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薄
雲
巻
の
「
み
ぎ
は
の
氷
」

―
そ
の
解
釈
と
機
能
に
つ
い
て

―

林

欣

慧

一

問
題
の
所
在

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
み
ぎ
は
の
氷
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
、

合
計
五
例
数
え
ら
れ
る
。
一
例
目
は
、
薄
雲
巻
に
あ
る
。（
傍
線
、
傍
点
、

筆
者
。
以
下
同
じ
。
）

①
う
ち
泣
き
つ
つ
過
ぐ
す
ほ
ど
に
、
十
二
月
に
も
な
り
ぬ
。
雪
、
霰
が

ち
に
、
心
細
さ
ま
さ
り
て
、
あ
や
し
く
さ
ま
ざ
ま
に
も
の
思
ふ
べ
か

り
け
る
身
か
な
、
と
う
ち
嘆
き
て
、
常
よ
り
も
こ
の
君
を
撫
で
つ
く

ろ
ひ
つ
つ
見
ゐ
た
り
。
雪
か
き
く
ら
し
降
り
つ
も
る
朝
、
来
し
方
行

く
末
の
こ
と
残
ら
ず
思
ひ
つ
づ
け
て
、
例
は
こ
と
に
端
近
な
る
出
で

ゐ
な
ど
も
せ
ぬ
を
、
汀
の
氷
な
ど
見
や
り
て
、
白
き
衣
ど
も
の
な
よ

・

・

・

よ
か
な
る
あ
ま
た
着
て
、
な
が
め
ゐ
た
る
様
体
、
頭
つ
き
、
後
手
な

ど
、
限
り
な
き
人
と
聞
こ
ゆ
と
も
か
う
こ
そ
は
お
は
す
ら
め
と
人
々

も
見
る
。
（
薄
雲
・
四
三
一
―
四
三
二
）

幼
い
わ
が
子
を
二
条
院
に
渡
す
時
が
迫
る
に
つ
れ
、
益
々
物
思
い
に
耽

る
明
石
の
君
を
描
く
場
面
で
あ
る
。
降
り
止
ま
な
い
雪
に
も
催
さ
れ
、
感

情
を
抑
え
き
れ
ず
、
明
石
の
君
は
い
つ
に
な
く
端
近
ま
で
出
て
、
「
み
ぎ

は
の
氷
」
な
ど
を
眺
め
る
。
こ
の
「
み
ぎ
は
の
氷
」
に
つ
い
て
、
古
注
で

は
特
に
取
上
げ
て
お
ら
ず
、
現
代
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
「
岸
近
い
氷
」

（
源
氏
物
語
評
釈
）
と
訳
す
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、

庭
の
池
の
水
際
に
張
り
つ
め
た
氷
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

．
．
．

庭
の
池
の
水
際
の
氷
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

．
．
．

庭
の
池
の
水
ぎ
わ
に
張
っ
て
い
る
氷
。
こ
の
あ
た
り
厳
冬
の
自
然
の

．
．
．

風
景
が
、
明
石
の
君
の
沈
鬱
な
心
内
を
象
徴
的
に
表
現
（
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
）

の
よ
う
に
、
近
時
の
注
釈
書
に
至
っ
て
は
、
「
み
ぎ
は
」
を
更
に
「
庭
の

池
の
水
際
」
と
特
定
し
て
い
る
。
一
方
、
他
の
四
例
は
ど
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
二
例
目
は
、
椎
本
巻
に
あ
る
。

②
年
か
は
り
ぬ
れ
ば
、
空
の
け
し
き
う
ら
ら
か
な
る
に
、
汀
の
氷
と
け

．
．
．

た
る
を
、
あ
り
が
た
く
も
と
な
が
め
た
ま
ふ
。
聖
の
坊
よ
り
、
「
雪

消
え
に
摘
み
て
は
べ
る
な
り
」
と
て
、
沢
の
芹
、
蕨
な
ど
奉
り
た
り
。

斎
の
御
台
に
ま
ゐ
れ
る
、
「
所
に
つ
け
て
は
、
か
か
る
草
木
の
け
し

き
に
従
ひ
て
、
行
き
か
ふ
月
日
の
し
る
し
も
見
ゆ
る
こ
そ
を
か
し
け

れ
」
な
ど
、
人
々
の
言
ふ
を
、
何
の
を
か
し
き
な
ら
む
と
聞
き
た
ま

ふ
。
（
椎
本
・
二
一
二
―
二
一
三
）

年
が
明
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
父
八
の
宮
を
亡
く
し
た
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悲
し
み
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
大
君
と
中
君
を
描
く
場
面
で
あ
る
。二
人
は
、

「
み
ぎ
は
の
氷
」
が
溶
け
た
光
景
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
生
き
な
が
ら
え
た

こ
と
の
不
思
議
さ
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。
山
寺
の
聖
か
ら
芹
や
蕨
を
も
ら

っ
て
も
、
二
人
は
初
春
の
到
来
を
実
感
で
き
な
い
。
三
例
目
は
、
総
角
巻

に
あ
る
。

③
雪
の
か
き
く
ら
し
降
る
日
、
ひ
ね
も
す
に
な
が
め
暮
ら
し
て
、
世
の

人
の
す
さ
ま
じ
き
こ
と
に
言
ふ
な
る
十
二
月
の
月
夜
の
曇
り
な
く
さ

し
出
で
た
る
を
、
簾
捲
き
上
げ
て
見
た
ま
へ
ば
、
向
か
ひ
の
寺
の
鐘

の
声
、
枕
を
そ
ば
だ
て
て
、
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
か
す
か
な
る
を
聞
き

て
、

お
く
れ
じ
と
空
ゆ
く
月
を
し
た
ふ
か
な
つ
ひ
に
す
む
べ
き
こ
の

世
な
ら
ね
ば

風
の
い
と
は
げ
し
け
れ
ば
、
蔀
お
ろ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
四
方
の
山
の

鏡
と
見
ゆ
る
汀
の
氷
、
月
影
に
い
と
お
も
し
ろ
し
。
京
の
家
の
限
り

．
．
．

な
く
と
磨
く
も
、
え
か
う
は
あ
ら
ぬ
は
や
と
お
ぼ
ゆ
。
わ
づ
か
に
生

き
出
で
て
も
の
し
た
ま
は
ま
し
か
ば
、
も
ろ
と
も
に
聞
こ
え
ま
し
と

思
ひ
つ
づ
く
る
ぞ
、
胸
よ
り
あ
ま
る
心
地
す
る
。
（
総
角
・
三
三
二

―
三
三
三
）

大
君
が
亡
く
な
っ
た
後
、
宇
治
に
逗
留
す
る
薫
が
景
色
を
眺
め
、
故
人

を
偲
ぶ
場
面
で
あ
る
。
十
二
月
の
あ
る
夜
、
四
方
の
山
を
映
す
鏡
の
よ
う

に
見
え
る
「
み
ぎ
は
の
氷
」
は
、
月
光
に
映
え
て
美
し
い
。
も
し
大
君
が

ま
だ
存
命
で
あ
れ
ば
、
共
に
語
る
こ
と
も
で
き
た
も
の
を
と
、
薫
は
胸
が

裂
け
る
よ
う
な
心
地
に
な
る
。
四
例
目
は
、
浮
舟
巻
に
あ
る
。

④
明
け
は
て
ぬ
さ
き
に
と
、
人
々
し
は
ぶ
き
お
ど
ろ
か
し
き
こ
ゆ
。
妻

戸
に
も
ろ
と
も
に
率
て
お
は
し
て
、
え
出
で
や
り
た
ま
は
ず
。

世
に
知
ら
ず
ま
ど
ふ
べ
き
か
な
さ
き
に
立
つ
涙
も
道
を
か
き
く

ら
し
つ
つ

女
も
、
限
り
な
く
あ
は
れ
と
思
ひ
け
り
。

涙
を
も
ほ
ど
な
き
袖
に
せ
き
か
ね
て
い
か
に
別
れ
を
と
ど
む
べ

き
身
ぞ

風
の
音
も
い
と
荒
ま
し
く
霜
深
き
暁
に
、
お
の
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
も
冷
や

か
に
な
り
た
る
心
地
し
て
、
御
馬
に
乗
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
引
き
返
す

や
う
に
あ
さ
ま
し
け
れ
ど
、
御
供
の
人
々
、
い
と
戯
れ
に
く
し
と
思

ひ
て
、
た
だ
急
が
し
に
急
が
し
出
づ
れ
ば
、
我
に
も
あ
ら
で
出
で
た

ま
ひ
ぬ
。
こ
の
五
位
二
人
な
む
、
御
馬
の
口
に
は
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
。

さ
か
し
き
山
越
え
は
て
て
ぞ
、
お
の
お
の
馬
に
は
乗
る
。
水
際
の
氷

．
．
．
．

を
踏
み
な
ら
す
馬
の
足
音
さ
へ
、
心
細
く
も
の
悲
し
。
（
浮
舟
・
一

三
五
―
一
三
六
）

浮
舟
と
初
め
て
契
り
を
結
ん
だ
後
、
匂
宮
が
従
者
と
と
も
に
馬
で
帰
京

す
る
場
面
で
、
一
行
の
乗
る
馬
が
「
み
ぎ
は
の
氷
」
を
踏
み
な
ら
す
足
音

を
聞
き
、
匂
宮
が
心
細
く
感
じ
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
描
写
を
踏
ま

え
、
浮
舟
と
再
び
逢
瀬
を
果
た
し
た
後
、
匂
宮
は
次
の
よ
う
に
、
景
色
を

眺
め
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

⑤
雪
の
降
り
積
も
れ
る
に
、か
の
わ
が
住
む
方
を
見
や
り
た
ま
へ
れ
ば
、

霞
の
た
え
だ
え
に
梢
ば
か
り
見
ゆ
。
山
は
鏡
を
か
け
た
る
や
う
に
き

ら
き
ら
と
夕
日
に
輝
き
た
る
に
、
昨
夜
分
け
来
し
道
の
わ
り
な
さ
な

ど
、
あ
は
れ
多
う
そ
へ
て
語
り
た
ま
ふ
。

「
峰
の
雪
み
ぎ
は
の
氷
踏
み
わ
け
て
君
に
ぞ
ま
ど
ふ
道
は
ま
ど

．
．
．
．
．

は
ず

木
幡
の
里
に
馬
は
あ
れ
ど
」
な
ど
、
あ
や
し
き
硯
召
し
出
で
て
、
手

習
ひ
た
ま
ふ
。（
浮
舟
・
一
五
四
）

以
上
②
か
ら
⑤
の
四
例
に
つ
い
て
は
、
薄
雲
巻
の
例
を
「
庭
の
池
の
水
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際
」
と
特
定
し
た
三
冊
は
、「
み
ぎ
は
」
に
宛
て
る
字
に
差
こ
そ
あ
れ
、「
み

ぎ
は
の
氷
」
の
ま
ま
に
し
た
り
、
「
岸
辺
の
氷
」
と
訳
す
に
留
ま
っ
た
り

し
て
、
場
所
に
関
す
る
明
確
な
注
記
を
省
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

総
角
巻
の
例
を
「
川
水
の
氷
」
（
源
氏
物
語
評
釈
）
と
、
浮
舟
巻
の
二
例

目
を
「
川
辺
の
氷
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
と
明
記
す
る
も
の
も
見
ら

れ
る
（
一
）

。

こ
こ
で
以
下
の
疑
問
が
生
じ
る
。
「
み
ぎ
は
の
氷
」
と
は
果
た
し
て
何

だ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
に
お
い
て
、「
池
の
氷
」
が
観
賞
の
対
象
で
あ
り
、

文
学
作
品
に
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
み
ぎ
は

の
氷
」
と
は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
小
稿
は
、
こ
の

二
点
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
問
題
点
も
明
ら
か
に
し
た

い
。

二

「
み
ぎ
は
」
の
解
釈

第
二
章
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
ぎ
は
の
氷
」
を
解
釈
す

る
手
が
か
り
と
し
て
、ま
ず
そ
れ
以
前
の
当
該
用
語
の
用
例
を
確
認
す
る
。

ま
た
、「
み
ぎ
は
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
倭
名
類
聚
抄
』（
二
）

で
、

唐
韻
云
、
汀
、
他
丁
反
、
和
名
美
岐
波
、
水
際
平
沙
也
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、「
庭
の
池
の
水
際
」
と
も
、「
川
辺
」
と
も

特
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
第
一
章
で
挙
げ
た
五
例
の
よ
う
に
、
「
み
ぎ

は
」
の
所
在
を
明
示
す
る
言
葉
が
な
い
場
合
は
、
解
釈
が
躊
躇
わ
れ
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
そ
れ
以
前
の
「
み
ぎ
は
の
氷
」
の
用
例

に
お
け
る
「
み
ぎ
は
」
の
使
用
状
況
を
参
照
し
つ
つ
、
『
源
氏
物
語
』
の

中
で
、
「
み
ぎ
は
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
か
を
も
検
討
し
た
い
。

二
―
一

『
源
氏
物
語
』
以
前
の
「
み
ぎ
は
の
氷
」

『
源
氏
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
そ
の
影
響
を
深
く

受
け
た
作
品
に
、
『
夜
の
寝
覚
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
『
夜
の
寝

覚
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
後
冷
泉
朝
ま
で
を
、
『
源
氏
物
語
』
の
成
立

年
の
下
限
と
し
、
そ
れ
以
前
の
「
み
ぎ
は
の
氷
」
の
用
例
を
散
文
作
品
と

和
歌
に
求
め
る
。
す
る
と
、
次
の
一
例
し
か
見
出
せ
な
い
。

か
は
づ
ら
に
う
す
め
ど
り
と
い
ふ
と
り
の
な
き
侍
り
し
か
ば

．
．
．
．

か
も
の
ゐ
る
み
ぎ
は
の
こ
ほ
り
し
む
る
ま
ま
き
ぬ
う
す
め
ど
り
あ
ま

．
．
．
．
．
．
．

た
た
び
な
く

（
『
山
田
法
師
集
』

）
10

『
後
撰
集
』
に
入
集
し
て
い
る
山
田
法
師
（
三
）

と
い
う
歌
人
の
家
集
中

の
一
首
で
あ
る
。
詞
書
の
「
か
は
づ
ら
」
か
ら
、
こ
の
「
み
ぎ
は
の
氷
」

は
、
川
の
そ
れ
と
推
定
で
き
る
が
、
一
例
だ
け
で
は
、
「
み
ぎ
は
の
氷
」

と
い
う
景
物
の
解
釈
を
判
断
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
散

文
作
品
に
「
み
ぎ
は
」
と
「
氷
」
を
一
文
に
含
む
情
景
描
写
を
求
め
た
が
、

見
出
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
和
歌
に
お
い
て
は
『
山
田
法
師
集
』
の
一

例
を
含
め
、
合
計
十
首
確
認
で
き
る
。
時
代
順
に
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

冬
こ
ほ
り
し
た
る
い
け

こ
ほ
り
ゐ
る
い
け
の
み
ぎ
は
は
み
づ
と
り
の
は
か
ぜ
に
な
み
も
さ
わ

が
ざ
り
け
り

（
『
中
務
集
』

）
43

山
田
法
師
と
同
じ
く
『
後
撰
集
』
に
入
集
し
て
い
る
、
中
務
の
家
集
『
中

務
集
』
中
の
一
首
で
あ
る
。
詞
書
に
「
こ
ほ
り
し
た
る
い
け
」
と
あ
る
。
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そ
の
上
、
和
歌
本
文
で
は
、
「
み
ぎ
は
」
は
は
っ
き
り
と
「
い
け
の
」
そ

れ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
次
の
一
首
は
『
拾
遺
集
』
に
初
入
集
し
た
、
特

異
な
表
現
で
知
ら
れ
る
曾
禰
好
忠
の
歌
集
に
あ
る
。

中

こ
ほ
り
す
る
洲
崎
の
み
ぎ
は
ほ
ど
遠
み
寄
り
こ
し
波
も
沖
に
お
り
つ

ゝ

（
『
好
忠
集
』

）
353

『
好
忠
集
』
中
の
「
毎
月
抄
」
に
当
た
る
部
分
の
「
十
二
月
」
の
「
中
」

に
属
す
る
一
首
で
あ
る
。
こ
の
「
み
ぎ
は
」
は
洲
崎
の
そ
れ
で
あ
る
と
明

記
さ
れ
て
お
り
、「
ほ
ど
遠
み
」
「
沖
」
な
ど
も
踏
ま
え
て
、
そ
の
具
体
的

な
位
置
は
川
、
も
し
く
は
海
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
一
例
も
『
好

忠
集
』
に
見
ら
れ
る
。

冬
十

高
瀬
さ
す
淀
の
み
ぎ
は
の
う
は
氷
下
に
ぞ
な
げ
く
常
な
ら
ぬ
世
を

（
『
好
忠
集
』

）
408

こ
の
「
み
ぎ
は
」
は
「
高
瀬
」
と
「
淀
」
か
ら
、
川
の
そ
れ
を
指
し
て

い
る
と
判
断
で
き
よ
う
。
次
の
一
首
は
、
選
子
斎
院
に
お
け
る
唱
和
を
収

録
し
た
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に
あ
る
。

初
春
の
風
に
氷
も
と
け
ぬ
ら
し
汀
に
波
の
今
や
寄
す
ら
む

（
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
延
正

）
47

そ
の
前
に
場
所
を
特
定
す
る
語
彙
が
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
み
ぎ
は
」

が
単
独
で
使
用
さ
れ
る
一
首
で
あ
る
。
判
断
に
悩
む
所
で
あ
る
が
、
「
い

ま
や
よ
す
ら
む
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
こ
の
「
み
ぎ
は
」
は
目
前
に
見

．
．

え
な
い
川
、
も
し
く
は
湖
の
そ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
当
該
歌
を
訳

す
と
、
「
初
春
の
風
に
氷
も
溶
け
た
よ
う
だ
。
汀
に
波
が
今
ご
ろ
寄
せ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
な
り
、
こ
の
氷
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
確
定
で
き
な

い
た
め
、
当
該
歌
を
「
み
ぎ
は
」
の
氷
を
詠
じ
た
用
例
と
し
て
数
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
次
の
一
首
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
あ
る
。

山
川
の
み
ぎ
は
ま
さ
れ
り
春
か
ぜ
に
谷
の
氷
は
今
日
や
解
く
ら
む

（
『
和
漢
朗
詠
集
』

）
390

「
み
ぎ
は
」
で
は
な
く
、「
た
に
」
の
氷
を
詠
じ
た
も
の
と
判
断
す
る
。

次
の
一
首
は
『
相
模
集
』
に
あ
る
。
長
元
八
年
（
一
〇
三
五
）
以
降
を
活

躍
期
と
す
る
相
模
で
あ
る
が
、
当
該
歌
は
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
以
前

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
四
）

。

冬

涙
川
み
ぎ
は
に
こ
ほ
る
う
は
氷
し
た
に
か
よ
ひ
て
過
ぐ
す
こ
ろ
か
な

（
『
相
模
集
』

）
560

当
該
歌
の
「
み
ぎ
は
」
に
関
し
て
は
、
「
な
み
だ
が
は
」
は
抽
象
的
で

あ
る
が
、
実
景
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
川
の
そ
れ
が
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ

う
。「
み
ぎ
は
」
の
氷
と
い
う
景
物
を
取
り
上
げ
る
例
が
少
な
い
中
で
、「
み

ぎ
は
の
う
は
ご
ほ
り
」
と
叙
述
す
る
点
、
「
う
は
ご
ほ
り
」
ま
で
の
部
分

．
．

を
「
下
に
」
を
導
く
序
詞
と
す
る
点
、
お
よ
び
一
首
の
最
後
に
「
下
に
」

秘
め
ら
れ
て
い
る
感
情
を
詠
む
点
か
ら
、
当
該
歌
は
『
好
忠
集
』

番
歌

408

の
構
造
と
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、
好
忠
詠
か
ら
相
模
詠
へ
の
影
響

は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
次
の
一
首
も
好
忠
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。

雑
十
三
首

ぬ
ま
み
づ
の
み
ぎ
は
ほ
と
り
の
う
す
ご
ほ
り
と
く
る
た
よ
り
に
か
げ

も
み
し
が
な

（
『
千
穎
集
』

）
96

こ
の
「
み
ぎ
は
」
は
「
ぬ
ま
み
づ
」
の
そ
れ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。「
別

田
千
穎
」
は
虚
構
の
人
物
名
で
あ
る
。
歌
集
の
具
体
的
成
立
時
期
と
作
者

の
正
体
は
不
明
で
あ
る
が
、
詠
歌
表
現
に
お
い
て
好
忠
か
ら
多
大
な
影
響
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を
受
け
、
そ
の
稀
語
を
好
ん
で
受
容
す
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
五
）

。
ま
た
、
前
後
に
配
列
さ
れ
て
い
る
歌
の
表
現
か
ら
（
六
）

、
当
該
歌

に
お
け
る
「
み
ぎ
は
」
の
氷
に
関
す
る
描
写
は
、
や
は
り
好
忠
の
影
響
に

よ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
は
更
に
時
代
が
下
が
り
、
相
模
か
ら
「
若
き
人
」
と
称
さ
れ
た
（
七
）

藤
原
経
衡
の
一
首
で
あ
る
。

水
の
ほ
と
り
の
残
り
の
雪

い
か
に
し
て
残
れ
る
春
の
雪
な
ら
む
氷
解
け
に
し
池
の
汀
を

（
『
経
衡
集
』

）
80

中
務
の
歌
と
同
様
、「
い
け
の
み
ぎ
は
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

題
不
知

さ
よ
ふ
く
る
ま
ま
に
み
ぎ
は
や
こ
ほ
る
ら
ん
と
ほ
ざ
か
り
ゆ
く
し
が

の
う
ら
な
み

（
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
快
覚
法
師

巻
六
・
冬
）

419

右
の
一
首
は
、後
冷
泉
朝
以
前
の
作
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

作
者
の
快
覚
法
師
は
治
安
二
年
（
一
〇
二
二
）
に
誕
生
し
た
た
め
、
寛
徳

二
年
（
一
〇
四
五
）
の
時
点
で
は
二
十
三
歳
で
あ
り
、
歌
を
詠
む
の
に
充

分
な
年
齢
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
、
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
。
「
み
ぎ
は
」

の
前
に
そ
の
場
所
を
明
示
す
る
言
葉
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
末
尾
の

「
し
が
の
う
ら
な
み
」
か
ら
、
こ
の
「
み
ぎ
は
」
は
湖
の
そ
れ
と
推
定
で

き
る
。

十
例
中
、
文
脈
上
「
み
ぎ
は
」
の
氷
の
用
例
と
し
て
採
取
で
き
な
い
と

判
断
し
た
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
と
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
二
首
を
差
し
引

く
と
、
「
み
ぎ
は
」
の
氷
と
い
う
景
物
を
取
り
上
げ
た
用
例
は
八
例
し
か

見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
相
模
と
千
穎
の
二
首
は
好
忠
の
影
響
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
八
例
が
い
ず
れ
も
私
家
集
に
あ
る
。
以
上
三
点

か
ら
、
後
冷
泉
朝
初
年
の
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
以
前
、
「
み
ぎ
は
」

の
氷
は
詠
じ
ら
れ
や
す
い
景
物
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
八
例
か
ら
、「
み
ぎ
は
」
の
使
用
に
つ
い
て
次
の
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。

ま
ず
、
川
も
し
く
は
湖
の
そ
れ
と
し
て
描
か
れ
る
も
の
が
比
較
的
多
く
、

六
例
を
占
め
る
。
ま
た
、
池
の
そ
れ
を
指
す
『
中
務
集
』
と
『
経
衡
集
』

の
二
例
と
も
、
そ
の
前
に
「
池
の
」
を
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
次
節
で
は
、
『
源
氏
物
語
』

中
の
「
み
ぎ
は
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
―
二

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
ぎ
は
」

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、「
み
ぎ
は
の
氷
」
の
五
例
を
含
め
、「
み
ぎ
は
」

は
合
計
十
四
例
あ
る
。
第
一
章
で
挙
げ
た
五
例
の
う
ち
、
浮
舟
巻
の
二
例

は
、「
馬
」
を
手
が
か
り
に
、
川
、
も
し
く
は
湖
の
そ
れ
と
推
定
で
き
る
。

そ
の
上
、
椎
本
巻
に
は
次
の
場
面
が
見
ら
れ
る
。

雪
ふ
か
き
山
の
か
け
橋
君
な
ら
で
ま
た
ふ
み
か
よ
ふ
あ
と
を
見

ぬ
か
な

と
書
き
て
、
さ
し
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、
「
御
も
の
あ
ら
が
ひ
こ
そ
、

な
か
な
か
心
お
か
れ
は
べ
り
ぬ
べ
け
れ
」
と
て
、

「
つ
ら
ら
と
ぢ
駒
ふ
み
し
だ
く
山
川
を
し
る
べ
し
が
て
ら
ま
づ

．
．

や
わ
た
ら
む

さ
ら
ば
し
も
、
影
さ
へ
見
ゆ
る
し
る
し
も
、
浅
う
は
は
べ
ら
じ
」
と

聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
思
は
ず
に
、
も
の
し
う
な
り
て
…
（
椎
本
・
二

〇
九
―
二
一
〇
）

年
の
瀬
、
薫
は
大
雪
を
冒
し
て
、
八
の
宮
亡
き
後
の
宇
治
邸
を
訪
れ
る
。

こ
の
薫
の
厚
情
に
感
じ
て
、
大
君
は
そ
れ
ま
で
よ
り
柔
ら
か
く
接
し
、「
雪
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ふ
か
き
」
の
歌
を
詠
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
薫
は
す
か
さ
ず
「
つ
ら
ら

と
ぢ
」
の
歌
を
詠
み
、
思
い
を
告
げ
る
。
こ
の
歌
の
情
景
と
合
わ
せ
て
考

え
る
と
、
浮
舟
巻
の
二
例
の
、
馬
が
踏
み
鳴
ら
し
た
「
み
ぎ
は
の
氷
」
も
、

山
川
の
そ
れ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
浮
舟
卷
の
二
例
以
外
の
三

例
の
解
釈
は
、
未
だ
に
確
定
で
き
て
い
な
い
。

こ
の
三
例
の
解
釈
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
、
浮
舟
卷
の
二

例
の
解
釈
を
よ
り
確
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は
、
『
源
氏
物

語
』
の
「
み
ぎ
は
」
の
全
十
四
例
の
う
ち
、
第
一
章
の
こ
の
五
例
を
除
い

た
九
例
に
つ
い
て
調
査
し
た
い
。
一
例
目
は
、
須
磨
に
到
着
し
た
後
、
源

氏
が
藤
壺
に
、
自
分
が
涙
な
が
ら
に
手
紙
を
書
い
た
こ
と
を
愁
訴
す
る
場

面
に
あ
る
。

京
へ
人
出
だ
し
た
て
た
ま
ふ
。
二
条
院
へ
奉
れ
た
ま
ふ
と
、
入
道
の

宮
の
と
は
、
書
き
も
や
り
た
ま
は
ず
、
く
ら
さ
れ
た
ま
へ
り
。
宮
に

は
、

「
松
島
の
あ
ま
の
苫
屋
も
い
か
な
ら
む
須
磨
の
浦
人
し
ほ
た
る

る
こ
ろ

い
つ
と
は
べ
ら
ぬ
中
に
も
、
来
し
方
行
く
先
か
き
く
ら
し
、
汀
ま
さ

．

り
て
な
ん
」
。（
須
磨
・
一
八
八
―
一
八
九
）

そ
の
前
に
場
所
を
特
定
す
る
言
葉
が
な
く
、
「
み
ぎ
は
」
が
単
独
で
使

用
さ
れ
る
一
例
で
あ
る
が
、
『
源
氏
釈
』
を
は
じ
め
、
諸
注
に
お
い
て
、

兼
輔
の
兵
衛
佐
、
賀
茂
川
の
ほ
と
り
に
て
、
左
衛
門
の
官
人
三

春
有
輔
甲
斐
へ
行
く
、
む
ま
の
は
な
む
け
に
よ
め
る

君
惜
し
む
涙
落
ち
そ
ふ
こ
の
川
の
み
ぎ
は
ま
さ
り
て
な
が
る
べ
ら
な

り

（
『
貫
之
集
』
第
七

）
710

を
踏
ま
え
た
表
現
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
八
）

、
川
、
も
し
く
は
こ
こ
で
は

場
所
に
応
じ
て
、
海
の
そ
れ
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
一

例
は
明
石
巻
に
あ
る
。
雨
風
が
続
く
中
、
都
か
ら
の
紫
の
上
の
手
紙
を
読

み
、
源
氏
が
益
々
涙
を
禁
じ
え
な
い
場
面
で
あ
る
。

二
条
院
よ
り
ぞ
、
あ
な
が
ち
に
、
あ
や
し
き
姿
に
て
そ
ぼ
ち
参
れ
る
。

…
御
文
に
、
「
あ
さ
ま
し
く
小
止
み
な
き
こ
ろ
の
け
し
き
に
、
い
と

ど
空
さ
へ
閉
づ
る
心
地
し
て
、
な
が
め
や
る
方
な
く
な
む
。

浦
風
や
い
か
に
吹
く
ら
む
思
ひ
や
る
袖
う
ち
ぬ
ら
し
波
間
な
き

こ
ろ
」

あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
ど
も
書
き
集
め
た
ま
へ
り
。
ひ
き
開
く
る
よ

り
、
い
と
ど
汀
ま
さ
り
ぬ
べ
く
、
か
き
く
ら
す
心
地
し
た
ま
ふ
。（
明

．

石
・
二
二
四
）

須
磨
巻
の
用
例
と
同
じ
方
法
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
次
の
一
例
は
、
夏

の
町
に
あ
る
馬
場
の
催
し
が
終
了
し
た
後
、
泊
ま
り
に
来
た
源
氏
に
対
し

て
、
花
散
里
が
詠
歌
す
る
場
面
に
見
ら
れ
る
。

年
ご
ろ
か
く
を
り
ふ
し
に
つ
け
た
る
御
遊
び
ど
も
を
、
人
づ
て
に
見

聞
き
た
ま
ひ
け
る
に
、
今
日
め
づ
ら
し
か
り
つ
る
こ
と
ば
か
り
を
ぞ
、

こ
の
町
の
お
ぼ
え
き
ら
き
ら
し
と
思
し
た
る
。

そ
の
駒
も
す
さ
め
ぬ
草
と
名
に
た
て
る
汀
の
あ
や
め
今
日
や
ひ

．

き
つ
る

と
お
ほ
ど
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
何
ば
か
り
の
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ど
、

あ
は
れ
と
思
し
た
り
。
（
蛍
・
二
〇
八
―
二
〇
九
）

「
み
ぎ
は
」
の
前
に
は
、
や
は
り
場
所
を
特
定
す
る
言
葉
が
な
い
。
し

か
し
、
馬
が
食
む
草
が
生
え
て
あ
る
場
所
と
い
う
こ
と
を
手
が
か
り
に
、

「
大
荒
木
の
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
さ
め
ず
刈
る
人
も
な
し
」（
『
古

今
和
歌
集
』
読
み
人
知
ら
ず

巻
十
七
・
雑
上
）
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、

892

こ
の
「
み
ぎ
は
」
は
深
山
に
あ
る
川
、
も
し
く
は
湖
の
そ
れ
を
意
識
し
た
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も
の
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
次
の
一
例
は
梅
枝
巻
で
、
源
氏
が
惟
光
の

息
子
に
、
自
ら
が
合
わ
せ
た
香
を
取
り
出
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。

か
の
わ
が
御
二
種
の
は
、
今
ぞ
取
う
出
さ
せ
た
ま
ふ
。
右
近
の
陣
の

御
溝
水
の
ほ
と
り
に
な
ず
ら
へ
て
、
西
の
渡
殿
の
下
よ
り
出
づ
る
、

汀
近
う
埋
ま
せ
た
ま
へ
る
を
、
惟
光
の
宰
相
の
子
の
兵
衛
尉
掘
り
て

．ま
ゐ
れ
り
。（
梅
枝
・
四
〇
八
）

そ
の
前
に
場
所
を
明
示
す
る
言
葉
は
な
い
が
、
西
の
渡
殿
の
下
を
そ
の

流
れ
が
潜
る
と
い
う
描
写
か
ら
、
こ
の
「
み
ぎ
は
」
は
遣
水
の
そ
れ
を
指

す
も
の
と
判
断
で
き
る
。
次
の
一
例
は
、
大
君
の
参
院
が
決
ま
る
直
前
の
、

玉
鬘
家
の
姉
妹
の
悠
然
た
る
日
常
を
描
く
場
面
で
あ
る
。

こ
の
御
方
の
大
輔
の
君
、

心
あ
り
て
池
の
み
ぎ
は
に
落
つ
る
花
あ
わ
と
な
り
て
も
わ
が
方

．
．
．
．
．

に
寄
れ

勝
方
の
童
べ
下
り
て
、
花
の
下
に
歩
き
て
、
散
り
た
る
を
い
と
多
く

拾
ひ
て
持
て
参
れ
り
。（
竹
河
・
八
一
）

左
右
に
分
け
て
、
庭
先
の
桜
を
賭
け
物
に
し
た
大
君
と
の
碁
の
勝
負
に
、

右
方
の
中
君
が
勝
利
し
た
。
そ
の
中
君
づ
き
の
大
輔
も
意
気
揚
々
と
、
た

と
え
「
池
の
み
ぎ
は
」
に
落
ち
、
泡
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
桜
花
は
わ
が

主
の
方
に
寄
れ
、
と
歌
を
詠
む
。
「
み
ぎ
は
」
に
「
右
」
が
掛
け
ら
れ
て

い
る
。
次
の
一
例
は
、
初
瀬
詣
で
の
帰
途
、
夕
霧
の
宇
治
の
別
邸
に
中
宿

り
を
し
た
匂
宮
を
、
薫
を
は
じ
め
と
す
る
貴
公
子
た
ち
が
迎
え
に
上
が
る

場
面
に
あ
る
。

宰
相
は
、
か
か
る
た
よ
り
を
過
ぐ
さ
ず
か
の
宮
に
参
で
ば
や
と
思
せ

ど
、
あ
ま
た
の
人
目
を
避
き
て
独
り
漕
ぎ
出
で
た
ま
は
ん
舟
渡
り
の

ほ
ど
も
軽
ら
か
に
や
と
思
ひ
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
か
れ
よ
り

御
文
あ
り
。

山
風
に
か
す
み
吹
き
と
く
声
は
あ
れ
ど
へ
だ
て
て
見
ゆ
る
を
ち

の
白
波

草
に
い
と
を
か
し
う
書
き
た
ま
へ
り
。
宮
、
思
す
あ
た
り
と
見
た
ま

へ
ば
、
い
と
を
か
し
う
思
い
て
、「
こ
の
御
返
り
は
我
せ
ん
」
と
て
、

を
ち
こ
ち
の
汀
に
波
は
へ
だ
つ
と
も
な
ほ
吹
き
か
よ
へ
宇
治
の

．

川
風

中
将
は
参
で
た
ま
ふ
。
（
椎
本
・
一
七
二
―
一
七
三
）

宇
治
に
あ
る
八
の
宮
の
邸
宅
近
辺
ま
で
来
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

人
目
を
憚
り
、
訪
問
に
踏
み
切
れ
な
い
薫
が
歯
痒
い
思
い
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
八
の
宮
か
ら
、
一
首
の
歌
が
寄
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
匂
宮
が
嬉

々
と
返
歌
を
す
る
。
そ
の
歌
中
の
「
み
ぎ
は
」
の
前
に
、
場
所
を
特
定
す

る
言
葉
は
な
い
が
、
文
脈
か
ら
、
宇
治
川
の
そ
れ
を
指
す
も
の
と
理
解
し

て
よ
か
ろ
う
。
次
の
一
例
は
、
第
一
章
で
挙
げ
た
椎
本
巻
の
当
該
場
面
に

続
く
、
大
君
と
中
君
が
詠
む
歌
に
見
ら
れ
る
。

君
が
を
る
峰
の
蕨
と
見
ま
し
か
ば
知
ら
れ
や
せ
ま
し
春
の
し
る

し
も

雪
ふ
か
き
汀
の
小
芹
誰
が
た
め
に
摘
み
か
は
や
さ
ん
親
な
し
に

．

し
て

な
ど
、
は
か
な
き
こ
と
ど
も
を
う
ち
語
ら
ひ
つ
つ
、
明
け
暮
ら
し
た

ま
ふ
。（
椎
本
・
二
一
三
）

こ
の
「
み
ぎ
は
」
の
前
に
は
、
や
は
り
場
所
を
特
定
す
る
言
葉
が
付
け

ら
れ
て
い
な
い
が
、
右
の
大
君
と
中
君
の
歌
が
、
山
寺
の
聖
か
ら
、
「
雪

消
え
に
摘
み
て
は
べ
る
な
り
」
と
、
「
沢
の
芹
、
蕨
な
ど
」
を
贈
ら
れ
た

．

こ
と
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
も
の
と
い
う
点
か
ら
、
深
山
の
川
、
も
し
く
は

湖
の
そ
れ
を
意
識
し
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
一
例
は
、
総
角
巻
に

あ
る
。
自
分
の
夢
に
現
わ
れ
、
往
生
で
き
な
い
苦
し
み
を
訴
え
る
八
の
宮
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の
た
め
に
、
そ
の
法
の
師
で
あ
っ
た
山
寺
の
聖
は
、
常
不
軽
を
念
誦
す
る

僧
侶
を
遣
わ
す
が
、
そ
の
僧
侶
の
一
行
が
八
の
宮
邸
に
戻
る
場
面
で
、
中

君
と
薫
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

中
の
宮
、
切
に
お
ぼ
つ
か
な
く
て
、
奥
の
方
な
る
几
帳
の
背
後
に
寄

り
た
ま
へ
る
け
は
ひ
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
あ
ざ
や
か
に
ゐ
な
ほ
り
た

ま
ひ
て
、
「
不
軽
の
声
は
い
か
が
聞
か
せ
た
ま
ひ
つ
ら
む
。
重
々
し

き
道
に
は
行
は
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
尊
く
こ
そ
は
べ
り
け
れ
」
と
て
、

霜
さ
ゆ
る
汀
の
千
鳥
う
ち
わ
び
て
な
く
音
か
な
し
き
朝
ぼ
ら
け

．

か
な

言
葉
の
や
う
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
（
総
角
・
三
二
一
―
三
二
二
）

不
安
に
感
じ
る
中
君
に
対
し
て
、
薫
は
念
誦
の
声
を
千
鳥
の
鳴
き
声
に

譬
え
、
歌
を
詠
む
。
こ
の
「
み
ぎ
は
」
の
前
に
も
、
そ
の
所
在
を
特
定
す

る
言
葉
が
な
い
が
、
千
鳥
が
川
辺
、
も
し
く
は
海
辺
に
生
息
す
る
生
物
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
の
一
例

は
第
一
章
で
挙
げ
た
匂
宮
の
歌
に
続
く
浮
舟
の
手
習
に
見
ら
れ
る
。

あ
や
し
き
硯
召
し
出
で
て
、
手
習
ひ
た
ま
ふ
。

降
り
み
だ
れ
み
ぎ
は
に
こ
ほ
る
雪
よ
り
も
中
空
に
て
ぞ
わ
れ
は

．
．
．

消
ぬ
べ
き

と
書
き
消
ち
た
り
。
こ
の
「
中
空
」
を
と
が
め
た
ま
ふ
。
げ
に
、
憎

く
も
書
き
て
け
る
か
な
と
、
恥
づ
か
し
く
て
ひ
き
破
り
つ
。
（
浮
舟

・
一
五
四
）

本
節
で
挙
げ
た
用
例
の
大
半
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
み
ぎ
は
」

に
つ
い
て
も
、
そ
の
所
在
を
特
定
す
る
言
葉
を
前
に
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
「
み
ぎ
は
」
は
、
匂
宮
の
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
と
い
う
こ

と
か
ら
、
山
川
の
そ
れ
を
意
識
し
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
九
例
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
み
ぎ
は
」
の
使

用
状
況
を
以
下
の
よ
う
に
帰
結
で
き
る
。
十
四
例
中
、
そ
の
前
に
場
所
を

特
定
す
る
言
葉
を
付
け
ら
れ
ず
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
十
三
例
あ

る
。
解
釈
が
確
定
で
き
て
い
な
い
薄
雲
巻
、
椎
本
巻
お
よ
び
総
角
巻
の
三

例
を
除
い
た
、
残
り
の
十
例
中
、
九
例
は
川
、
も
し
く
は
湖
の
そ
れ
と
し

て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
池
の
そ
れ
を
指
す
例
は
少
な
く
、
竹
河
巻
の
大
輔
の
君
の
歌
と

い
う
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
上
、
当
該
例
は
「
池
の
」
を
付
け
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、『
紫
式
部
日
記
』
に
お
い
て
は
、

五
日
の
夜
は
、
殿
の
御
産
養
。
十
五
日
の
月
く
も
り
な
く
お
も
し
ろ

き
に
、
池
の
み
ぎ
は
近
う
、
か
が
り
火
ど
も
を
木
の
下
に
と
も
し
つ

．
．
．
．
．

つ
、
屯
食
ど
も
立
て
わ
た
す
。（
『
紫
式
部
日
記
』
一
四
二
）

の
一
節
が
見
ら
れ
る
。

本
章
第
一
節
で
挙
げ
た
「
み
ぎ
は
」
の
氷
の
諸
例
か
ら
、
「
み
ぎ
は
」

の
使
用
傾
向
を
考
察
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
み
ぎ
は
」
が
単
独

で
使
用
さ
れ
る
場
合
、
川
、
も
し
く
は
湖
の
そ
れ
を
指
す
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
に
対
し
、
池
の
そ
れ
を
指
す
場
合
は
、「
み
ぎ
は
」
の
前
に
「
池
の
」

を
付
け
ら
れ
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
紫
式
部
に
も

同
じ
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
薄
雲
巻
、
椎
本

巻
お
よ
び
総
角
巻
の
三
例
も
、
庭
の
池
よ
り
も
、
川
、
も
し
く
は
湖
の
そ

れ
で
あ
る
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
但
し
、
遣
水
と
し
て
解
釈
す
べ
き
梅

枝
巻
の
一
例
が
あ
る
た
め
、
当
該
用
語
の
解
釈
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め

に
は
、
更
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

三

大
堰
と
宇
治
の
自
然
環
境

「
み
ぎ
は
の
氷
」
の
分
布
状
況
に
着
目
し
た
い
。
一
例
目
が
早
く
も
第
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一
部
の
薄
雲
巻
に
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
例
目
は
、
椎
本
巻
で

よ
う
や
く
現
わ
れ
る
。
こ
の
間
隔
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ま
た
、
第
一

部
と
第
二
部
の
合
計
一
例
に
対
し
て
、
宇
治
十
帖
で
は
四
例
も
数
え
ら
れ
、

比
較
的
高
い
頻
度
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
以

上
二
点
か
ら
、
「
み
ぎ
は
の
氷
」
が
使
用
さ
れ
る
に
は
、
特
定
の
条
件
が

必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
宇
治
十
帖
で
よ
く
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
第
一

部
と
第
二
部
で
は
、
薄
雲
巻
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
可
能
性
に
想
到
す
る
。
本
章
で
は
、
そ
の
条
件
を
解
明
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
み
ぎ
は
の
氷
」
の
正
体
を
突
き
止
め
た
い
。

三
―
一

山
里
と
川
の
わ
た
り

登
場
人
物
の
感
情
表
現
や
そ
の
場
面
の
情
緒
と
関
わ
る
条
件
で
あ
る
と

い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
宇
治
十
帖
の
第
一
・
二
部
に
対
す
る
特
色
と
言

え
ば
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
や
は
り
そ
の
独
特
な
自
然
環
境
で

あ
ろ
う
。
八
の
宮
の
宇
治
移
住
の
経
緯
を
説
明
す
る
、

か
か
る
ほ
ど
に
、
住
み
た
ま
ふ
宮
焼
け
に
け
り
。
い
と
ど
し
き
世
に
、

あ
さ
ま
し
う
あ
へ
な
く
て
、
移
ろ
ひ
住
み
た
ま
ふ
べ
き
所
の
、
よ
ろ

し
き
も
な
か
り
け
れ
ば
、
宇
治
と
い
ふ
所
に
よ
し
あ
る
山
里
持
た
ま

．
．

へ
り
け
る
に
渡
り
た
ま
ふ
。
…
網
代
の
け
は
ひ
近
く
、
耳
か
し
が
ま

し
き
川
の
わ
た
り
に
て
、静
か
な
る
思
ひ
に
か
な
は
ぬ
方
も
あ
れ
ど
、

．
．
．
．
．

い
か
が
は
せ
ん
。（
橋
姫
・
一
二
五
―
一
二
六
）

の
一
節
に
あ
る
よ
う
に
、
宇
治
の
八
の
宮
邸
は
、
「
山
里
」
で
、「
川
の
わ

た
り
に
」
あ
り
、
そ
れ
が
浮
舟
巻
ま
で
の
七
帖
の
主
な
舞
台
に
当
た
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、「
山
里
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
所
は
、

当
該
用
語
の
用
例
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
宇
治
の
八
の
宮
邸
の
他
に
も
、

紫
の
上
の
北
山
で
の
仮
住
ま
い
、
源
氏
の
須
磨
で
の
住
居
、
嵯
峨
野
の
御

堂
、
明
石
の
君
の
大
堰
の
邸
、
桂
の
あ
た
り
、
朱
雀
院
の
西
山
で
の
住
居
、

お
よ
び
小
野
の
六
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
後
者
の
「
川
の
わ
た
り
に
」
に
関

し
て
も
、
宇
治
の
八
の
宮
邸
の
他
に
は
、
源
氏
が
方
違
え
し
た
紀
伊
守
邸
、

明
石
の
君
の
大
堰
の
邸
、
お
よ
び
浮
舟
の
初
瀬
詣
で
の
帰
途
で
の
泊
ま
り

先
の
三
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
薄
雲
巻
当
該
場
面
の
舞
台
に
当
た

る
明
石
の
君
の
大
堰
の
邸
の
み
が
、
「
山
里
」
で
「
川
の
わ
た
り
」
に
あ

り
、
宇
治
の
八
の
宮
邸
と
そ
の
自
然
環
境
が
類
似
し
て
い
る
点
は
注
目
に

値
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
み
ぎ
は
の
氷
」
が
使
用
さ
れ
る
か
否
か
は
、

当
該
場
面
の
自
然
環
境
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
第
一
節
で
挙
げ
た
「
み
ぎ
は
」
の
氷
の
諸
例
に
、
自
然
環
境
を

描
写
す
る
言
葉
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
以
下
は
自

然
環
境
を
描
写
す
る
そ
れ
ら
の
言
葉
の
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
使
用

状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
み
ぎ
は
」
の
氷
が
使
用
さ
れ
る
に

必
要
な
条
件
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
。

三
―
二

か
は
づ
ら

第
二
章
第
一
節
で
、「
み
ぎ
は
」
の
氷
の
初
例
と
し
て
、『
山
田
法
師
集
』

の

番
歌
が
挙
が
っ
て
お
り
、
そ
の
詞
書
に
は
、
「
か
は
づ
ら
」
と
い
う

10
自
然
環
境
を
特
定
す
る
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
当
該
用
語
の
使
用
状
況
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る

事
実
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

秋
の
末
つ
方
、
四
季
に
あ
て
て
し
た
ま
ふ
御
念
仏
を
、
こ
の
川
面
は

．
．

網
代
の
波
も
こ
の
ご
ろ
は
い
と
ど
耳
か
し
が
ま
し
く
静
か
な
ら
ぬ
を

と
て
、
か
の
阿
闍
梨
の
住
む
寺
の
堂
に
移
ろ
ひ
た
ま
ひ
て
、
七
日
の
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ほ
ど
行
ひ
た
ま
ふ
。
（
橋
姫
・
一
三
五
）

右
は
橋
姫
巻
の
一
節
で
あ
る
。
焼
失
し
た
京
の
邸
宅
か
ら
、
宇
治
に
住

ま
い
を
移
し
た
八
の
宮
で
あ
る
が
、
網
代
の
音
が
あ
ま
り
に
喧
し
く
、
修

行
に
専
念
で
き
な
い
た
め
、
し
ば
ら
く
「
か
は
づ
ら
」
に
あ
る
自
宅
を
離

れ
、
阿
闍
梨
の
住
居
に
移
る
こ
と
に
し
た
。
次
の
一
例
は
、
椎
本
巻
に
あ

る
。

そ
の
年
、
三
条
宮
焼
け
て
、
入
道
の
宮
も
六
条
院
に
移
ろ
ひ
た
ま
ひ
、

何
く
れ
と
も
の
騒
が
し
き
に
紛
れ
て
、
宇
治
の
わ
た
り
を
久
し
う
訪

れ
き
こ
え
た
ま
は
ず
。
…
そ
の
年
、
常
よ
り
も
暑
さ
を
人
わ
ぶ
る
に
、

川
面
涼
し
か
ら
む
は
や
と
思
ひ
出
で
て
、に
は
か
に
参
で
た
ま
へ
り
。

．
．

（
椎
本
・
二
一
五
―
二
一
六
）

母
女
三
の
宮
の
遷
居
な
ど
、
諸
事
繁
多
な
日
々
が
続
き
、
し
ば
ら
く
宇

治
を
訪
れ
な
か
っ
た
薫
は
、
例
年
に
な
い
暑
さ
か
ら
、
「
か
は
づ
ら
」
に

あ
る
八
の
宮
邸
は
さ
ぞ
涼
し
か
ろ
う
と
思
い
出
し
、
ふ
と
そ
こ
へ
赴
く
。

次
の
一
例
は
、
宿
木
巻
に
あ
る
。

阿
闍
梨
召
し
て
、
例
の
、
か
の
御
忌
日
の
経
仏
の
こ
と
な
ど
の
た
ま

ふ
。
「
さ
て
、
こ
こ
に
時
々
も
の
す
る
に
つ
け
て
も
、
か
ひ
な
き
こ

と
の
安
か
ら
ず
お
ぼ
ゆ
る
が
い
と
益
な
き
を
、こ
の
寝
殿
こ
ぼ
ち
て
、

か
の
山
寺
の
か
た
は
ら
に
堂
建
て
む
と
な
ん
思
ふ
を
、
同
じ
く
は
と

く
は
じ
め
て
ん
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
…
「
昔
の
人
の
、
ゆ
ゑ
あ
る
御

住
ま
ひ
に
占
め
造
り
た
ま
ひ
け
ん
所
を
ひ
き
こ
ぼ
た
ん
、
情
け
な
き

や
う
な
れ
ど
、
そ
の
御
心
ざ
し
も
功
徳
の
方
に
は
進
み
ぬ
べ
く
思
し

け
ん
を
、
と
ま
り
た
ま
は
ん
人
々
を
思
し
や
り
て
、
え
さ
は
お
き
て

た
ま
は
ざ
り
け
る
に
や
。
今
は
、
兵
部
卿
宮
の
北
の
方
こ
そ
は
し
り

た
ま
ふ
べ
け
れ
ば
、
か
の
宮
の
御
料
と
も
言
ひ
つ
べ
く
な
り
に
た
り
。

さ
れ
ば
、
こ
こ
な
が
ら
寺
に
な
さ
ん
こ
と
は
便
な
か
る
べ
し
。
心
に

ま
か
せ
て
さ
も
え
せ
じ
。
所
の
さ
ま
も
あ
ま
り
川
面
近
く
、
顕
証
に

．
．
．
．

も
あ
れ
ば
、
な
ほ
寝
殿
を
失
ひ
て
、
異
ざ
ま
に
も
造
り
か
へ
ん
の
心

に
て
な
ん
」
と
の
た
ま
へ
ば
…
（
宿
木
・
四
五
五
―
四
五
六
）

薫
が
阿
闍
梨
に
、宇
治
の
八
の
宮
邸
の
改
築
を
相
談
す
る
場
面
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
「
あ
ま
り
か
は
づ
ら
近
」
い
と
い
う
こ
と
が

．
．
．
．

持
ち
出
さ
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
「
か
は
づ
ら
」
は
合
計
五
例
あ
る
。
他
の

二
例
は
次
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

惟
光
朝
臣
、
例
の
忍
ぶ
る
道
は
い
つ
と
な
く
い
ろ
ひ
仕
う
ま
つ
る
人

な
れ
ば
遣
は
し
て
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
、
こ
こ
か
し
こ
の
用
意
な
ど

せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。
「
あ
た
り
を
か
し
う
て
、
海
づ
ら
に
通
ひ
た

る
所
の
さ
ま
に
な
む
は
べ
り
け
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
さ
や
う
の
住

ま
ひ
に
よ
し
な
か
ら
ず
は
あ
り
ぬ
べ
し
、
と
思
す
。
造
ら
せ
た
ま
ふ

御
堂
は
、
大
覚
寺
の
南
に
当
た
り
て
、
滝
殿
の
心
ば
へ
な
ど
劣
ら
ず

お
も
し
ろ
き
寺
な
り
。
こ
れ
は
川
づ
ら
に
、
え
も
い
は
ぬ
松
蔭
に
、

．
．
．

何
の
い
た
は
り
も
な
く
建
て
た
る
寝
殿
の
こ
と
そ
ぎ
た
る
さ
ま
も
、

お
の
づ
か
ら
山
里
の
あ
は
れ
を
見
せ
た
り
。（
松
風
・
四
〇
一
）

．
．

明
石
の
君
の
大
堰
遷
居
に
当
た
り
、
源
氏
は
惟
光
に
諸
事
を
整
え
さ
せ

る
。
そ
の
大
堰
の
邸
は
、
ま
ず
源
氏
に
返
答
す
る
惟
光
に
よ
っ
て
、
「
海

づ
ら
」
に
似
通
っ
た
場
所
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
そ
れ
に
続
く
地
の

文
で
、
「
か
は
づ
ら
に
」
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
残
り
の

一
例
は
、
次
の
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
桂
の
住
ま
ひ
い
と
ど
心
細
さ
ま
さ
り
て
、

．

上
の
空
な
る
心
地
の
み
し
つ
つ
明
か
し
暮
ら
す
を
、
君
も
、
「
な
ほ

か
く
て
は
え
過
ぐ
さ
じ
。
か
の
近
き
所
に
思
ひ
立
ち
ね
」
と
す
す
め

た
ま
へ
ど
、
つ
ら
き
と
こ
ろ
多
く
試
み
は
て
む
も
残
り
な
き
心
地
す
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べ
き
を
、
い
か
に
言
ひ
て
か
、
な
ど
い
ふ
や
う
に
思
ひ
乱
れ
た
り
。

（
薄
雲
・
四
二
七
）

薄
雲
巻
冒
頭
の
場
面
で
あ
る
。
校
訂
に
使
用
さ
れ
た
写
本
の
大
多
数
が

「
桂
」
と
あ
る
か
ら
か
（
九
）

、
所
引
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
当
該

箇
所
は
「
桂
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
池
田
亀
鑑
編
著
『
源
氏
物
語
大
成
校

異
篇
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
三
）
に
よ
っ
て
青
表
紙
本
系
統
の
大
島

本
と
池
田
本
、
河
内
本
系
統
の
尾
州
家
本
と
高
松
宮
家
本
、
お
よ
び
別
本

系
統
の
陽
明
文
庫
と
保
坂
本
の
本
文
異
同
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
河
内
本

系
統
の
尾
州
家
本
と
別
本
系
統
の
陽
明
本
・
保
坂
本
の
当
該
箇
所
は
「
か

は
づ
ら
」
と
な
っ
て
お
り
、
単
な
る
誤
写
と
し
て
片
付
け
ら
れ
な
い
。
そ

の
上
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
松
風
巻
に
お
い
て
も
大
堰
の
邸
は
「
か
は
づ

ら
に
」
あ
る
場
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
左
の
諸
本
に

共
通
し
て
見
ら
れ
る
、
「
冬
」
と
「
心
ぼ
そ
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た

い
。

（
大
）
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
・
・
か
は
つ
ら
の
・
す
ま
ゐ
・
い
と

ゝ
・
・
心
‐
‐
ほ
そ
さ
ま
さ
り

（
池
）
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
・
・
か
・
つ
ら
の
・
す
ま
ゐ
・
い
と

ゝ
・
・
心
‐
‐
ほ
そ
さ
ま
さ
り

（
尾
）
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
・
・
か
は
つ
ら
の
・
す
ま
ゐ
は
い
と

ゝ
・
・
心
‐
‐
ほ
そ
け
な
る
に

（
高
）
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
・
・
か
・
つ
ら
の
・
す
ま
ゐ
・
い
と

ゝ
・
・
心
‐
‐
ほ
そ
さ
ま
さ
り

（
陽
）
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
・
・
か
は
つ
ら
の
・
す
ま
ゐ
・
い
と

・
・
・
心
‐
‐
ほ
そ
さ
ま
さ
り

（
保
）
冬
ふ
か
く
な
る
ま
ゝ
に
い
と
か
は
つ
ら
の
・
す
み
か
は
・
・

・
も
の
心
‐
‐
ほ
そ
け
な
る
を

文
脈
上
か
ら
考
え
て
も
、
「
か
つ
ら
」
よ
り
、「
か
は
づ
ら
」
の
方
が
前

後
と
呼
応
し
て
お
り
、
当
該
箇
所
に
相
応
す
る
表
現
と
思
わ
れ
る
。
も
っ

と
も
、
右
記
の
通
り
、
底
本
と
し
て
使
用
さ
れ
た
大
島
本
の
当
該
箇
所
も

「
か
は
づ
ら
」
と
し
て
判
読
で
き
る
以
上
、
こ
こ
で
は
「
か
は
づ
ら
」
を

取
り
、
こ
の
一
節
を
、
冬
に
な
る
に
つ
れ
、
「
か
は
づ
ら
」
に
あ
る
住
ま

い
は
益
々
心
細
く
感
じ
ら
れ
る
、
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
「
か
は
づ
ら
」
は
五
例
あ
る
が
、
以
上
の

よ
う
に
、
全
て
宇
治
の
八
の
宮
邸
と
、
大
堰
の
邸
を
舞
台
と
す
る
場
面
に

お
い
て
確
認
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
か
は
づ
ら
」
は
、
こ
の
両
地

で
し
か
使
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
と
、
第
二
章
の
「
み
ぎ
は
」

の
使
い
分
け
に
関
す
る
考
察
を
踏
ま
え
、
以
下
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
ぎ
は
の
氷
」
は
、
「
川
」
の
、
更
に
、
本
章
第

一
節
の
「
山
里
」
と
い
う
条
件
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
第
二
章
第
一
節
の

諸
例
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
山
川
の
そ
れ
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

三
―
三

視
界

薄
雲
巻
の
末
尾
に
次
の
場
面
が
見
ら
れ
る
。

山
里
の
人
も
、
い
か
に
な
ど
、
…
い
と
ほ
し
く
て
、
例
の
不
断
の
御

念
仏
に
こ
と
つ
け
て
渡
り
た
ま
へ
り
。
住
み
馴
る
る
ま
ま
に
、
い
と

心
す
ご
げ
な
る
所
の
さ
ま
に
、
い
と
深
か
ら
ざ
ら
む
こ
と
に
て
だ
に

あ
は
れ
添
ひ
ぬ
べ
し
。
…
い
と
木
繁
き
中
よ
り
、
篝
火
ど
も
の
影
の
、

遣
水
の
蛍
に
見
え
ま
が
ふ
も
を
か
し
。
「
か
か
る
住
ま
ひ
に
し
ほ
じ

ま
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
め
づ
ら
か
に
お
ぼ
え
ま
し
」
と
の
た
ま
ふ
に
、

「
い
さ
り
せ
し
影
わ
す
ら
れ
ぬ
篝
火
は
身
の
う
き
舟
や
し
た
ひ

き
に
け
ん
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思
ひ
こ
そ
ま
が
へ
ら
れ
は
べ
れ
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

「
あ
さ
か
ら
ぬ
し
た
の
思
ひ
を
し
ら
ね
ば
や
な
ほ
篝
火
の
影
は

さ
わ
げ
る

誰
う
き
も
の
」
と
お
し
返
し
恨
み
た
ま
へ
る
。
（
薄
雲
・
四
六
五
―

四
六
六
）

姫
君
が
二
条
院
に
渡
っ
た
後
も
寂
寥
な
住
ま
い
に
残
る
明
石
の
君
の
こ

と
を
案
じ
、
源
氏
は
大
堰
の
邸
を
訪
れ
る
。
二
人
は
共
に
景
色
を
眺
め
る
。

「
篝
火
ど
も
の
影
の
、
遣
水
の
蛍
に
見
え
ま
が
ふ
」
の
一
節
か
ら
、
大
堰

の
邸
か
ら
篝
火
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
篝
火
は
、
「
木
繁
き

中
よ
り
」
と
、
生
い
茂
っ
て
い
る
木
々
の
隙
間
か
ら
眺
め
る
こ
と
、
お
よ

び
遣
水
の
蛍
に
見
間
違
え
る
こ
と
か
ら
、
大
堰
の
邸
の
敷
地
か
ら
や
や
離

れ
た
流
れ
に
あ
る
も
の
と
推
定
で
き
よ
う
。
ま
た
、
「
か
か
る
住
ま
ひ
に

し
ほ
じ
ま
ざ
ら
ま
し
か
ば
」
と
「
い
さ
り
せ
し
影
」
か
ら
も
、
こ
の
篝
火

は
、
須
磨
の
海
辺
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、

『
岷
江
入
楚
』
（
私
に
句
読
点
と
濁
点
を
付
し
た
。
）
に
お
け
る
、

か
ゝ
り
火
ど
も
の

秘

八
月
の
末
な
れ
ば
、
自
然
の
篝
火
な
ど
も
あ

る
べ
し

私
大
井
川
鵜
舟
の
篝
八
月
ま
で
も
有
べ
き
歟

の
一
節
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
の
篝
火
は
大
堰
川
に
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
明
石
の
君
の
い
る
大
堰
の
邸
か
ら
大
堰
川
が

見
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
宇
治
に
あ
る
八
の
宮
邸
に
関
し
て
も
、
浮
舟
巻
に
は
、

山
の
方
は
霞
隔
て
て
、
寒
き
洲
崎
に
立
て
る
鵲
の
姿
も
、
所
が
ら
は

い
と
を
か
し
う
見
ゆ
る
に
、
宇
治
橋
の
は
る
ば
る
と
見
わ
た
さ
る
る

に
、
柴
積
み
舟
の
所
ど
こ
ろ
に
行
き
ち
が
ひ
た
る
な
ど
、
ほ
か
に
て

目
馴
れ
ぬ
こ
と
ど
も
の
み
と
り
集
め
た
る
所
な
れ
ば
、
見
た
ま
ふ
た

び
ご
と
に
、
な
ほ
、
そ
の
昔
の
こ
と
の
た
だ
今
の
心
地
し
て
…
（
浮

舟
・
一
四
五
）

の
一
節
が
あ
る
。
本
章
第
二
節
で
挙
げ
た
宿
木
巻
の
場
面
で
「
所
の
さ
ま

も
あ
ま
り
川
面
近
く
」
と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
宇

．
．
．
．

治
に
あ
る
八
の
宮
邸
か
ら
宇
治
川
を
眺
望
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
以
上
を

踏
ま
え
て
、
第
一
章
で
挙
げ
た
薄
雲
巻
の
「
み
ぎ
は
」
の
氷
は
大
堰
川
の
、

宇
治
十
帖
の
四
例
は
宇
治
川
の
そ
れ
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

四

「
み
ぎ
は
」
と
「
池
」

第
三
章
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
ぎ
は

の
氷
」
の
解
釈
は
凡
そ
確
定
で
き
た
。
し
か
し
、
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
新
た
な
疑
問
が
生
じ
る
。
第
二
章
第
一
節
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
に
、

「
み
ぎ
は
」
の
氷
は
『
源
氏
物
語
』
が
成
立
し
た
時
代
に
お
い
て
は
、
よ

く
取
上
げ
ら
れ
る
景
物
で
は
な
い
。
何
故
作
者
は
こ
の
言
葉
を
使
用
し
た

の
か
。
本
章
で
は
物
語
中
の
「
池
」
に
関
す
る
自
然
描
写
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
解
明
し
た
い
。

四
―
一

「
池
の
氷
」

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
「
池
」
の
氷
が
描
写
さ
れ
る
場
面
と
し
て
、

次
の
四
例
が
見
ら
れ
る
。

㋑
宮
は
、
三
条
宮
に
渡
り
た
ま
ふ
。
…
雪
う
ち
散
り
風
は
げ
し
う
て
、

院
の
内
や
う
や
う
人
目
離
れ
ゆ
き
て
し
め
や
か
な
る
に
、
大
将
殿
こ

な
た
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
古
き
御
物
語
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
御
前
の
五

葉
の
雪
に
し
を
れ
て
、
下
葉
枯
れ
た
る
を
見
た
ま
ひ
て
、
親
王
、

か
げ
広
み
た
の
み
し
松
や
枯
れ
に
け
ん
下
葉
散
り
ゆ
く
年
の
暮
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か
な

何
ば
か
り
の
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
に
、
を
り
か
ら
も
の
あ
は
れ
に
て
、

大
将
の
御
袖
い
た
う
濡
れ
ぬ
。
池
の
隙
な
う
凍
れ
る
に
、

．
．
．
．
．
．
．
．

さ
え
わ
た
る
池
の
鏡
の
さ
や
け
き
に
見
な
れ
し
か
げ
を
見
ぬ
ぞ

か
な
し
き

と
思
す
ま
ま
に
、
あ
ま
り
若
々
し
う
ぞ
あ
る
や
。
（
賢
木
・
九
九
―

一
〇
〇
）

桐
壺
院
が
亡
く
な
る
と
と
も
に
、
藤
壺
一
派
は
失
墜
す
る
。
寂
寥
た
る

年
末
の
三
条
の
宮
を
目
に
し
て
、
院
の
庇
護
を
偲
ぶ
歌
を
詠
む
兵
部
卿
宮

に
呼
応
し
、
訪
客
の
源
氏
も
、
鏡
の
よ
う
に
見
え
る
凍
り
つ
い
た
池
に
、

亡
き
父
の
姿
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
月
光
の
下
で
輝
く
「
み
ぎ
は

の
氷
」
を
眺
め
、
亡
き
大
君
を
偲
ぶ
総
角
巻
の
場
面
と
似
通
う
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

㋺
大
将
参
り
た
ま
へ
り
。
あ
ら
た
ま
る
し
る
し
も
な
く
、
宮
の
内
の
ど

か
に
人
目
ま
れ
に
て
…
解
け
わ
た
る
池
の
薄
氷
、
岸
の
柳
の
け
し
き

．
．
．
．
．
．
．
．
．

ば
か
り
は
時
を
忘
れ
ぬ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
が
め
ら
れ
た
ま
ひ
て
、

「
む
べ
も
心
あ
る
」
と
忍
び
や
か
に
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
、
ま
た
な

う
な
ま
め
か
し
。（
賢
木
・
一
三
五
―
一
三
六
）

新
年
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
院
の
生
前
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
三

条
の
宮
に
は
人
影
も
疎
ら
で
あ
る
。
「
あ
ら
た
ま
る
し
る
し
も
な
」
い
、

こ
の
惨
澹
た
る
光
景
に
ひ
き
か
え
、
時
節
相
応
に
溶
け
わ
た
る
池
の
氷
と

岸
の
柳
を
前
に
、
源
氏
は
感
慨
を
禁
じ
え
な
い
。
「
年
か
は
り
ぬ
れ
ば
、

空
の
け
し
き
う
ら
ら
か
」
で
、
「
み
ぎ
は
の
氷
」
が
溶
け
て
い
る
と
い
う

春
ら
し
い
光
景
を
見
て
、
そ
れ
に
反
す
る
自
ら
の
境
遇
を
、
大
君
姉
妹
が

つ
く
づ
く
感
じ
る
第
一
章
で
挙
げ
た
椎
本
巻
の
例
と
似
通
う
場
面
で
あ

る
。

㋩
雪
の
い
た
う
降
り
積
も
り
た
る
上
に
、
今
も
散
り
つ
つ
、
松
と
竹
と

の
け
ぢ
め
を
か
し
う
見
ゆ
る
夕
暮
に
、
人
の
御
容
貌
も
光
り
ま
さ
り

て
見
ゆ
。
「
時
々
に
つ
け
て
も
、
人
の
心
を
う
つ
す
め
る
花
紅
葉
の

盛
り
よ
り
も
、冬
の
夜
の
澄
め
る
月
に
雪
の
光
り
あ
ひ
た
る
空
こ
そ
、

あ
や
し
う
色
な
き
も
の
の
身
に
し
み
て
、
こ
の
世
の
外
の
こ
と
ま
で

思
ひ
流
さ
れ
、
お
も
し
ろ
さ
も
あ
は
れ
さ
も
残
ら
ぬ
を
り
な
れ
。
…
」

…
月
は
隈
な
く
さ
し
出
で
て
、
ひ
と
つ
色
に
見
え
渡
さ
れ
た
る
に
、

し
を
れ
た
る
前
栽
の
か
げ
心
苦
し
う
、
遣
水
も
い
と
い
た
う
む
せ
び

．
．

て
、
池
の
氷
も
え
も
い
は
ず
す
ご
き
に
、
童
べ
お
ろ
し
て
雪
ま
ろ
ば

．
．
．

し
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
…
「
ひ
と
年
、
中
宮
の
御
前
に
雪
の
山
作
ら
れ

た
り
し
、
世
に
古
り
た
る
こ
と
な
れ
ど
、
な
ほ
め
づ
ら
し
く
も
は
か

な
き
こ
と
を
し
な
し
た
ま
へ
り
し
か
な
。
…
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
朝

顔
・
四
九
〇
―
四
九
二
）

月
光
に
輝
く
雪
、
滞
る
遣
水
の
流
れ
と
凍
り
つ
い
た
池
、
そ
し
て
雪
ま

ろ
ば
し
を
す
る
女
童
。
源
氏
が
紫
の
上
と
と
も
に
眺
め
る
そ
れ
は
、
二
条

院
の
庭
の
景
色
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
景
色
に
感
じ
て
、
源
氏
は

藤
壺
を
想
起
す
る
。
賢
木
巻
の
例
と
似
た
一
例
で
あ
る
。

㋥
「
今
朝
こ
の
人
々
の
戯
れ
か
は
し
つ
る
、
い
と
う
ら
や
ま
し
く
見
え

つ
る
を
、
上
に
は
我
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
て
、
乱
れ
た
る
こ
と

ど
も
す
こ
し
う
ち
ま
ぜ
つ
つ
、
祝
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。

う
す
氷
と
け
ぬ
る
池
の
鏡
に
は
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
か
げ
ぞ
な
ら

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

べ
る

げ
に
め
で
た
き
御
あ
は
ひ
ど
も
な
り
。

く
も
り
な
き
池
の
鏡
に
よ
ろ
づ
世
を
す
む
べ
き
か
げ
ぞ
し
る
く

見
え
け
る

何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
末
遠
き
御
契
り
を
、
あ
ら
ま
ほ
し
く
聞
こ
え
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か
は
し
た
ま
ふ
。
今
日
は
子
の
日
な
り
け
り
。
げ
に
千
年
の
春
を
か

け
て
祝
は
ん
に
、
こ
と
わ
り
な
る
日
な
り
。
（
初
音
・
一
四
四
―
一

四
五
）

新
春
の
六
条
院
、
源
氏
と
紫
の
上
が
睦
ま
じ
く
談
笑
し
、
薄
氷
が
解
け

た
池
の
鏡
に
映
る
自
分
た
ち
の
姿
を
詠
む
場
面
で
あ
る
。

見
る
者
に
感
慨
を
催
さ
せ
る
点
に
お
い
て
、
初
音
巻
の
用
例
の
よ
う
な

和
や
か
な
場
面
も
見
ら
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
中
の
「
池
の
氷
」
と
「
み

ぎ
は
の
氷
」
と
は
類
似
し
た
役
割
を
持
つ
言
葉
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

四
―
二

「
み
ぎ
は
」
と
「
池
」
の
境
界
線

宇
治
の
八
の
宮
邸
と
大
堰
の
邸
を
舞
台
と
す
る
場
面
に
お
け
る
池
の
用

例
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
一
例
し
か
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、

こ
の
宇
治
山
に
、
聖
だ
ち
た
る
阿
闍
梨
住
み
け
り
…
年
ご
ろ
学
び
知

り
た
ま
へ
る
こ
と
ど
も
の
、
深
き
心
を
説
き
聞
か
せ
た
て
ま
つ
り
、

い
よ
い
よ
、
こ
の
世
の
い
と
か
り
そ
め
に
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
を
申
し

知
ら
す
れ
ば
、
「
心
ば
か
り
は
蓮
の
上
に
思
ひ
の
ぼ
り
、
濁
り
な
き

池
に
も
住
み
ぬ
べ
き
を
、
い
と
か
く
幼
き
人
々
を
見
棄
て
ん
う
し
ろ

め
た
さ
ば
か
り
に
な
ん
、
え
ひ
た
み
ち
に
か
た
ち
を
も
変
へ
ぬ
」
な

ど
、
隔
て
な
く
物
語
し
た
ま
ふ
。
（
橋
姫
・
一
二
七
）

に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
阿
闍
梨
の
教
え
を
受
け
た
八
の
宮
が
、
自
ら
の

道
心
を
訴
え
る
た
め
の
仏
典
に
よ
っ
た
表
現
で
あ
り
、
宇
治
の
八
の
宮
邸

周
辺
の
景
色
を
描
写
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

「
池
」
の
用
例
の
分
布
状
況
に
、
興
味
深
い
も
の
が
窺
え
る
。

宇
治
に
遷
居
す
る
前
に
、
八
の
宮
邸
は
京
に
あ
っ
た
。
そ
の
邸
宅
の
自

然
描
写
の
中
で
、
次
の
場
面
が
見
ら
れ
る
。

さ
す
が
に
広
く
て
お
も
し
ろ
き
宮
の
、
池
、
山
な
ど
の
け
し
き
ば
か

．

り
昔
に
変
ら
で
い
と
い
た
う
荒
れ
ま
さ
る
を
、
つ
れ
づ
れ
と
な
が
め

た
ま
ふ
。
（
橋
姫
・
一
二
〇
）

荒
れ
果
て
た
邸
宅
内
の
池
と
山
を
、
宮
が
つ
れ
づ
れ
と
眺
め
る
。
ま
た
、

近
接
す
る
と
こ
ろ
に
、
次
の
場
面
が
見
ら
れ
る
。

春
の
う
ら
ら
か
な
る
日
影
に
、
池
の
水
鳥
ど
も
の
翼
う
ち
か
は
し
つ

つ
お
の
が
じ
し
囀
る
声
な
ど
を
、
常
は
は
か
な
き
こ
と
と
見
た
ま
ひ

し
か
ど
も
、
つ
が
ひ
離
れ
ぬ
を
う
ら
や
ま
し
く
な
が
め
た
ま
ひ
て
、

君
た
ち
に
御
琴
ど
も
教
え
き
こ
え
た
ま
ふ
。（
橋
姫
・
一
二
二
）

池
の
鴛
鴦
を
う
ら
や
ま
し
く
眺
め
る
こ
と
か
ら
、
亡
き
妻
を
偲
ぶ
宮
の

心
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
京
の
八
の
宮
邸
を
舞
台
と
す
る
場
面
で
は
、

池
に
関
す
る
描
写
が
頻
繁
と
も
言
え
る
ほ
ど
見
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
宮
が
宇
治
に
遷
居
す
る
と
と
も
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
邸
宅

周
辺
の
自
然
描
写
か
ら
、
「
池
」
が
ぴ
た
り
と
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
本
章
第
一
節
で
挙
げ
た
、
源
氏
と
紫
の
上
が
共
に
庭
の
池
を
眺

め
る
場
面
は
朝
顔
巻
に
あ
る
。
そ
の
朝
顔
巻
の
直
前
に
あ
る
薄
雲
巻
の
当

該
場
面
で
、
「
み
ぎ
は
の
氷
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
た
ば
か
り
と
い

う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
同
じ
く
「
氷
」
で
も
、
舞
台
が
京
の
邸
宅
に
移

る
な
り
、
そ
れ
が
「
み
ぎ
は
」
か
ら
、
「
池
」
の
そ
れ
へ
と
鮮
や
か
に
変

え
ら
れ
、
「
池
」
が
京
の
邸
宅
に
、
「
み
ぎ
は
」
は
山
川
に
あ
る
景
物
と
い

う
作
者
の
意
識
が
強
く
感
じ
取
れ
る
。

本
章
第
一
節
の
末
尾
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、「
池
の
氷
」
と
「
み

ぎ
は
の
氷
」
の
役
割
が
類
似
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

て
、
大
堰
の
邸
や
宇
治
八
の
宮
邸
を
舞
台
と
す
る
場
面
で
「
み
ぎ
は
の
氷
」

が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
に
場
面
に
応
じ
て
適
切
な
景
物
を
描

こ
う
と
す
る
作
者
の
心
が
け
の
現
れ
と
言
え
よ
う
。
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五

結
び
に
代
え
て

「
み
ぎ
は
の
氷
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
注
釈
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
。

小
稿
は
当
該
用
語
の
解
釈
を
確
定
す
る
た
め
に
起
筆
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
み
ぎ
は
」
と
い
う
言
葉

の
使
用
傾
向
や
、
作
者
が
「
み
ぎ
は
の
氷
」
を
使
用
し
た
意
図
も
明
ら
か

に
な
っ
た
。

「
み
ぎ
は
の
氷
」
は
、
文
脈
を
理
解
す
る
上
で
取
る
に
足
ら
な
い
、
叙

景
場
面
の
一
語
句
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
、
そ
の
解
釈
の
如
何
は
微
細

な
問
題
と
取
ら
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
た
な
発
見
に
繋
が
っ
た
よ
う
に
、
い
か
に
小
さ
な
問
題
に
見

え
よ
う
と
、
常
に
そ
の
問
題
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
忘
れ
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
小
稿
は
最
後
に
こ
の
こ
と
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

［
注
］

（
一
）
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
み
ぎ
は
の
氷
」
の
注
釈
を
次
に
示
す
。
（
『
花

鳥
余
情
』
の
句
読
点
と
濁
点
は
私
に
付
し
た
。
）

①
『
河
海
抄
』
無
し
・
『
花
鳥
余
情
』
無
し
・
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
無
し
・

玉
上
『
評
釈
』
（
注
）
無
し
（
訳
）
岸
近
い
氷
・
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
庭

の
池
の
水
際
に
張
り
つ
め
た
氷
・
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
庭
の
池
の
水

際
の
氷
・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
注
）
庭
の
池
の
水
ぎ
わ
に
張
っ
て

い
る
氷
。
こ
の
あ
た
り
厳
冬
の
自
然
の
風
景
が
、
明
石
の
君
の
沈
鬱
な
心
内

を
象
徴
的
に
表
現
（
訳
）
汀
の
氷

②
『
河
海
抄
』
無
し
・
『
花
鳥
余
情
』
無
し
・
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
無
し
・

玉
上
『
評
釈
』
（
注
）
『
細
流
抄
』
に
「
姫
君
の
心
の
と
け
ざ
る
よ
り
か
く
思

へ
り
」
。
肖
柏
本
・
三
条
西
本
・
河
内
本
・
別
本
の
保
坂
本
は
「
み
ぎ
は
の

氷
と
け
わ
た
る
に
つ
け
て
も
か
う
ま
で
な
が
ら
へ
け
る
も
」<

汀
の
氷
が
一

面
解
け
て
き
た
の
を
見
て
も
、
こ
ん
な
に
生
き
な
が
ら
え
た
の
も>

。
湖
月

抄
・
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
も
同
じ
。
こ
の
ほ
う
が
「
あ
り
が
た
く
も
」
に

続
き
や
す
い
よ
う
だ
が
、
面
白
い
の
は
底
本
な
ど
の
ほ
う
で
あ
る
。
（
訳
）

汀
の
氷
・
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
無
し
・
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
無
し

・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
注
）
「
ひ
め
君
の
心
の
と
け
ざ
る
よ
り
、

か
く
思
へ
り
」
（
細
流
抄
）（
訳
）
水
際
の
氷
が
一
面
に
と
け
て
い
く
…
。

③
『
河
海
抄
』
無
し
・
『
花
鳥
余
情
』
雪
の
事
也
。
山
は
か
ゞ
み
を
か
く
る
と

い
ふ
事
あ
り
。
あ
ま
た
所
に
あ
り
・
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
四
方
の
山
の

姿
を
映
し
て
い
る
鏡
と
見
ら
れ
る
汀
の
氷
が
・
玉
上
『
評
釈
』
（
注
）
無
し

（
訳
）
汀
の
氷
。（
釈
）
こ
の
邸
か
ら
は
宇
治
川
が
見
え
る
。
川
水
の
氷
に
、

四
方
の
山
が
う
つ
っ
て
い
る
。
月
の
光
に
輝
い
て
・
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』

ま
わ
り
の
山
々
が
雪
に
き
ら
め
い
て
鏡
と
見
ま
が
う
岸
辺
の
氷
が
。
「
扇
ど

も
の
さ
ま
な
ど
は
、
た
だ
雪
深
き
山
を
月
の
明
き
に
見
わ
た
し
た
る
こ
こ
ち

し
つ
つ
、
き
ら
き
ら
と
、
そ
こ
は
か
と
見
わ
た
さ
れ
ず
、
鏡
を
か
け
た
る
や

う
な
り
」
（
『
紫
式
部
日
記
』
）
・
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
周
囲
の
雪
の
積

っ
た
山
々
の
姿
が
映
っ
て
、
鏡
の
よ
う
に
見
え
る
岸
辺
の
氷
が
、
月
の
光
に

映
え
て
、
の
意
味
・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
注
）
一
面
に
雪
の
積
っ

た
周
囲
の
山
の
姿
が
凍
り
つ
い
た
岸
辺
の
水
に
映
っ
て
冷
た
く
月
光
に
き
ら

め
く
、
凄
涼
の
趣
が
深
く
、
薫
の
孤
独
凄
愴
の
胸
中
を
象
徴
す
る
も
の
で
も

あ
る
（
訳
）
四
方
の
山
を
鏡
の
よ
う
に
映
し
て
い
る
岸
辺
の
氷
が
、
月
の
光

に
映
え
て
ま
こ
と
に
美
し
く
見
え
る
。

④
『
河
海
抄
』
無
し
・
『
花
鳥
余
情
』
無
し
・
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
無
し
・

玉
上
『
評
釈
』
（
注
）
無
し
（
訳
）
岸
べ
の
氷
（
釈
）「
み
ぎ
は
の
氷
」
は
、

巨
椋
池
の
岸
か
、
山
科
川
か
。
加
茂
川
で
は
あ
る
ま
い
、
と
思
う
・
『
新
潮

．
．
．
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日
本
古
典
集
成
』
水
際
の
氷
を
踏
み
鳴
ら
す
馬
の
足
音
も
。
宇
治
の
風
物
。

（
六
巻
橋
姫
二
七
三
頁
注
九
参
照
）
・
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
無
し
・
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
注
）
無
し
（
訳
）
水
際
の
氷

⑤
『
河
海
抄
』
無
し
・
『
花
鳥
余
情
』
無
し
・
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
木
幡
あ

た
り
の
峰
の
雪
や
、
宇
治
の
川
辺
の
氷
を
踏
み
分
け
て
、
艱
難
苦
労
を
し
て

も
、
こ
こ
に
は
道
に
は
迷
わ
な
い
で
来
る
が
、
い
か
に
も
御
身
の
故
に
、
思

慮
分
別
に
は
迷
っ
て
盲
目
的
に
な
っ
て
い
る
・
玉
上
『
評
釈
』
（
注
）
無
し

（
訳
）
岸
べ
の
氷
・
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
峰
の
雪
や
汀
の
氷
を
踏
み
分

け
て
、
難
儀
し
な
が
ら
や
っ
て
来
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
あ
な
た
に
迷
う
て
の

こ
と
、
道
に
は
迷
い
ま
せ
ん
で
し
た
・
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
峰
の
雪

や
汀
の
氷
を
踏
み
分
け
て
道
は
迷
わ
ず
に
来
た
の
に
あ
な
た
に
す
っ
か
り
迷

っ
て
し
ま
っ
た
・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
注
）
無
し
（
訳
）
岸
辺
の

氷

（
二
）
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
』

（
臨
川
書
店
、
一
九
六
八
）
に
よ
る
。

（
三
）
現
在
、
山
田
法
師
の
作
品
と
し
て
、
家
集
の
他
に
、
『
後
撰
和
歌
集
』
に

一
首
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
、『
勅
撰
作
者
部
類
』
、『
和
歌
色
葉
』
、
お
よ
び
『
十

訓
抄
』
で
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、「
茫
然
と
し
た
存
在
」
と
言
え
る
。

（
以
上
、
久
保
田
淳
『
西
行
・
長
明
・
兼
好
』
（
明
治
書
院
、
一
九
七
九
）

に
よ
る
。）

（
四
）
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
、
相
模
の
母
と
関
係
を
持
つ
源
頼
光
は
但
馬
守

と
な
り
、
彼
女
た
ち
を
伴
っ
て
任
地
へ
下
る
が
、
相
模
は
寛
弘
六
年
（
一
〇

〇
九
）
に
一
足
早
く
帰
京
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
『
相
模
集
』
の

番
528

歌
か
ら

番
歌
ま
で
の
六
十
五
首
は
、

番
歌
の
左
注
に
よ
れ
ば
「
い
は
け

592

592

な
か
り
し
う
ひ
こ
と
」
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
歌
群
で
あ
る
。
こ
の
歌
群
中
、

但
馬
の
館
の
周
辺
と
思
し
き
自
然
描
写
が
あ
り
、
但
馬
に
い
る
時
期
の
作
と

考
え
ら
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
（
以
上
、
『
相
模
集
全
釈
』
（
風
間
書
房
、

二
〇
〇
一
）
五
〇
・
五
〇
四
頁
の
解
説
に
よ
る
。
）
従
っ
て
、
こ
の
歌
群
に

属
す
る
当
該
歌
も
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
以
前
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
）『
千
穎
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
七
）
の
三
六
頁
か
ら
三
八
頁
ま
で
、

好
忠
歌
と
の
関
わ
り
が
具
体
的
な
歌
に
沿
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
安
易
な

稀
語
表
現
の
受
容
が
目
立
ち
、
表
層
的
な
受
容
と
評
さ
れ
て
い
る
。

（
六
）『
千
穎
集
』
当
該
歌
の
直
後
、
次
の
歌
が
見
ら
れ
る
。

あ
さ
せ
こ
ぐ
を
ぶ
ね
な
ら
し
も
さ
は
り
お
ほ
み
お
も
ふ
心
を
や
る
よ

し
も
な
み

（
『
千
穎
集
』

雑
十
三
首
）

97

『
千
穎
集
全
釈
』
の
解
説
に
お
い
て
、
『
好
忠
集
』
の

番
歌
が
参
考
資
料

409

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
両
者
の
表
現
上
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。

（
七
）『
相
模
集
』
の

番
歌
の
詞
書
を
一
部
挙
げ
る
。

100

あ
や
し
き
こ
と
言
ひ
付
け
て
、
さ
る
べ
き
物
ど
も
な
ど
し
た
た
め
て
、

け
ざ
や
か
に
ほ
か
へ
往
に
け
る
の
ち
に
、
う
つ
ろ
ひ
た
る
菊
さ
か
り

に
見
ゆ
る
こ
ろ
、
む
つ
ま
じ
き
ゆ
か
り
に
て
時
々
か
よ
ふ
若
き
人
の
、

ゆ
ゑ
な
か
ら
ぬ
が
立
ち
寄
り
て
、
「
い
か
に
ま
た
、
人
は
ほ
か
に
か
」

と
問
ひ
し
つ
い
で
に
、
こ
の
花
を
目
と
ど
め
て
、
た
だ
に
は
過
ぎ
が

た
く
や
あ
り
け
む
、
…

こ
の
「
若
き
人
」
は
、
『
相
模
集
全
釈
』
の
解
説
も
踏
ま
え
て
、
経
衡
で
あ

る
と
判
断
す
る
。

（
八
）
『
源
氏
釈
』
を
は
じ
め
、
『
花
鳥
余
情
』
や
『
細
流
抄
』
に
お
い
て
は
、
「
君

こ
ふ
る
涙
」
の
本
文
に
よ
っ
て
、
引
歌
を
指
摘
し
て
い
る
。
新
潮
日
本
古
典

集
成
や
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
な
ど
は
古
注
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
い
る

が
、「
君
惜
し
む
涙
」
の
本
文
を
採
っ
て
い
る
。

（
九
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
は
「
桂
」
の
本
文
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
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七
冊
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

［
付
記
］

『
源
氏
物
語
』
と
『
紫
式
部
日
記
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ

る
。
引
用
の
末
尾
に
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
は
巻
名
と
頁
数
を
、
『
紫
式
部
日
記
』

の
場
合
は
頁
数
を
記
す
。
こ
れ
以
外
の
引
用
本
文
は
以
下
に
よ
る
。

・
『
山
田
法
師
集
』
『
中
務
集
』
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
…
新
編
国
歌
大
観
（
角
川
書

店
）

・
『
好
忠
集
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
安
鎌
倉
私
家
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九

六
四
）

・
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
『
相
模
集
』
『
千
穎
集
』
『
経
衡
集
』
…
私
家
集
全
釈
叢
書

（
風
間
書
房
）

・
『
古
今
和
歌
集
』
『
和
漢
朗
詠
集
』
『
貫
之
集
』
…
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮

社
）

・
『
源
氏
釈
』
…
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
）

・
『
河
海
抄
』
…
玉
上
琢
彌
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
）

・
『
花
鳥
余
情
』『
岷
江
入
楚
』
…
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
（
武
蔵
野
書
院
）

・
『
源
氏
物
語
評
釈
』
…
玉
上
琢
彌
編
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、
一
九
六

四
）

（
り
ん

き
ん
え
・
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


