氏
物
語
の
地
名
の
取
入
れ
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
一
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
で
の
う
ら

　
源
氏
物
語
に
登
場
す
る
地
名
は
、
北
限
の
「
受
業
」
　
（
出
羽
国
）
か
ら
南
限
の

「
肥
後
国
」
ま
で
、
一
四
一
箇
所
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
地
が
源
氏

物
語
に
取
入
れ
ら
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
作
者
の
意
識
や
体
験
の
上
か
ら
み
て
、

さ
ま
ざ
ま
の
条
件
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
は
お
よ
そ
三
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
は
作
者
が
実
際
に
行
っ
て
体
験
し
た
地
で
あ
る
場
合
。
た
と

え
ば
、
紫
式
部
集
に
、
「
近
江
の
湖
に
て
三
尾
が
崎
と
い
ふ
所
に
網
ひ
く
を
見
て
」

（
続
国
歌
大
観
本
。
以
下
同
じ
）
と
あ
る
か
ら
琵
琶
湖
、
同
じ
く
紫
式
部
集
に
、
　
「
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

茂
に
詣
で
た
る
に
、
子
規
な
か
む
と
い
ふ
曙
に
、
片
岡
の
梢
を
か
し
う
見
え
け
り
」

と
あ
る
か
ら
上
賀
茂
神
社
、
伊
勢
大
輔
集
に
、
　
「
紫
式
部
清
水
に
籠
り
た
り
し
に

参
り
あ
ひ
て
、
院
の
御
れ
う
に
も
ろ
と
も
に
御
あ
か
し
奉
り
し
を
み
て
、
樒
の
葉

に
書
き
て
お
乙
せ
た
り
し
」
（
続
国
歌
大
観
本
）
と
あ
る
か
ら
清
水
寺
な
ど
は
、
作

者
が
実
際
に
行
っ
た
所
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
す
る
と
、
京
都
か
ら
琵
琶
湖
に
行
く
途
中
に
あ
る
逢
坂
山
や
、
清
水
寺
の
ふ
も

源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

　
　
お
た
ぎ

と
の
愛
宕
・
鳥
辺
野
の
あ
た
り
も
、
作
者
の
体
験
し
た
地
に
な
る
。
ま
た
記
録
は

な
い
け
れ
ど
も
、
当
時
の
観
音
信
仰
か
ら
い
っ
て
、
長
谷
寺
や
石
山
寺
に
も
た
び

た
び
参
詣
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
初
瀬
は

十
二
例
を
数
え
て
、
玉
髪
物
語
の
重
要
な
背
景
に
な
っ
て
い
る
し
、
京
都
と
初
瀬

の
途
中
に
あ
る
宇
治
は
ま
た
、
宇
治
十
帖
の
お
も
な
舞
台
に
な
っ
て
い
て
、
宇
治
　
4
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

八
の
宮
の
山
荘
や
夕
霧
の
領
地
の
記
述
は
、
地
形
的
に
も
じ
つ
に
正
確
で
あ
る
。

石
山
も
九
例
を
数
え
、
逢
坂
山
を
越
え
て
石
山
寺
に
お
参
り
す
る
話
は
、
関
屋
・

真
木
柱
・
浮
舟
・
蜻
蛉
の
巻
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　
第
二
は
ま
っ
た
く
歌
枕
的
に
取
入
れ
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
例
は
多
い
。

た
と
え
ば
、
信
濃
国
の
嬢
捨
山
の
こ
と
は
源
氏
物
語
に
、
　
「
さ
ら
に
嬢
捨
山
の
月

澄
み
の
ぼ
り
て
、
夜
更
く
る
ま
ま
に
よ
う
つ
思
ひ
み
だ
れ
給
ふ
。
」
（
宿
木
。
日
本

古
典
全
書
本
。
以
下
同
じ
）
　
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら

し
な
や
嬢
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
」
　
（
古
今
集
・
雑
上
．
よ
み
碧
し
ら
ず
）
　
の
歌
で

知
ら
れ
、
月
の
名
所
で
あ
る
嬢
捨
山
を
取
入
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
古
歌
に
詠
ま
れ

た
嬢
捨
山
を
想
像
し
て
書
い
た
に
す
ぎ
ず
、
作
者
が
実
際
に
嬢
捨
山
に
行
っ
た
わ

け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
安
積
山
」
「
武
隈
の
松
」
「
緒
絶
の
橋
」
な
ど
み
な

一



　
　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
ご
に
つ
い
て

歌
枕
的
用
法
に
す
ぎ
な
い
。

　
第
三
は
作
者
が
実
際
に
行
っ
て
も
い
な
い
し
、
単
に
歌
枕
的
だ
け
で
も
な
い
と

い
う
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
常
陸
・
須
磨
・
明
石
・
筑
紫
な
ど
が
そ
れ
で
あ

る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
地
は
物
語
の
背
景
と
し
て
重
要
な
所
で
あ
る
。
こ
う
い
う

地
を
作
者
が
相
当
の
重
み
を
も
っ
て
取
入
れ
よ
う
と
す
る
か
ら
に
は
、
ま
っ
た
く

偶
然
に
そ
こ
を
選
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
な
り
の
由
来
が
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
作
者
の
創
作
意
識
を
か
り
た
て
た
何
ら
か
の
要
因
が
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
源
氏
物
語
を
風
土
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
第
三
の
場
合
は
、
作

者
の
創
作
意
識
と
構
成
の
側
に
立
っ
て
、
も
っ
と
積
極
的
に
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
分
野
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
、
第
三
の
場
合

に
属
す
る
常
陸
に
つ
い
て
次
に
考
察
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

二
、
源
氏
物
語
に
描
か
れ
た
常
陸

　
源
氏
物
語
に
は
常
陸
国
お
よ
び
そ
の
関
係
事
項
が
非
常
に
多
い
。
次
に
項
目
に

分
け
て
本
文
を
か
か
げ
て
み
る
。
　
（
本
又
は
日
本
古
典
全
書
本
に
よ
る
。
①
．
②
の
よ

う
な
数
字
は
冊
数
、
そ
の
下
の
数
字
は
頁
数
で
あ
る
。
）

e
国
名

　
○
（
右
衛
門
の
佐
は
）
覚
え
ぬ
世
の
騒
ぎ
あ
り
し
こ
ろ
、
物
の
聞
え
に
は
ば
か

　
　
り
て
、
常
陸
に
下
り
し
を
ぞ
、
す
こ
し
心
お
き
て
年
頃
は
思
し
け
れ
ど
、
色

　
　
に
も
出
だ
し
給
は
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
屋
．
②
．
二
六
一
）

　
○
右
近
が
姉
の
、
常
陸
に
て
も
人
二
人
見
侍
り
し
を
、
　
（
浮
舟
・
⑦
・
七
三
）

二

　
○
草
わ
か
み
常
陸
の
海
の
い
か
が
崎
い
か
で
あ
ひ
見
む
田
子
の
浦
浪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
常
夏
・
③
二
＝
○
）

　
　
　
※
「
源
氏
物
語
大
成
」
に
は
「
ひ
た
ち
の
う
ら
」
と
あ
る
。

　
○
常
陸
な
る
駿
河
の
海
の
須
磨
の
浦
に
浪
立
ち
い
で
よ
箱
崎
の
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
常
夏
・
③
・
一
＝
一
）

　
○
（
源
氏
は
）
あ
づ
ま
を
す
が
が
き
て
、
「
常
陸
に
は
田
を
こ
そ
作
れ
」
と
い

　
　
ふ
歌
を
、
声
は
い
と
な
ま
め
き
て
、
す
さ
び
居
給
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
・
①
・
三
二
七
）

⇔
人
名

　
ω
常
陸
介
（
空
蝉
の
夫
）

　
○
伊
予
の
介
と
い
ひ
し
は
、
故
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
ま
た
の
年
、
常
陸
に
な

　
　
り
て
下
り
し
か
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
屋
・
③
・
二
五
九
）
　
4
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注
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
0
か
か
る
程
に
、
こ
の
常
陸
の
守
、
老
の
つ
も
り
に
や
、
悩
ま
し
く
の
み
し
て

　
　
も
の
心
細
か
り
け
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
屋
．
③
．
二
六
三
）

　
②
常
陸
の
親
王
（
末
摘
花
の
父
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う

　
○
常
陸
の
親
王
の
書
き
置
き
給
へ
り
け
る
、
紙
屋
紙
の
草
子
を
こ
そ
、
見
よ
と

　
　
て
お
こ
せ
た
り
し
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
無
．
③
・
二
一
＝
）

　
㈲
常
陸
の
君
・
常
陸
の
宮
の
君
・
常
陸
宮
・
常
陸
の
宮
の
御
方
（
末
摘
花
）

　
○
東
の
院
に
も
の
す
る
常
陸
の
君
の
、
日
頃
わ
づ
ら
ひ
て
久
し
く
な
り
に
け
る

　
　
を
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
上
・
④
・
六
二
）

　
○
常
陸
の
宮
の
君
は
、
父
親
王
の
亡
せ
給
ひ
に
し
名
残
に
、
ま
た
思
ひ
あ
っ
か

　
　
ふ
人
も
な
き
御
身
に
て
い
み
じ
う
心
細
げ
な
り
し
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蓬
生
・
②
・
二
三
六
）



○
（
源
氏
は
）
常
陸
の
宮
に
は
し
ば
し
ば
聞
え
給
へ
ど
、
な
ほ
お
ぼ
っ
か
な
う

　
の
み
あ
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
・
①
・
三
四
四
）

○
常
陸
の
宮
の
御
方
は
、
人
の
程
な
れ
ば
、
心
苦
し
く
思
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
音
・
③
・
一
四
一
）

　
　
※
「
源
氏
物
語
大
成
」
に
は
「
常
陸
の
宮
の
御
に
は
」
と
あ
る
。

○
常
陸
の
宮
の
御
方
、
怪
し
う
も
の
う
る
は
し
う
、
さ
る
べ
き
事
の
折
過
さ
ぬ
、

　
古
代
の
御
心
に
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
行
幸
・
③
．
二
五
四
）

ω
常
陸
の
宮
（
今
上
の
第
四
皇
子
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
い
ば
ら

〇
四
の
御
子
、
常
陸
の
宮
と
き
こ
ゆ
る
、
更
衣
腹
の
は
、
思
ひ
な
し
に
や
、
け

　
は
ひ
こ
よ
な
う
劣
り
給
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
宮
・
⑤
．
一
四
七
）

○
兵
部
卿
宮
、
常
陸
の
宮
、
后
腹
の
五
の
宮
と
、
ひ
と
つ
車
に
ま
ね
き
乗
せ
奉

　
り
て
、
ま
か
で
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
匂
宮
・
⑤
．
一
四
七
）

　
み
　
こ

○
三
叉
達
は
、
三
の
宮
、
常
陸
の
宮
な
ど
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
・
⑥
・
一
＝
九
）

㈲
常
陸
の
守
・
常
陸
・
常
陸
の
前
の
守
・
常
陸
の
前
司
殿
（
浮
舟
の
養
父
）

　
　
　
　
た
が

○
心
に
は
違
は
じ
と
思
ふ
常
陸
の
守
よ
り
、
様
容
貌
も
人
の
ほ
ど
も
、
こ
よ
な

　
く
見
ゆ
る
五
位
四
位
ど
も
、
あ
ひ
ひ
ざ
ま
づ
き
侍
ひ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
屋
・
⑥
・
二
五
二
）

○
か
れ
そ
こ
の
常
陸
の
守
の
婿
の
少
将
な
。
　
　
　
　
　
（
東
屋
・
⑥
・
二
五
四
）

○
右
大
将
は
、
常
陸
の
守
の
女
を
な
む
よ
ば
ふ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
屋
・
⑥
・
二
八
八
）

○
か
し
こ
に
は
、
常
陸
の
守
、
立
ち
な
が
ら
来
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
・
⑦
二
二
三
）

　
　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

　
○
今
お
ど
ろ
く
人
の
み
多
か
る
に
、
常
陸
の
守
来
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
・
⑦
・
＝
一
四
）

　
○
さ
て
ま
た
常
陸
に
な
り
て
下
り
侍
り
に
け
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
・
⑥
・
二
〇
二
）

　
○
か
の
常
陸
の
子
ど
も
は
、
か
う
ぶ
り
し
た
る
は
蔵
人
に
な
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
習
・
⑦
・
二
一
七
）

　
0
常
陸
の
前
司
殿
の
姫
君
の
、
初
瀬
の
御
寺
に
詣
で
て
も
ど
り
給
へ
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
・
⑥
・
二
二
四
）

　
○
腕
を
さ
し
出
で
た
る
が
、
ま
う
ら
か
に
を
か
し
げ
な
る
程
も
、
常
陸
殿
な
ど

　
　
い
ふ
べ
く
も
見
え
ザ
・
ま
こ
と
に
あ
て
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
・
⑥
・
二
二
六
）

　
　
　
※
こ
こ
の
「
常
陸
殿
」
は
「
常
陸
守
の
令
嬢
」
　
（
浮
舟
）
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　
○
常
陸
の
前
の
守
な
に
が
し
が
妻
は
、
叔
母
と
も
母
と
も
い
ひ
侍
る
な
る
は
、

　
　
い
か
な
る
に
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
・
⑦
・
＝
二
六
）

　
　
一
　
　
　
　
　
注
5

　
0
常
陸
の
北
の
方
は
、
お
と
つ
れ
き
こ
え
給
ふ
や
と
い
ふ
は
、
．
妹
な
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
習
・
⑦
・
二
一
三
）

　
⑥
常
陸
殿
（
浮
舟
の
母
）

　
○
い
た
く
肥
え
過
ぎ
に
た
る
な
む
、
常
陸
殿
と
は
見
え
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
屋
・
⑥
・
二
五
七
）

　
○
常
陸
殿
の
ま
か
で
さ
せ
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
屋
．
⑥
・
二
六
五
）

　
○
常
陸
殿
と
い
ふ
人
や
こ
こ
に
通
は
し
給
ふ
。
　
　
　
（
東
屋
．
⑥
・
二
六
五
）

　
○
常
陸
は
い
と
久
し
う
お
と
つ
れ
き
こ
え
給
は
ざ
め
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
習
・
⑦
・
二
一
三
）

日
邸
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

　
ω
常
陸
の
宮
（
宋
摘
花
の
父
の
邸
）

　
○
こ
こ
は
常
陸
の
宮
ぞ
か
し
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蓬
生
・
②
・
二
五
〇
）

　
ω
常
陸
殿
（
浮
舟
の
養
父
の
邸
）

　
○
乳
母
車
を
乞
ひ
て
、
常
陸
殿
へ
往
ぬ
。
　
　
　
　
　
（
東
屋
・
⑥
．
二
七
八
）

㈲
常
陸
帯

　
○
「
道
の
は
て
な
る
常
陸
帯
の
」
と
、
手
習
に
も
言
種
に
も
す
る
は
、
い
か
に

　
　
思
ふ
や
う
の
あ
る
に
か
あ
り
け
む
。
　
　
　
　
　
　
（
竹
河
・
⑤
・
二
〇
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
づ
ま

　
　
　
　
三
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
東
」
の
観
念

　
常
陸
国
は
「
東
」
に
属
す
る
が
、
源
氏
物
語
で
は
「
東
」
は
ど
の
よ
う
な
所
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
宿
木
の
巻
で
は
薫
が
宇
治
に
お
も
む
い
て
、
長
谷
寺
詣
で
を
し
た
浮
舟
の
一
行

に
出
合
っ
て
、
浮
舟
の
か
れ
ん
な
容
姿
を
か
い
ま
見
る
が
、
そ
の
と
き
泉
川
（
木

津
川
）
を
船
で
渡
っ
た
浮
舟
が
苦
し
そ
う
に
し
て
い
る
の
で
、
侍
女
が
浮
舟
に
む

か
っ
て
、

　
　
い
で
や
、
あ
り
く
は
、
東
路
思
へ
ば
、
い
っ
こ
か
恐
し
か
ら
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
・
⑥
・
二
二
六
）

と
い
う
。
さ
ら
に
浮
舟
を
か
い
ま
見
た
薫
は
浮
舟
の
印
象
を
、

　
　
腕
を
さ
し
出
で
た
る
が
、
ま
う
ら
か
に
を
か
し
げ
な
る
程
も
、
常
陸
殿
な
ど

　
　
い
ふ
べ
く
も
見
え
ず
、
ま
こ
と
に
あ
て
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
・
⑥
・
二
二
六
）

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
路
は
恐
ろ
し
い
所
で
、
常
陸
は
ず
っ
と
片
田
舎
の

四

所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
浮
舟
づ
き
の
侍
女
右
近
が
、
自
分
の
姉
の
例
を
引
い
て
浮
舟
に
対
し

て
、
　
「
薫
か
匂
宮
か
、
ど
ち
ら
か
と
早
く
結
ば
れ
る
の
が
よ
ろ
し
い
。
」
と
す
す

め
る
所
で
、

　
　
す
べ
て
女
の
た
い
だ
い
し
き
ぞ
、
と
て
、
館
の
う
ち
に
も
置
い
給
へ
ら
ざ
り

　
　
し
か
ば
、
東
の
人
に
な
り
て
、
ま
ま
も
今
に
恋
ひ
泣
き
侍
る
は
、
罪
深
く
こ

　
　
そ
見
給
ふ
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
舟
・
⑦
・
七
四
）

と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
右
近
の
母
は
、
東
国
の
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
娘
（
右

近
の
姉
）
の
不
幸
を
悲
し
ん
で
い
る
。

　
次
に
、
浮
舟
が
小
野
に
隠
棲
し
て
か
ら
、
あ
る
日
わ
が
身
の
不
運
な
過
去
を
回

想
す
る
所
に
、

　
　
遙
か
な
る
東
を
か
へ
る
が
へ
る
年
月
を
ゆ
き
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
習
・
⑦
・
一
九
二
）

と
あ
っ
て
、
　
「
東
」
の
上
に
「
遙
か
な
る
」
と
い
う
形
容
動
詞
を
つ
け
て
い
る
。

つ
ま
り
「
東
」
は
辺
境
の
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
浮
舟
の
養
父
（
常
陸
介
）
は
、
上
達
部
の
筋
を
引
い
て
い
て
財
豊
か
で

は
あ
る
が
、
気
位
が
高
く
、
風
流
ら
し
い
割
に
は
賎
し
く
荒
々
し
く
、
田
舎
じ
み

た
所
が
あ
る
と
説
明
し
て
、
そ
の
次
に
、

　
　
若
う
よ
り
、
さ
る
東
の
方
の
、
遙
か
な
る
世
界
に
う
つ
も
れ
て
、
年
経
け
れ

　
　
ば
に
や
、
声
な
ど
ほ
と
ほ
と
う
ち
歪
み
ぬ
べ
く
、
誓
う
ち
言
ふ
、
す
こ
し
だ

　
　
み
た
る
や
う
に
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
屋
・
⑥
・
二
三
三
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
の
よ
い
養
父
の
人
柄
が
下
っ
た
の
は
、
じ
つ
に
「

東
」
と
い
う
環
境
に
よ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
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以
上
か
ら
み
る
と
、
当
時
の
一
般
観
念
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
「

東
」
は
辺
境
の
地
で
恐
ろ
し
く
、
こ
と
ば
に
な
ま
り
が
あ
っ
て
、
無
風
流
な
所
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
平
安
時
代
に
お
け
る
．
「
東
」

　
い
っ
た
い
「
東
」
と
は
、
平
安
時
代
、
さ
ら
に
奈
良
時
代
に
は
、
ど
の
地
方
を

さ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
記
紀
で
倭
建
干
の
東
征
の
と
こ
ろ
に
、

　
　
故
、
登
－
立
三
千
一
、
三
歎
詔
－
云
阿
豆
麻
呂
夜
一
。
故
号
二
三
国
一
謂
二
三
豆
麻
一

　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
事
記
．
中
．
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

　
　
故
、
登
二
碓
日
野
一
、
而
東
南
望
之
、
三
歎
日
、
吾
嬬
者
耶
。
故
里
号
二
山
東

　
　
諸
国
一
、
日
二
吾
嬬
国
一
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
書
紀
・
景
行
紀
・
日
本
古
典
全
書
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
す

と
あ
る
。
古
事
記
の
「
其
坂
」
は
足
柄
山
を
意
味
し
て
い
る
。
目
本
書
紀
は
「
碓

ひ
　
　
　
た
け

日
の
嶺
」
　
（
群
馬
県
と
長
野
県
の
境
）
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
両
者
に
相
異
が
み

　
　
　
　
　
　
　
注
6

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
足
柄
山
・
碓
日
の
嶺
以
東
を
「
東
」

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
常
陸
国
風
土
記
に
も
、

　
　
問
二
国
郡
旧
事
一
、
古
老
廿
日
、
古
者
、
自
二
相
模
国
足
柄
岳
坂
一
塁
東
諸
県
惣

　
　
称
二
我
姫
国
一
、
是
当
時
、
不
レ
言
出
常
陸
一
、
姫
称
二
新
治
筑
波
茨
城
那
賀
久
慈

　
　
多
珂
国
一
、
各
遣
二
造
別
一
令
二
検
校
一
、
其
後
、
至
二
難
波
長
柄
豊
前
大
宮
臨
軒

　
　
天
皇
之
世
一
、
再
拝
高
向
臣
中
臣
子
織
田
連
等
一
、
惣
二
領
自
レ
坂
已
東
之
国
一
、

　
　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

　
　
干
レ
時
、
我
姫
之
道
、
分
為
二
八
国
一
、
常
陸
国
、
居
二
其
一
一
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
記
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

と
あ
っ
て
、
足
柄
山
以
東
を
「
東
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
孝
徳
天

皇
の
御
代
に
大
化
改
新
に
よ
っ
て
国
郡
制
が
で
き
た
と
き
、
足
柄
山
以
東
を
八
国

に
分
け
、
常
陸
国
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
て
、
こ
こ
の
八
国
は
、
相

模
・
武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
上
野
・
下
野
・
常
陸
・
陸
奥
を
い
う
。

　
万
葉
集
に
な
る
と
、
大
伴
家
持
の
歌
に
、
「
あ
づ
ま
の
国
の
陸
奥
の
小
田
な
る

山
に
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
陸
奥
を
東
の
範
囲
に
ふ
く
め
て
い
る
。
し
か
し
、
巻

十
四
・
東
歌
で
は
、
右
の
八
国
の
ほ
か
に
、
信
濃
（
五
首
－
三
】
二
五
二
．
三
三
九
八
．

三
三
九
九
．
三
四
〇
〇
．
三
四
〇
一
）
、
　
遠
江
　
（
三
首
i
三
三
五
三
・
三
三
五
四
．
三
四

二
九
）
、
　
駿
河
　
（
六
首
i
三
三
五
五
・
三
三
五
六
・
三
三
五
七
・
三
三
五
八
・
三
三
五
九

・
三
四
三
〇
）
、
　
伊
豆
（
一
首
⊥
二
三
六
〇
）
の
歌
が
み
え
る
し
、
柿
本
人
麻
呂
が
　
4
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

高
市
皇
子
の
死
を
詠
ん
だ
長
歌
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
　
　
　
　
わ
ざ
み
　
　
　
　
　
　
　
か
ウ
み
や
　
　
　
　
あ
　
も

　
　
真
木
立
て
　
不
破
山
越
え
て
　
高
麗
劒
　
和
麺
が
原
の
　
行
宮
に
　
天
降
り

　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
座
し
て
　
天
の
下
治
め
給
ひ
　
食
す
国
を
　
定
め
た
ま
ふ
と
　
鶏
が
鳴
く

　
　
あ
づ
ま
　
　
　
　
　
　
　

み
い
く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
わ

　
　
吾
妻
の
国
の
　
御
軍
士
を
　
召
し
給
ひ
て
　
ち
は
や
ぶ
る
　
人
を
差
せ
と

　
　
ま
つ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
服
従
は
ぬ
　
国
を
治
め
と
　
皇
子
な
が
ら
　
蒔
け
給
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
筆
・
一
九
九
）

と
あ
っ
て
、
不
破
山
以
東
を
「
東
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
信
濃
・
遠
江
を
境
に
し
て
そ
れ
以
東
を
「
東
」
と
す
る
の
は
、
東
海
道
で
は
濃

美
平
野
が
尽
き
浜
名
湖
が
あ
っ
て
遠
江
に
入
り
、
ま
た
東
山
道
で
は
御
坂
峠
を
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

え
て
信
濃
に
入
る
と
い
う
地
理
的
条
件
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
古
今
集
の
巻
二
十
・
東
歌
に
は
、
常
陸
国
風
土
記
に
あ
っ
た
八
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

以
外
に
、
甲
斐
国
、
　
（
二
首
一
一
〇
九
五
・
一
〇
九
六
一
国
歌
大
観
に
よ
る
。
以
下
同

じ
）
、
伊
勢
国
（
二
首
－
一
〇
九
七
・
一
〇
九
八
）
の
歌
が
み
え
て
い
る
。

ま
た
伊
勢
物
語
で
東
下
り
の
所
に
、

　
　
む
か
し
、
お
と
こ
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
、
あ
づ
ま
に
い
き
け
る
に
、

　
　
伊
勢
、
お
は
り
の
あ
は
ひ
の
海
づ
ら
を
行
く
に
、
浪
の
い
と
白
く
立
つ
を
見

　
　
て
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
段
。
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
む
か
し
、
お
と
こ
有
り
げ
り
。
京
や
住
み
憂
か
り
け
ん
、
あ
づ
ま
の
方
に
行

　
　
き
て
住
み
所
も
と
む
と
て
、
．
と
も
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
行
き
け
り
。

　
　
信
濃
の
国
、
浅
間
の
嶽
に
け
ぶ
り
の
立
つ
を
見
て
、
…
…
　
　
　
　
（
八
段
）

　
　
む
か
し
、
お
と
こ
あ
り
け
り
。
そ
の
お
と
こ
、
身
を
え
う
な
き
物
に
思
ひ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
と
て
行
き

　
　
け
り
。
も
と
よ
り
友
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
い
き
け
り
。
道
知
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
つ
は
し

　
　
人
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
い
き
け
り
。
三
河
の
国
、
八
橋
と
い
ふ
所
に
い
た
り

　
　
ぬ
。
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
段
）

と
あ
る
「
東
」
も
、
伊
勢
・
尾
張
か
ら
東
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
申

世
に
な
る
と
、
風
雅
集
に
「
貢
物
絶
え
ず
供
ふ
る
東
路
の
勢
多
の
長
橋
音
も
と
ど

ろ
に
」
　
（
巻
二
十
．
兼
盛
）
と
あ
っ
て
、
近
江
国
以
東
を
「
東
」
に
ふ
く
め
て
い
る

し
、
ま
た
八
雲
御
薪
に
「
あ
づ
ま
の
国
な
ど
い
ふ
は
惣
東
国
な
り
。
」
と
あ
る
の

も
参
考
に
な
ろ
う
。

　
以
上
の
点
か
ら
す
る
と
、
　
「
東
」
は
も
と
は
上
野
国
吾
妻
郡
を
本
拠
と
し
て
い

た
ろ
う
が
、
次
第
に
そ
の
範
囲
が
広
が
っ
て
、
現
代
の
関
東
地
方
か
ら
奥
羽
地
方

ノ、

一
帯
に
わ
た
り
、
平
安
時
代
に
は
京
都
か
ら
東
の
辺
境
の
地
方
と
い
う
く
ら
い
の

漠
然
と
し
た
意
味
に
用
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

五
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」

　
で
は
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
前
項
で
み
た
よ
う
な
「
東
」
に
ふ
く
ま
れ
る
地

は
、
ど
の
よ
う
な
登
場
の
し
か
た
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
常
陸
以
外
の
地
に
つ
い

て
み
る
。

　
近
江
君
が
姉
の
弘
三
殿
女
御
に
当
て
た
歌
、
　
「
常
陸
な
る
駿
河
の
海
の
須
磨
の

浦
に
浪
立
ち
い
で
よ
箱
崎
の
松
」
　
（
常
夏
．
③
．
二
＝
）
、
　
「
草
わ
か
み
常
陸

の
海
の
い
か
が
崎
い
か
で
あ
ひ
見
む
田
子
の
浦
回
」
　
（
常
夏
．
③
．
二
一
〇
）
と
い

う
よ
う
に
本
末
の
あ
わ
ぬ
歌
に
あ
ら
わ
れ
た
り
、
古
今
和
歌
六
帖
の
「
知
ら
ね
ど
　
4
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

も
武
蔵
野
と
い
へ
ば
か
こ
た
れ
ぬ
よ
し
や
さ
こ
そ
は
紫
の
故
」
　
（
三
五
・
か
さ
の
女

郎
）
を
ふ
ま
え
て
、
「
武
蔵
野
と
い
へ
ば
か
こ
た
れ
ぬ
」
　
（
若
紫
・
①
二
二
三
二
）
、

「
武
蔵
野
と
い
へ
ば
か
し
こ
け
れ
ど
」
（
常
夏
．
⑧
．
二
〇
九
）
と
あ
ら
わ
れ
た
り
、

　
　
　
　
　
あ
さ
か

万
葉
集
の
「
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
わ
が
思
は
な
く
に
」

（
巻
＋
六
．
よ
み
湿
し
ら
ず
）
を
ふ
ま
え
て
、
　
「
安
積
山
浅
く
も
人
を
思
は
ぬ
に
な

ど
山
の
井
の
か
け
は
な
る
ら
む
」
　
（
若
紫
・
①
・
三
＝
一
）
と
い
う
歌
で
あ
ら
わ
れ

る
と
い
う
具
合
に
、
明
ら
か
に
歌
枕
的
用
法
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
る
に
、
作
者
も
辺
境
の
地
で
恐
ろ
し
く
、
無
風
流
な
所
と
考
え
て
い
た
「

東
」
の
う
ち
の
常
陸
だ
け
が
、
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
歌
枕
的
で
は
な
く
て
じ

つ
に
多
く
取
入
れ
ら
れ
て
い
て
、
重
要
な
背
景
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う

わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
作
者
の
意
識
を
喚
起
し
た
何
も
の
か
が
あ
っ
た
に



ち
が
い
な
い
ひ
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
次
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
「
第
一
に
は
、
　
「
東
路
の
道
の
は
て
」
な
る
「
常
陸
」
と
い
う
印
象
が
強
か
っ
た

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
に
引
用
し
た
が
、

　
　
「
道
の
は
て
な
る
常
陸
帯
の
」
と
、
手
習
に
も
言
種
に
も
す
る
は
、
い
か
に

　
　
思
ふ
や
う
の
あ
る
に
か
あ
り
け
む
。
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
河
・
⑤
・
二
〇
二
）

と
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
大
宮
の
喪
に
服
し
て
い
る
夕
霧
と
玉
董
が
歌
を
贈
答
す
る

所
に
、

　
　
タ
お
な
じ
野
の
露
に
や
つ
る
る
藤
袴
あ
は
れ
は
か
け
よ
か
ご
と
ば
か
り
も

　
　
道
の
は
て
な
る
と
か
や
、
い
と
心
づ
き
な
く
う
た
て
な
り
ぬ
れ
ど
、
見
知
ら

　
　
ぬ
さ
ま
に
、
や
を
ら
引
入
り
て
、

　
　
玉
た
つ
ぬ
る
に
は
る
け
き
野
辺
の
露
な
ら
ば
う
す
紫
や
か
ご
と
な
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
袴
・
③
・
二
六
七
）

と
も
あ
っ
て
、
傍
線
の
箇
所
は
、
　
「
東
路
の
道
の
重
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か

り
も
逢
は
む
と
そ
思
ふ
」
　
（
新
古
今
集
．
恋
一
・
よ
み
柔
し
ら
ず
一
古
今
和
歌
六
帖
．

三
五
に
は
「
あ
ひ
見
て
し
が
な
」
と
あ
る
）
の
歌
に
よ
っ
て
い
る
。

　
　
　
注
8

　
常
陸
帯
と
は
常
陸
の
鹿
島
明
神
の
祭
礼
の
日
に
、
男
女
の
交
情
を
占
う
と
い
う

習
俗
が
あ
り
、
そ
の
氏
子
の
女
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
帯
占
い
の
帯
を
い
っ
た

も
の
で
、
　
「
鹿
島
の
帯
」
と
も
い
っ
て
、
平
安
時
代
の
歌
語
で
あ
っ
た
。

　
中
村
義
雄
氏
は
、
更
級
日
記
の
胃
頭
「
あ
づ
ま
ち
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ

奥
つ
か
た
に
生
ひ
出
で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
」
の
「

あ
づ
ま
ち
の
道
の
は
て
」
も
こ
の
「
東
路
の
道
の
果
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

り
も
逢
は
む
と
そ
思
ふ
」
の
歌
に
拠
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
わ
た
く
し
も

そ
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
す
で
に
紫
式
部
の
時
代
に
、
　
「
東
路
の
道
の

　
　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

果
」
と
し
て
の
「
常
陸
」
の
印
象
が
観
念
的
に
非
常
に
強
く
あ
り
、
そ
れ
が
更
級

日
記
の
時
代
に
も
続
い
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
け
っ
き
ょ
く
、
極

端
に
い
え
ば
、
　
「
東
」
は
観
念
的
に
そ
の
密
な
る
「
常
陸
」
で
代
表
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
は
、
常
陸
国
に
あ
る
筑
波
山
が
歌
枕
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
に
「
筑
波
山
」
は
四
例
登
場
す
る
。

　
ω
（
空
蝉
は
）
人
知
れ
ず
思
ひ
や
り
聞
え
ぬ
に
し
も
あ
ら
ざ
り
し
か
ど
、
　
（
源

　
　
氏
に
）
伝
へ
聞
ゆ
べ
き
よ
す
が
だ
に
な
く
て
、
筑
波
根
の
山
を
吹
き
越
す
風

　
　
も
浮
き
た
る
心
地
し
て
、
い
さ
さ
か
の
伝
へ
だ
に
な
く
て
年
月
か
さ
な
り
に

　
　
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
屋
・
②
・
二
五
九
）

　
ω
か
の
筑
波
山
も
、
か
ら
う
じ
て
心
ゆ
き
た
る
け
し
き
に
て
、
わ
た
ら
せ
給
は

　
　
む
こ
と
を
い
と
な
み
思
ひ
給
へ
し
に
、
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
・
⑦
・
二
六
）
　
4
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
り

　
㈲
筑
波
山
を
分
け
見
ま
ほ
し
き
御
心
は
あ
り
な
が
ら
、
は
山
の
繁
ま
で
あ
な
が

　
　
ち
に
思
ひ
入
ら
む
も
、
い
と
人
聞
軽
々
し
う
、
か
た
は
ら
い
た
か
る
べ
き
程

　
　
な
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
屋
・
⑥
・
二
三
二
）

　
ω
わ
が
身
ひ
と
つ
の
、
と
の
み
言
ひ
合
す
る
人
も
な
き
、
筑
波
山
の
あ
り
さ
ま

　
　
も
、
か
く
あ
き
ら
め
き
こ
え
さ
せ
て
、
い
つ
も
い
つ
も
、
い
と
か
く
て
侍
は

　
　
ま
ほ
し
く
思
ひ
給
へ
な
り
侍
り
ぬ
れ
ど
、
　
　
　
　
　
（
東
屋
・
⑥
・
二
五
八
）

　
こ
の
う
ち
、
②
の
「
か
の
筑
波
山
」
と
は
浮
舟
の
母
の
こ
と
、
㈲
の
「
筑
波
山

」
は
浮
舟
の
こ
と
、
ω
の
「
筑
波
山
の
あ
り
さ
ま
」
は
常
陸
国
の
あ
り
さ
ま
を
い

う
。
ま
た
㈹
の
「
筑
波
山
を
分
け
見
ま
ほ
し
き
御
心
は
あ
り
な
が
ら
、
は
山
の
繁

ま
で
あ
な
が
ち
に
思
ひ
入
ら
む
も
」
は
、
源
重
之
の
「
筑
波
山
端
山
難
山
し
げ
け

れ
ど
思
ひ
入
る
に
は
さ
は
ら
ざ
り
け
り
」
　
（
新
古
今
集
．
恋
一
）
を
引
く
。
重
之
は

七



源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

四
品
貞
元
親
王
の
孫
で
、
従
五
位
上
左
馬
助
相
模
権
守
と
な
り
長
保
二
年
（
一
〇

〇
〇
）
没
し
た
人
で
、
三
十
六
歌
仙
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
常
陸
国
や
、
常
陸
国
出
身
の
者
を
筑
波
山
で
代
表
さ
せ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
歌
枕
と
し
て
名
高
い
筑
波
山
に
作
者
の
関
心
が
強
く
そ

そ
が
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
い
っ
た
い
に
筑
波
山
の
こ
と
は
、
古
く
は
常
陸
国
風
土
記
に
次
の
よ
う
に
み
え

て
い
る
。

　
　
夫
筑
波
岳
、
高
秀
二
午
雲
一
、
最
頂
西
峯
岬
繰
、
謂
二
之
雄
神
一
、
不
レ
令
二
登
臨
一
、

　
　
但
、
東
峯
四
方
磐
石
、
昇
降
映
屹
、
其
当
流
レ
泉
、
冬
夏
不
レ
絶
、
自
レ
坂
已

　
　
東
諸
国
男
女
、
春
花
開
封
、
秋
葉
黄
節
、
相
携
麟
聞
、
飲
食
齎
費
、
騎
歩
登

　
　
臨
、
遊
楽
栖
遅
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筑
波
郡
）

　
万
葉
集
・
三
十
四
の
東
歌
に
常
陸
歌
が
十
二
首
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
十
一
首

（
三
三
五
〇
・
三
三
五
一
・
三
三
八
八
～
三
一
二
九
六
）
が
筑
波
山
の
歌
で
あ
り
、
巻
二
十

の
防
人
の
歌
に
も
三
首
（
四
三
六
七
・
四
三
六
九
・
四
三
七
一
）
あ
る
。
そ
の
他
、
筑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
が
　
ひ

波
山
に
登
っ
て
詠
ん
だ
歌
や
、
筑
波
山
に
登
っ
て
擢
歌
会
を
す
る
日
に
詠
ん
だ
歌

な
ど
が
長
歌
・
短
歌
あ
わ
せ
て
四
首
（
三
八
二
・
一
七
五
三
．
一
七
五
七
・
一
七
五
九
）

あ
り
、
こ
の
う
ち
三
八
二
の
長
歌
に
は
「
鶏
が
鳴
く
東
の
国
に
高
山
は
　
多

　
　
　
　
　
　
み
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

に
あ
れ
ど
も
　
朋
神
の
　
貴
き
山
の
　
蛇
み
立
ち
の
　
見
が
欲
し
山
と
　
神
代
よ

り
人
の
言
ひ
継
ぎ
国
見
す
る
筑
波
の
山
」
と
あ
っ
て
、
神
聖
視
し
た
気
持

が
み
ら
れ
る
。

　
古
今
集
の
仮
名
序
に
は
、
　
「
筑
波
山
に
か
け
て
君
を
ね
が
ひ
」
　
「
筑
波
山
の
ふ

も
と
よ
り
も
し
げ
く
お
は
し
ま
し
て
」
と
あ
り
、
集
中
に
三
首
（
九
六
六
・
一
〇
九

五
・
一
〇
九
六
）
　
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
一
〇
九
五
・
一
〇
九
六
は
東
歌
の
中
の
常

陸
歌
で
あ
り
、
常
陸
歌
二
首
と
も
筑
波
山
の
歌
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

八

　
さ
ら
に
後
撰
集
に
二
首
（
七
七
七
・
一
一
五
一
）
、
拾
遺
集
に
一
首
（
六
二
七
）

み
え
る
。

　
紫
式
部
の
時
代
ま
で
に
筑
波
山
は
こ
の
よ
う
に
た
び
た
び
詠
ま
れ
て
き
て
名
高

く
、
と
く
に
古
今
集
仮
名
序
の
「
筑
波
山
に
か
け
て
君
を
ね
が
ひ
」
（
一
〇
九
五
の

歌
に
よ
る
）
は
内
容
の
点
か
ら
い
っ
て
、
筑
波
山
の
歌
枕
と
し
て
の
名
声
を
い
や

が
上
に
高
め
た
感
じ
が
す
る
。

　
紫
式
部
も
こ
の
よ
う
な
筑
波
山
に
お
の
ず
と
関
心
を
向
け
た
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
。

　
以
上
の
二
点
か
ら
常
陸
国
が
作
者
の
関
心
を
と
ら
え
た
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
は
常
陸
国
の
描
か
れ
か
た
は
源
氏
物
語
に
お
い
て
ど
う
か
と
い
う

に
、
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
筑
波
山
で
代
表
さ
せ
た
り
、
人
名
に
常
陸
を
冠
す

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
具
体
的
な
描
写
が
な
い
の
で
あ
る
。
長
谷
章
久
博
士

も
こ
の
点
に
つ
い
て
、
　
「
ポ
ロ
の
出
な
い
よ
う
に
書
い
て
は
い
る
も
の
の
、
紫
式

部
の
常
陸
に
関
す
る
知
識
が
人
聞
き
以
上
に
出
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し

て
い
駐
日
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
ま
っ
た
く
「
人
聞
き
以
上
に
出
て
い
な
い
」

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
い
て
常
陸
は
重
要
な
背
景
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
作
者
を
し
て

常
陸
に
関
心
を
向
け
さ
せ
た
の
は
前
に
述
べ
た
二
点
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

が
、
も
っ
と
直
接
的
な
何
も
の
か
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
わ
た
く
し
は

考
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
人
聞
き
」
の
「
人
」
と
は
ど
ん
な
人
で
あ
っ
た
ろ

う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
思
い
浮
ぶ
の
は
、
作
者
の
父
藤
原
為
時
が
越
後
守
や
越
前
守
を
歴
任
し
た

か
ら
、
常
陸
介
（
空
蝉
の
夫
）
や
常
陸
介
（
浮
舟
の
養
父
）
を
創
造
し
た
の
で
あ
ろ

141



う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
常
陸
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、
源
氏
物
語
に

は
紀
伊
守
・
伊
予
介
・
筑
前
守
・
近
江
守
・
和
泉
守
・
因
幡
守
・
河
内
守
・
讃
岐

守
・
摂
津
守
・
播
磨
守
・
陸
奥
守
・
大
和
守
・
豊
後
介
な
ど
、
多
く
の
守
や
介
が

登
場
す
る
か
ら
、
何
ら
決
定
的
な
動
機
に
は
な
ら
な
い
。

　
つ
い
で
に
い
え
ば
、
父
為
時
か
ら
の
影
響
は
と
く
に
強
く
明
石
の
物
語
に
作
用

し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
為
時
に
つ
い
て
「
類
聚
符
雪
踏
」
帆
掛
の
安
和

元
年
十
一
月
十
七
日
の
条
に
、

　
　
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
伊
サ
宣
。
奉
・
勅
。
播
磨
権
少
橡
藤
原
為
時
任
符
。
不
レ

　
　
待
二
本
任
放
還
一
。
且
令
二
請
印
一
者
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
為
時
は
安
和
元
年
（
九
六
八
）
以
来
、
播
磨
の
権
獲
麟
で
あ
っ

た
。
立
時
は
天
緑
元
年
九
七
〇
）
二
十
四
歳
で
、
妻
の
為
信
女
（
紫
式
部
の
母
）
は

二
十
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
と
も
か
く
作
者
の
生
ま
れ
る
前
後
、

思
為
時
は
播
磨
守
に
仕
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
験
談
を
後
に
作
者
に
話

し
て
聞
か
せ
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
若
紫
の
巻
で
、
北
山
に
出
か

け
た
源
氏
に
随
身
良
清
が
明
石
の
こ
と
を
話
す
所
に
、

　
　
近
き
所
に
は
、
播
磨
の
明
石
の
浦
こ
そ
な
ほ
殊
に
侍
れ
。
何
の
い
た
り
深
き

　
　
く
ま

　
　
隈
は
な
け
れ
ど
、
た
だ
海
の
面
を
見
渡
し
た
る
程
な
む
、
あ
や
し
く
異
所
に

　
　
似
ず
、
ゆ
ほ
び
か
な
る
所
に
侍
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
．
①
．
二
九
こ

と
い
う
自
然
描
写
か
ら
入
っ
て
、
明
石
入
道
と
そ
の
娘
の
話
に
移
り
、
さ
ら
に
明

石
の
巻
を
導
く
の
で
あ
る
が
、
為
時
か
ら
聞
い
た
播
磨
の
明
石
の
具
体
的
な
話
が

こ
こ
に
大
き
く
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
常
陸
に
は
、
そ
う
い
う
直
接
的
な
影
響
が
あ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
作
者
の
外
祖
父
藤
原
為
時
（
作
者
の
母
の
父
親
）

源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

が
常
陸
介
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
あ
る
い
は
常
陸
を
取
入
れ
る
心
理
的
な
機

縁
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

　
　
　
　
ふ
ん
の
ウ

　
為
信
は
文
範
（
延
喜
九
年
－
九
〇
九
－
生
ま
れ
）
の
三
男
で
あ
る
か
ら
、
天
慶
（
九

三
八
～
九
四
六
）
の
初
め
ご
ろ
の
生
ま
れ
だ
ろ
う
と
、
今
井
源
衛
氏
は
「
紫
式
部
」

（
吉
川
弘
文
館
の
「
人
物
叢
書
」
）
の
中
で
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。
　
「
天
暦
御
記
」

に
よ
る
と
康
保
二
年
（
九
六
五
）
正
月
に
蔵
人
、
「
多
武
峯
略
記
・
下
」
に
よ
る
と

同
年
従
五
位
上
・
越
後
守
と
な
り
、
そ
の
後
「
尊
卑
分
脈
」
に
よ
る
と
「
常
陸
介
・

右
馬
頭
・
従
四
位
下
・
右
近
少
将
」
で
あ
っ
た
。
常
陸
介
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
西

宮
記
」
裏
書
に
も
み
え
、
　
「
小
右
記
」
の
永
延
元
年
（
九
八
七
）
正
月
十
日
の
条
に

「
常
陸
為
信
朝
臣
」
が
出
家
し
た
と
あ
る
。

作
者
の
生
ま
れ
た
の
は
諸
説
が
あ
り
、
寛
弘
五
年
三
十
一
歳
説
（
天
元
元
年
－
九
七

八
1
生
ま
れ
に
な
る
）
（
紫
家
七
論
）
、
天
元
元
年
（
九
七
八
）
前
後
説
（
与
謝
野
晶
子
　
4
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

．
石
村
貞
吉
・
島
津
久
基
）
、
天
延
元
年
（
九
七
三
）
説
（
岡
一
男
）
、
天
緑
元
年
（
九
七

〇
）
説
（
今
井
源
衛
）
な
ど
あ
る
が
、
為
信
が
出
家
し
た
の
は
、
上
限
の
今
井
説
で

は
作
者
十
七
歳
の
と
き
、
下
限
の
紫
家
七
論
説
で
は
作
者
九
歳
の
と
き
に
な
る
。

と
も
か
く
作
者
の
幼
時
あ
る
い
は
少
女
時
代
に
為
信
が
常
陸
介
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　
為
信
か
ら
作
者
が
常
陸
の
さ
ま
を
直
接
に
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
わ
か

ら
な
い
が
、
も
し
直
接
聞
い
て
い
た
な
ら
ば
、
ち
ょ
う
ど
明
石
の
描
写
程
度
に
は

具
体
的
に
常
陸
が
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
の
よ
う
に
人
聞
き
程
度
の
観

念
的
描
写
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
為
時
な
ど
の
口
を
通
し
て
伝
聞
的
に
聞
い

た
程
度
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
直
接
の
話
と
伝
聞
の
話
の
ち
が
い
は
、
明
石
と
常
陸
の
描
写
の
ち
が
い
と
な
つ

九



源
氏
物
語
に
お
け
る
「
常
陸
」
に
つ
い
て

一
〇

て
物
語
の
表
面
に
お
し
出
さ
れ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

　
以
上
わ
た
く
し
は
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
常
陸
が
取
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
　
「
東

路
の
道
の
果
」
な
る
常
陸
で
も
っ
て
「
東
」
を
代
表
さ
せ
た
意
識
と
、
歌
枕
と
し

て
名
の
通
っ
て
い
る
「
筑
波
山
」
に
引
か
れ
た
た
め
と
、
心
理
的
な
動
機
は
外
祖

父
為
信
が
か
つ
て
常
陸
介
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
よ
う
、
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
。
常
陸
以
外
の
所
で
は
、
須
磨
・
明
石
・
筑
紫

が
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

注
6

注
7

注
8

注注
10　9

田
辺
幸
雄
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
東
歌
」
　
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
十
六
年
春
の

臨
時
増
刊
号
）
の
申
で
、
倭
建
命
の
帰
還
コ
ー
ス
が
記
紀
で
異
る
の
は
、
紀
の
方
は
当

時
有
力
な
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
毛
野
国
、
わ
け
て
も
上
野
国
を
頭
に
お
い
て
い
た
た
め

で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

田
辺
幸
雄
氏
の
前
記
論
文
や
、
森
本
治
吉
博
士
「
東
国
的
世
界
と
東
歌
・
防
人
歌
」

（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
十
九
年
一
月
号
）
参
照
。

「
常
陸
帯
」
に
つ
い
て
は
、
申
村
義
雄
氏
著
「
王
朝
の
風
俗
と
文
学
」
　
（
至
文
堂
）
二

七
六
頁
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

申
村
義
雄
氏
著
「
王
朝
の
風
俗
と
文
学
」
　
（
至
文
堂
）
二
七
八
頁
参
照
。

長
谷
章
久
博
士
著
「
古
典
文
学
の
風
土
」
　
（
諸
国
編
）
八
五
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
専
任
講
師
－
国
文
学
）
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注
1

注注
32注

4
注
5

源
氏
物
語
に
登
場
す
る
地
名
一
覧
は
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
で
省
略
す
る
。
「
源
氏

物
語
必
携
」
　
（
秋
山
慶
氏
編
・
学
燈
社
）
の
中
の
拙
稿
「
文
学
散
歩
案
内
」
の
「
源
氏

物
語
の
地
名
一
覧
と
解
説
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

片
岡
山
は
上
賀
茂
神
社
の
東
の
山
を
い
う
か
ら
、
こ
こ
は
上
賀
茂
神
社
を
い
う
。

宇
治
八
の
宮
の
山
荘
と
夕
霧
の
領
地
の
説
明
が
正
確
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て

拙
著
「
源
氏
物
語
の
風
土
」
　
（
白
川
書
院
）
一
四
九
頁
で
具
体
的
に
述
べ
た
。

常
陸
は
上
総
・
上
野
国
と
と
も
に
親
王
の
任
国
で
あ
っ
て
、
親
王
を
国
守
と
し
、
太
守

と
称
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
親
王
は
赴
任
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
介
が
国
の
吏
務
を

と
っ
た
。
　
「
官
職
秘
抄
」
に
「
上
総
常
陸
上
野
大
守
為
二
親
王
｝
介
為
二
受
領
こ
と
あ
る

よ
う
に
、
こ
の
三
国
の
介
を
守
と
も
称
し
た
の
で
あ
る
。

「
常
陸
の
北
の
方
」
を
「
花
鳥
余
情
」
は
「
浮
舟
の
君
の
母
な
り
。
こ
れ
は
紀
伊
守
が

妹
な
る
べ
し
。
」
　
（
巻
三
十
）
と
す
る
が
、
　
「
細
流
抄
」
は
「
是
は
当
時
の
常
陸
守
な

る
べ
し
。
」
　
（
巻
十
六
）
と
す
る
。
今
は
「
花
鳥
余
情
」
に
従
っ
た
。


